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創
作
と
は
、
い
わ
ば
、
非
現
実
の
視
線
で
も

っ
て
、
現
実
世
界
を
映

し
出
す
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
映
し
出
さ
れ
た
世
界
は
、
し
た

が
っ
て
、
非
現
実
の
、
鏡
の
な
か
の
様
相
を
帯
び
る
に
至
る
。
こ
の
創

作
の
非
現
実
の
眼
の
作
用
を
、
写
さ
れ
た
現
実
世
界
が
破
り
、
存
続
不

能
に
す
る
ま
で
に
な
る
と
、
創
作
者
は
、
己
の
作
り
出
し
た
世
界
を
立

ち
退
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
島
村
が
雪
国
の
世
界
を
最
終
的
に

立
ち
退
く
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

日
頃
か
ら
空
想
・
非
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い
る
人
間
は
、
自
分
で

空
想
・
非
現
実
の
世
界
だ
と
思
う
と
こ
ろ
に
来
て
、
は
じ
め
て
、
逆
に

現
実
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
川
端
の

「伊
豆
の
踊
子
」
お
よ
び
『
雪

園
』
も
、
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
た
世
界
こ
そ
が
、
空
想
・
非
現
実
の
世
界

で
は
な
く
、
逆
に
現
実
の
世
界
で
あ
り
、
主
人
公
は
、
そ
れ
を
思
い
知

ら
さ
れ
る
。
『
伊
豆
の
踊
子
』
で
学
生
が
踊
子
に
よ
っ
て
孤
児
根
性
を

浄
化
さ
れ
た
よ
う
に
、
言
ヨ
園
」
で
は
非
現
実
・
空
想
を
好
む
島
村
は
、

駒
子
や
葉
子
の
住
む
生
の
色
濃
い
現
実
に
直
面
す
る
の
を
避
け
、
生
の

河

民

音B

村

現
実
を
も
非
現
実
と
見
ょ
う
と
す
る
が
、
そ
の
不
誠
実
さ
を
思
い
知
ら

さ
れ
、
目
覚
め
る
。
そ
の
こ
と
を
描
い
た
の
が
、
こ
れ
ら
の
川
端
の
文

学
作
品
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
川
端
の
代
表
作
で
あ
り
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
の
対
象
と

な
っ
た
名
作
「
雪
園
』
を
取
り
上
げ
、
な
ぜ
こ
の
小
説
が
「
名
作
」
と

い
わ
れ
、
推
薦
す
べ
き
国
際
的
評
価
を
得
る
川
端
の
小
説
と
な
り
え
た

の
か
、
そ
の
謎
の
解
明
に
挑
戦
す
る
と
と
も
に
、
伊
藤
整
を
は
じ
め
、

竹
西
寛
子
、
そ
し
て
こ
の
小
説
の
翻
訳
者
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ

ツ
カ
1
等

が
、
そ
ろ

っ
て
こ
の
小
説
を
川
端
に
特
徴
的
な
「
愛
の
拒
絶
」
(山

号
巴
巳
え

Z5)
を
具
現
し
た
作
品
と
見
倣
す
従
来
の
読
み
へ
の
修
正

を
求
め
る
試
論
で
あ
る
。
(l
)
こ
の
作
品
に
は
、
完
全
な
「
愛
の
拒
絶
」

で
は
な
く
、
そ
の
受
容
と
再
生
へ
の
予
兆
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
筆
者

は
見
る
。
以
下
こ
の
こ
と
の
論
証
を
試
み
た
い
。
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本

号&
日間

作
者
の
川
端
は
、
『
雪
園
」
が
昭
和
九
年
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
、

最
初
一
回
の
短
編
で
終
え
よ
う
と
思

っ
た
も
の
が
、
書
き
継
が
れ
て
、

つ
い
に
十
二
年
の
長
き
に
わ
た

っ
て
追
加
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
、

岩
波

文
庫

『雪
国
」
の
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
て
お
り
、
そ
の
中
で
作
品
解

釈
に
関
し
て
役
立
つ
こ
と
と
、
ま
と
も
に
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
こ
と
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
の
自
作
に

よ
く
あ
る
こ
と
で
、
さ
ほ
ど
驚
か
な
く
て
も
い

つ
い
て
の
発
言
で
は
、

い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
肝
心
の
作
品
解
釈
に
お
い
て
は
、
支
障
を

き
た
し
か
ね
な
い
こ
と
も
あ
る
。

作
品
解
釈
上
役
に
立
つ
こ
と
と
は
、
川
端
が
登
場
人
物
の
配
置
に
つ

い
て
、
島
村
を
中
心
に
、
両
脇
に
駒
子
と
葉
子
を
配
置
し
た
の
で
は
な

く
て
、
駒
子
を
中
心
に
し
て
、
彼
女
を
浮
き
立
た
せ
る
た
め
に
島
村
と

葉
子
を
配
置
し
た
と
い

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
追
々
述
べ
る

理
由
か
ら
、
も

っ
と
も
な
発
言
で
あ
る
。
他
方
、
川
端
が
、
駒
子
に
つ

い
て
、
駒
子
の
モ
デ
ル
は
旅
館
の
芸
者
で
あ
る
が
、
小
説
中
の
駒
子
と

そ
の
芸
者
は
似
て
は
い
な
い
と
い
い
、
ま
た
作
者
自
身
は
島
村
で
は
な

い
し
、
駒
子
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
と
し
て
、
作
者
と
芸
者
の
現
実

の
関
わ
り
を
否
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で

こ

だ

か

ま

つ

え

に
モ
デ
ル
と
な

っ
た
芸
者
の
小
高
キ
ク
(
芸
名
松
栄
、
一
九
一
五
・

の
夫
久
雄
氏
の
証
言
(
2
)

で

九
九

明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

川
端
が
こ
の
芸
者
松
栄
に
出
会
っ
た
の
は
、
越
後
湯
沢
の
旅
館

た
か
は
ん

一高
半
」
で
、
昭
和
九
年
の
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
川
端
は
十
二
年
ま
で

五
回
ほ
ど
こ
こ
を
毎
年
訪
れ
、
松
栄
と
肉
体
関
係
を
続
け
て
い
た
。
そ

の
聞
に
川
端
は
小
説

「雪
園
』
を
松
栄
に
は
内
緒
で
書
き
続
け
て
い
た

こ
と
も
、
今
で
は
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
、
今
更
の
よ
う
に
取
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り
上
げ
る
の
は
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
小
説
の
解
釈
が
で
き
な
い

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
男
女
の
情
交
が
生
々

し
い
。
も
と
に
深
い
交
わ
り
の
体
験
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
小
説

は
、
書
け
る
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
断
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
情
交
の
暗
示
で
あ
っ

て
、
情
交
の
現
場
面
の
赤
裸
々
な
描
写
で
は
な
い
。
だ
が
、
現
場
面
の

実
写
よ
り
も
暗
示
の
方
が
生
々
し
い
こ
と
も
あ
る
。
川
端
が
や
っ
て
い

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
暗
示
の
生
々
し
さ
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
場
面
の

解
釈
か
ら
始
め
る
。

そ
れ
は
『
雪
園
』
と
い
う
小
説
の
な
か
で
、
最
も
注
目
さ
れ
る
最
初

の

「鏡
」
の
映
像
の
場
面
で
あ
る
。
小
説
が
始
ま
っ
て
か
ら
清
水
ト
ン

ネ
ル
を
抜
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
夜
の
底
が
白
く
な
っ
た
」
夕
暮
れ
の
雪

国
へ
と
列
車
が
入
っ
て
く
る
三
時
間
も
前
、
退
屈
ま
ぎ
れ
に
島
村
が
列

車
の
曇
り
ガ
ラ
ス
を
指
で
拭
い
た
時
、
偶
然
に
そ
こ
に
通
路
の
向
か
い

の
席
に
い
て
病
人
を
看
護
し
て
い
た
葉
子
の
顔
が
映
っ
た
時
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
葉
子
の
顔
の
眼
に
暮
れ
て
い
く
野
山
の
と
も
し
火
が
灯
っ

て
、
窓
の
外
の
薄
暗
い
背
景
と
明
か
り
の
つ
い
た
列
車
の
内
の
女
の
目

が
、
窓
と
い
う
鏡
を
媒
体
に
し
て
、

二
重
写
し
の
効
果
を
発
揮
し
た
と

き
、
島
村
が
何
を
思
っ
て
曇
り
ガ
ラ
ス
の
窓
を
見
て
い
た
か
と
い
う

と
、
そ
れ
は
昨
年
こ
こ
の
湯
治
場
に
来
た
時
に
出
会
っ
て
、
情
を
通
じ

た
あ
る
女
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
突
然
、
指
で
拭
っ
た
曇
り
ガ
ラ

ス
に
女
の
顔
が
映
し
出
さ
れ
た
時
、
島
村
は
仰
天
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
も
た
だ
左
手
の
人
差
指
に
残
る
濡
れ
た
感
触
の
作
用
に
よ
る
だ
け

で
あ
っ
た
。
そ
の
極
め
つ
け
の
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

も
う
三
時
間
も
前
の
こ
と
、
島
村
は
退
屈
ま
ぎ
れ
に
左
手
の
人
差

指
を
い
ろ
い
ろ
に
動
か
し
て
眺
め
て
は
、
結
局
こ
の
指
だ
け
が
、
こ

れ
か
ら
曾
ひ
に
行
く
女
を
な
ま
な
ま
し
く
覚
え
て
ゐ
る
、
は
っ
き
り

つ
か
み
ど
こ
ろ
な
く
ぼ
や

思
ひ
出
さ
う
と
あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
ほ
ど
、

け
て
ゆ
く
記
憶
の
頼
り
な
き
の
う
ち
に
、
こ
の
指
だ
け
は
女
の
鰯
感

で
今
も
濡
れ
て
ゐ
て
、
自
分
を
遠
く
の
女
へ
引
き
寄
せ
る
か
の
や
う

だ
と
、
不
思
議
に
思
ひ
な
が
ら
、
鼻
に
つ
け
て
匂
ひ
を
嘆
い
で
み
た

り
し
て
ゐ
た
が
、
ふ
と
そ
の
指
で
窓
ガ
ラ
ス
に
線
を
引
く
と
、
そ
こ

に
女
の
片
眼
が
は
っ
き
り
浮
き
出
た
の
だ
っ
た
。
彼
は
驚
い
て
撃
を

あ
げ
さ
う
に
な
っ
た
。
(一一

ーー

二
一
)

筆
者
が
現
場
面
の
実
写
よ
り
も
生
々
し
い
暗
示
だ
と
い
う
の
は
、
こ
の

つ
ま
り
、
男
、
島
村
、
が
情
を
通
じ
た
女
の
実
態
を
今

も
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
唯

一
左
手
の
人
差
指
で
し
か
な
い
。
そ
の
指

を
鼻
に
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
匂
い
を
か
い
で
み
る
こ
と
も
や
っ
て
の
け

て
い
る
か
ら
(
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ

l
の
訳
で
は
、
な
ぜ
か
こ
の
一

文
は
省
略
さ
れ
て
い
る
)
、
男
の
指
の
記
憶
は
、
生
々
し
い
。
否
、
こ

こ
と
で
あ
る
。
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の
生
々
し
き
を
島
村
が
女
、

こ
れ
に
魅
か
れ
て
再
び
こ
の
温
泉
宿
に
や
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
の

つ
ま
り
駒
子
に
対
し
て
抱
く
が
ゆ
え
に
、

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
の
島
村
に
と
っ
て
、
駒
子
は
セ
ッ
ク

ス
そ
の
も
の
の
存
在
と
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

曇
り
ガ
ラ
ス
に
突
然
出
現
し
た
の
は
病
人
を
看
病
す
る
葉
子
の
眼
で

あ
る
が
、
こ
の
葉
子
と
い
う
女
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
鏡
を
媒
体
に
し

て
、
島
村
の
想
像
世
界
で
は
、
駒
子
と
二
重
写
し
と
な
っ
て
姿
を
現
す

こ
と
か
ら
物
語
が
始
ま
る
と
こ
ろ
が
、
川
端
の
小
説
家
と
し
て
の
天
才

を
証
拠
立
て
て
い
る
。
い
わ
ば
葉
子
は
、
こ
う
し
て
小
説
の
冒
頭
か

ら
、
駒
子
の
分
身
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。

し
か
も
病
人
を
か
い
が
い
し
く
看
病
し
て
い
る
鏡
の
な
か
の
葉
子
の

姿
は
、
島
村
に
と
っ
て
は
、
「
夢
の
か
ら
く
り
を
眺
め
て
ゐ
る
や
う
な
思

ひ
」
で
あ
り
「
不
思
議
な
鏡
の
な
か
の
こ
と
」
の
よ
う
に
思
え
た
と
あ

る
。
こ
こ
に
こ
れ
か
ら
始
ま
る
物
語
の
性
質
が
、
的
確
に
暗
示
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
か
ら
の
島
村
と
駒
子
お
よ
び
葉
子
の
間
で
展

開
す
る
世
界
は
、
ま
さ
に
「
不
思
議
な
鏡
の
な
か
」
の
出
来
事
と
し
て
、

視
点
的
人
物
の
島
村
に
は
映
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
暗
示
で
あ
る
。

(
〉
]
同
門
の
(
円
吋
mu

ロロ可
ω

。P
同
∞
。
。
b
N
)

「
シ
ャ
ロ
ッ
ト
女
」
(
ベ

r
u身
え
∞
}
5
-
2
F
J∞ω
N
)

の
生
き
る
世
界

の
よ
う
で
あ
る
。
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
、
窓
か
ら
外
を
見
る
と
命
を
落

と
す
と
い
う
呪
い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
窓
の
外
に
お
こ
る
出
来

こ
れ
は
ま
る
で
テ
ニ
ソ
ン

の詩…

事
を
部
屋
の
内
に
あ
る
鏡
に
映
し
て
、
そ
れ
を
見
て
暮
ら
す
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
騎
士
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
馬
上
槍
試
合

に
北
へ
向
か
う
姿
を
鏡
の
な
か
に
見
て
、
矢
も
楯
も
た
ま
ら
ず
に
振
り

向
い
て
窓
外
を
見
て
し
ま
う
と
、
鏡
が
割
れ
て
、
織
っ
て
い
た
糸
が
切

れ
て
飛
び
散
り
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
自
ら
の
名
を
紬
先
に
記
し
た
小

舟
に
身
を
横
た
え
る
と
、
円
卓
の
騎
士
の
い
る
カ
メ
ロ
ッ
ト
の
城
に
流

れ
行
き
な
が
ら
、
絶
命
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
雪
圃
』
の
最
後
の
火

ま
ゆ
く
ら

事
と
天
の
川
の
降
下
の
場
面
で
、
繭
蔵
の
二
階
か
ら
落
下
す
る
葉
子
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

最
後
に
述
べ
る
。

そ
も
そ
も
、
小
説
と
は
、
作
者
の
想
像
力
の
産
む
世
界
で
あ
る
か

ら
、
現
実
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
「
非
現
実
的
な
」
夢
の
よ
う
な

世
界
、

つ
ま
り
鏡
の
な
か
の
世
界
と
呼
ぶ
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
川
端
は
物
語
の
冒
頭
に
、
こ
の
よ
う
な
鏡
の
な
か

の
世
界
を
演
出
し
て
お
い
て
、
小
説
の
本
質
を
暗
示
し
た
と
も
い
え

る
。
尤
も
、
最
初
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
小
説
は
現
実
の
作
者
の
体
験

に
基
づ
い
た
創
造
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
鏡
の
な
か
の
世
界
は
現
実
と

非
現
実
を
合
わ
せ
て
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
鏡
の
な
か

を
覗
く
読
者
に
は
、
そ
こ
に
映
る
世
界
が
、
現
実
と
も
非
現
実
と
も
つ

か
な
い
よ
う
に
ぼ
や
け
て
見
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
『雪

あ
わ
い

園
』
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
現
実
・
非
現
実
の
聞
を
行
く
「
夢
の
や
う

oo 

p
h
u
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な
」
世
界
な
の
で
あ
る
。

川
端
の
短
編
「
水
月
」
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
寝
た
き
り
に

な
っ
て
二
階
の
ベ
ッ
ド
の
上
か
ら
手
鏡
を
窮
し
て
の
み
、
庭
で
作
業
を

す
る
妻
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
夫
の
姿
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
の

夫
は
、
ま
さ
に
非
現
実
の
な
か
に
、
現
実
よ
り
も
生
き
生
き
と
し
た
妻

の
姿
を
思
い
描
き
、
鏡
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。
ま
さ
に
小
説
の
世
界

に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
の
比
較
で
い
う

の
島
村
を
、
作
者
川
端
は
、
女
を
心
か
ら
愛
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
自
ら
を
冷
淡
な
男
と
思
う
自
意
識
の
持
ち
主
と
位
置
づ

け
、
や
や
突
き
放
し
た
人
物
像
と
し
て
造
っ
た
と
い
う
が
、
小
説
に
お

け
る
視
点
的
人
物
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
よ

う
な
距
離
感
が
必
然
的
に
必
要
に
な
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
島
村
は

と、

『雪
園
』

駒
子
の
熱
い
肉
体
の
中
心
に
は
、
ど
う
し
て
も
徹
底
的
に
コ
ミ

ッ
ト
で

き
な
い
で
、
醒
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
自
ら
を
嫌
悪
し
、
、
だ
ら
だ
ら
と
駒

子
と
の
情
交
を
重
ね
る
こ
と
か
ら
い
ず
れ
立
ち
退
く
必
要
に
迫
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

そ
の
こ
と
を
正
宗
白
鳥
は
、
「
此
の
小
説
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
事
実
を

そ
の
ま
〉
に
見
な
い
で
、
鏡
に
映
し
て
見
た
と
こ
ろ
に
、
芸
術
と
し
て

の
色
彩
が
豊
か
に
現
れ
て
ゐ
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
主
人
公
が
、
見

た
こ
と
の
な
い
西
洋
舞
踊
を
空
想
的
に
観
賞
し
て
、
虚
無
の
甘
さ
を
覚

え
る
の
と
或
る
女
性
に
対
す
る
愛
慾
の
動
き
と
を
同
じ
心
の
態
度
と
し

な
が
ら
、
舞
踊
と
違
っ
て
、
女
は
生
物
で
あ
る
為
、
さ
う
行
か
な
か
っ

た
こ
と
を
、
説
明
を
用
ひ
ず
し
て
、
微
妙
に
現
は
し
て
い
る
」

(3)
と

早
く
か
ら
こ
の
小
説
の
核
心
部
分
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
川
端
を
師
と
仰
ぐ
三
島
由
紀
夫
も
、
さ
す
が
作
家
ら
し
く
、

『
雪
園
』
と
い
う
小
説
の
本
質
を
ず
ば
り
と
見
抜
い
て
い
る
。
つ
ま
り

こ
の
小
説
の
世
界
は
「
鏡
の
な
か
」
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
筆
者

の
論
を
補
う
上
で
も
引
用
に
値
す
る
。

-
:
汽
車
の
場
面
は
、
全
篇
の
序
曲
の
よ
う
な
も
の
で
、
女
主
人
公

と
も
い
う
べ
き
駒
子
は
ま
だ
登
場
し
な
い
が
、
こ
の
小
説
の
な
か
の

「
人
物
」
と
は
何
か
、
「
風
景
」
と
は
何
か
、
「
自
然
」
と
は
何
か
、

「事
件
」
と
は
何
か
、
と
い
う
聞
が
あ
ら
か
じ
め
提
示
さ
れ
、
ひ
そ

か
に
答
へ
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
丁
度
哲
学
書
の
序
論
で
、
そ

の
本
で
使
は
れ
て
い
る
各
種
の
哲
学
用
語
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
厳
密

に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
に
似
て
い
る
。

だ
か
ら
読
者
は
全
篇
を
読
ん
だ
あ
と
で
、
は
じ
め
て
こ
の
序
曲
の

意
味
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
駒
子
も
葉
子
も
、
作
中
の

人
物
た
ち
は
、
「
不
思
議
な
鏡
の
な
か
」
で
眺
め
ら
れ
、
「
夢
の
か
ら

く
り
」
の
よ
う
に
眺
め
ら
れ
て
い
て
、
読
者
に
も
島
村
に
も
、
「
悲

し
み
を
見
て
い
る
と
い
う
つ
ら
さ
」
を
与
え
な
い
こ
と
、
又
、
作
中

一
つ
一
つ
鮮
明
な
細
部
を
持
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
や

の
風
景
は
、
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は
り
「
夕
景
色
の
鏡
の
非
現
実
的
な
力
」
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
、

又
、
作
中
の
事
件
は
、
た
と
え
ば
結
末
の
雪
中
火
事
に
、
二
階
桟
敷

か
ら
葉
子
が
落
ち
て
も
、
そ
れ
は
汽
車
の
窓
ガ
ラ
ス
に
映
っ
た
葉
子

の
顔
の
な
か
に
と
も
し
火
が
と
も
る
よ
う
に
、
人
間
と
自
然
と
が
継

ぎ
目
な
く
入
り
ま
じ
る
静
か
な
奇
蹟
の
瞬
間
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、

な
ど
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

と
い
い
、
さ
ら
に
、

定
め
な
い
人
間
の
い
の
ち
の
各
瞬
間
の
純
粋
持
続
に
の
み
賭
け
ら

れ
た
よ
う
な
こ
の
小
説
に
、
も
し
主
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
(
中
略
)

そ
れ
は
女
の

「内
生
命
の
変
形
」
の
微
妙
な
記
録
で
あ
り
、
焔
が

す
っ
と
穂
を
伸
ば
す
よ
う
な
そ
の

「移
り
目
」
の
瞬
間
の
デ

ッ
サ
ン

の
集
成
で
あ
る
。
(
中
略
)
作
中
に
何
度
か
あ
ら
わ
れ
る
「
徒
労
」

と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
て
無
目
的
に
浪
費
さ
れ
る
生
の
す
が
た

の
、
危
険
な
美
し
さ
に
対
す
る
反
語
で
あ
る
。
(
4
)

本
論
は
、
こ
れ
か
ら
こ
の
よ
う
な
視
点
的
人
物
で
あ
る
島
村
の
眼
の

鏡
に
映
る
駒
子
と
そ
の
分
身
的
存
在
葉
子
の
揺
れ
動
く
姿
と
同
時
に
、

そ
の
姿
が
島
村
に
要
請
す
る
生
の
現
実
の
認
識
を
具
体
的
に
検
討
す

る

列
車
の
中
で
島
村
が
出
遭
っ
た
女
葉
子
が
看
病
し
て
い
た
男
行
男
を

駅
に
出
迎
え
に
来
て
い
た
の
が
、
か
つ
て
馴
染
ん
だ
こ
と
の
あ
る
駒
子

で
あ
る
と
い
う
偶
然
の
一
致
の
中
に
、
島
村
は

「
不
思
議
」
な
ら
ぬ

「
不
思
議
」
、
こ
れ
か
ら
三
人
の
聞
に
展
開
さ
れ
て
い
く
宿
命
の
よ
う
な

男
女
関
係
の
行
方
を
す
で
に
予
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
き
わ
め

て
敏
感
な
、
研
、
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
の
持
ち
主
が
視
点
的
人
物
の
島
村

と
い
う
男
で
あ
る
。
物
語
の
冒
頭
近
く
で
、
す
で
に
島
村
は
こ
の
こ
と

を
見
抜
い
て
い
る
。

指
で
島
見え
て
ゐ
る
女
と
眼
に
と
も
し
火
を
つ
け
て
ゐ
た
女
と
の
聞

に
、
な
に
が
あ
る
の
か
な
に
が
起
る
の
か
、
島
村
は
な
ぜ
か
そ
れ
が

心
の
ど
こ
か
で
見
え
る
よ
う
な
気
持
も
す
る
。
ま
だ
夕
景
色
の
鏡
か

ら
醒
め
切
ら
ぬ
せ
ゐ
、
だ
ろ
う
か
。
あ
の
夕
景
色
の
流
れ
は
、
さ
て
は

時
の
流
れ
の
象
徴
で
あ
っ
た
か
と
、
彼
は
ふ
と
そ
ん
な
こ
と
を
肢
い

た
。
(
一
七
)

し
た
が
っ
て
、
「
時
の
流
れ
」
と
と
も
に
進
ん
で
行
く
物
語
の
行
方

は
、
そ
の
影
が
す
で
に
島
村
の
心
の
鏡
に
映
っ
て
い
て
、
来
る
べ
き
物

語
の
結
末
さ
え
も
、
島
村
に
は
、
予
知
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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も
ち
ろ
ん
読
者
に
は
そ
れ
は
見
え
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
映
像
が

島
村
の
心
の
鏡
に
は
映
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

再
会
し
た
時
に
島
村
が
駒
子
に
「
こ
い
つ
が
一
番
よ
く
君
を
島
見
え
て

ゐ
た
よ
」
と
い
っ
て
最
初
に
し
た
の
が
、
「
人
差
指
だ
け
伸
し
た
左
手

の
握
り
拳
を
、
い
き
な
り
女
の
目
の
前
に
突
き
つ
け
た
」
こ
と
で
あ
る

が
、
「
さ
う
?
」
と
い

っ
て
「
女
は
彼
の
指
を
握
る
と
そ
の
ま
ま
離
さ

な
い
で
手
を
ひ
く
や
う
に
階
段
を
上
っ
て
行
っ
た
。」
(
一
八
)
か
つ
て

の
こ
人
の
情
交
の
再
確
認
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

情
交
の
承
認
で
も
あ
る
。

そ
う
し
て
島
村
の
過
去
の
回
想
が
は
じ
ま
る
。
七
日
ば
か
り
の
国
境

の
山
歩
き
か
ら
温
泉
場
に
下
り
て
き
た
島
村
は
、
人
恋
し
さ
に
芸
者
を

呼
ぶ
が
、
芸
者
が
出
払

っ
て
い
て
、
代
わ
り
に
や
っ
て
来
た
の
が
三
味

線
と
踊
り
の
師
匠
の
家
の
養
女
で
手
伝
い
に
来
て
い
た
駒
子
で
あ
る
。

駒
子
の
第
一
印
象
は
「
不
思
議
な
く
ら
ゐ
清
潔
」
で
、
「
足
指
の
裏
の

窪
み
ま
で
き
れ
い
で
あ
ら
う
」
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
「
山
山
の
初
夏
」

を
そ
の
ま
ま
映
し
て
い
る
よ
う
な
女
で
あ
る
。
「
足
指
の
裏
の
窪
み
ま

で
き
れ
い
」
と
は
、
谷
崎
の
『
母
を
恋
ふ
る
記
」
に
出
て
く
る
鳥
追
い

の
若
い
母
の
足
裏
の
描
写
|
|
「
祇
め
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
真

白
な
足
の
裏
」
|
|
ひ
い
て
は
、
泉
鏡
花
の
描
く
仙
女
の
真
っ
白
な
肌

の
色
を
努
霧
さ
せ
る
。

筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、
駒
子
の
こ
の
「
清
潔
」
こ
そ
が
、
彼
女

を
構
成
す
る
こ
面
性
の
内
の

一
面
を
担
う
精
神
美
で
あ
り
、
こ
れ
が
駒

子
の
特
徴
と
し
て
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

精
神
的
「
清
潔
」
ゆ
え
に
、
「
非
現
実
」
の
な
か
に
生
き
て
現
実
か
ら

遊
離
し
よ
う
と
し
て
い
る
島
村
に
と
っ
て
は
、
最
初
駒
子
は
現
実
的
な

性
の
慰
み
の
対
象
に
は
不
向
き
に
思
え
る
。
島
村
は
資
産
家
の
息
子

で
、
東
京
に
家
庭
も
あ
り
、
子
ど
も
も
い
る
が
、
西
洋
舞
踊
の
研
究
を

「
西
洋
の
言
葉
や
霧
異
か
ら
浮
ぶ
彼
自
身
の
空
想
が
踊
る
幻
影
を
鑑
賞

そ
れ
を
紹
介
す
る
よ
う
な
文
筆
家
で
あ
り
、
駒
子
を

し
て
」
(
二
四
)

見
た
と
き
も
、
女
を
こ
の
よ
う
な
「
空
想
」
上
の
「
幻
影
」
の
踊
り
手

と
し
て
見
る
。

こ
の
よ
う
な
「
清
潔
」
な
女
が
ど
う
し
て
「
非
現
実
」
の
な
か
に
生

き
て
い
る
よ
う
な
男
に
惹
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
こ
れ
が
ま
ず
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
は
島
村
が

「
七
日
間
の
山
の
健
康
を
簡
車
に
洗
濯
」
す

る
、
つ
ま
り
精
進
落
と
し
の
つ
も
り
で
呼
ん
だ
芸
者
が
駒
子
の
よ
う
に

「
き
れ
い
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
当
て
が
外
れ
て
、
ふ
い
と
外
に
出

て
裏
山
を
駆
け
上
っ
て
降
り
て
来
た
と
き
に
、
そ
こ
に
駒
子
が
立
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
二
人
の
関
係
の
予
兆
を
、
川
端
は
見

な
ぞ
ら

事
に
二
羽
の
黄
蝶
に
擬
え
て
い
る
。
(
5
)
裏
山
か
ら
駆
け
降
り
て
く
る

と
、
「
足
も
と
か
ら
黄
蝶
が
二
羽
飛
び
立
っ
た
。
蝶
は
も
つ
れ
合
い
な

が
ら
、
や
が
て
園
境
の
山
よ
り
高
く
、
黄
色
が
白
く
な
っ
て
」
(
二
七
)

い
わ
ば
蝶
の
昇
天
で
あ
る
。
し
か
も
「
黄
」
か
ら

遠
ざ
か
っ
て
行
く
。

1
i
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「白」

へ
の
変
身
で
あ
る
。
「
白
」
は
こ
の
後
島
村
と
の
情
交
が
萌
す
度

に
駒
子
の
内
に
姿
を
現
す
特
徴
的
な
色
で
、
い
わ
ば
情
念
の
白
熱
の
象

徴
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
黄
蝶
の
昇
天
は
、
物
語

の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
葉
子
の
昇
天
に
似
た
現
象
を
、
す
で
に
暗

示
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
葉
子
は
駒
子
の
精
神
的
分
身
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
点
は
最
後
に
述
べ
よ
う
。

芸
者
が
気
に
い
ら
な
く
て
追
い
返
し
た
島
村
に
気
分
を
よ
く
し
た
駒

子
の
姿
は
、
最
初
か
ら
駒
子
が
気
に
い
っ
て
い
て
、
欲
し
か
っ
た
こ
と

を
ご
ま
か
し
て
い
た
厭
な
自
分
と
の
対
比
で
、
「
よ
け
い
美
し
く
」「
な

に
か
す
っ
と
抜
け
た
や
う
に
涼
し
い
姿
」
に
見
え
て
く
る
。
こ
の
あ
た

り
が
島
村
の
感
性
の
よ
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
清
潔
」
と
い
う
印
象
の

細
部
を
島
村
の
敏
感
な
眼
は
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。

細
く
高
い
鼻
が
少
し
寂
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
下
に
小
さ
く
つ
ぼ

ひ
る

ん
だ
唇
は
ま
こ
と
に
美
し
い
蛭
の
輪
の
よ
う
に
伸
、び
縮
み
が
な
め
ら

か
で
、
黙
っ
て
ゐ
る
時
も
動
い
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
感
じ
、
だ
か
ら
、

も
し
敏
が
あ
っ
た
り
色
が
悪
か
っ
た
り
す
る
と
、
不
潔
に
見
え
る
は

ず
だ
が
、
そ
う
で
は
な
く
濡
れ
光
っ
て
ゐ
た
。
目
尻
が
上
が
り
も
下

が
り
も
せ
ず
、
わ
ざ
と
真
直
ぐ
に
描
い
た
や
う
な
眼
は
ど
こ
か
お
か

し
い
や
う
な
が
ら
、
短
い
毛
の
生
え
つ
ま
っ
た
下
が
り
気
味
の
眉

が
、
そ
れ
を
ほ
ど
よ
く
っ
つ
ん
で
ゐ
た
。
少
し
中
高
の
園
顔
は
ま
あ

平
凡
な
輪
郭
だ
が
、
白
い
陶
器
に
薄
紅
を
刷
い
た
や
う
な
皮
膚
で
、

首
の
つ
け
根
も
ま
だ
肉
づ
い
て
ゐ
な
い
か
ら
、
美
人
と
い
ふ
よ
り
も

な
に
よ
り
も
、
清
潔
だ
っ
た
。
(三
O
)

こ
れ
が
島
村
が
駒
子
と
情
を
通
じ
る
前
の
駒
子
の
印
象
で
あ
る
。
そ
の

日
の
夜
の
十
時
に
島
村
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
駒
子
の

島
村
を
呼
ぶ
声
は
、
こ
の
「
清
潔
」
の
印
象
を
裏
切
る
か
の
よ
う
に
、

「
そ
れ
は
も
う
ま
、
ぎ
れ
も
な
く
女
の
裸
の
心
が
自
分
の
男
を
呼
ぶ
撃
で

あ
っ
た
」
(
三
二
と
い
う
。
「
清
潔
」
の
内
に
ひ
そ
ん
で
い
た
「
性
」

が
そ
の
姿
を
現
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
こ
う
し
て
二
人
は
交
わ
り
を
持
つ

こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
駒
子
の
「
清
潔
」
は
変
わ
ら
な
い
が
、
「
蛭

の
輪
」
の
よ
う
な
「
美
し
い
唇
」
が
島
村
に
与
え
る
印
象
が
、
変
化
す

る
。
そ
れ
は
こ
う
し
て
二
度
目
に
温
泉
宿
を
訪
れ
て
、
駒
子
と
再
会
し

て
情
交
を
重
ね
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
唇
」
の
変
化
に
到
る

ま
で
の
二
人
の
問
の
揺
れ
動
く
感
情
の
交
錯
を
、
順
を
追
っ
て
検
討
す

る
こ
と
に
す
る
。

再
訪
し
た
は
じ
め
に
島
村
の
部
屋
に
入
っ
て
来
た
駒
子
は
、
矩
爆
に

入
り
な
が
ら
島
村
の
差
し
出
し
た
左
手
の
握
り
拳
を
広
げ
、
そ
れ
を
顔

に
押
し
あ
て
な
が
ら
、
「
あ
の
時
」
を
思
い
浮
か
べ
て
、
身
体
を
赤
く

染
め
て
い
く
の
が
見
え
る
が
、
島
村
に
は
そ
れ
が
「
な
ま
な
ま
し
く
濡

れ
た
裸
を
剥
き
出
し
た
ゃ
う
」
(
一二
五
)
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
先
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に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
過
去
の
情
交
の
再
確
認
で
あ
る
。
昨
年
の
五
月

二
十
三
日
の
こ
と
で
、
そ
の
日
か
ら
今
日
で
百
九
十
九
日
目
だ
と
駒
子

は
指
折
り
数
え
る
。
さ
ら
に

「あ
の
時
」
の
こ
と
は
駒
子
の
付
け
て
い

る
日
記
に
も
「
な
ん
で
も
隠
さ
ず
そ
の
通
り
に
書
い
て
あ
る
」
と
い
っ

て
、
さ
ら
に
自
ら
告
白
を
し
て
み
せ
る
。

二
人
の
関
係
を
進
展
さ
せ
た
の
は
、
こ
う
し
た
性
に
絡
む
確
認
の
み

で
は
な
い
。
駒
子
が
読
ん
だ
小
説
の
簡
単
な
メ
モ
を
取
っ
て
い
る
と
い

う
の
を
聞
い
て
、
島
村
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
何
の
役
に
も
立
た

な
い
「
徒
勢
」
だ
と
い
う
が
、
こ
う
言
い
な
が
ら
島
村
は
自
分
が
実
際

に
見
も
し
な
い
西
洋
舞
踊
を
洋
書
や
写
真
を
頼
り
に
夢
想
し
て
い
る
の

と
同
じ
で
あ
る
と
思
い
、
ま
た
女
が
見
も
し
な
い
都
会
の
映
画
や
芝
居

の
話
を
「
無
心
な
夢
の
や
う
」
に
語
る
の
を
聞
い
て
、

「単
純
な
徒
勢
」

「
不
思
議
な
哀
れ
」
を
感
じ
、
自
分
の
生
き
方
が

「徒
勢
」
で
あ
る
こ

と
を
意
識
し
て
い
る
島
村
自
身
、
自
己
感
傷
に
落
ち
入
り
そ
う
に
な
る

が
、
女
は
都
会
へ
の
あ
こ
が
れ
も
「
今
は
も
う
率
直
な
あ
き
ら
め
に
つ

つ
ま
れ
」
た
世
界
に
力
強
く
生
き
て
い
る
。
島
村
は
そ
う
し
た
女
の
存

在
の

「純
粋
」
に
、
改
め
て
惹
か
れ
る
。
最
初
出
会

っ
た
と
き
も
こ
う

し
た
話
に
夢
中
に
な
っ
て
、
駒
子
は
島
村
に
自
ら
身
を
投
げ
か
け
て
い

く
は
ず
み
と
な
っ
た
の
だ
が
、
再
会
の
今
も
ま
た
自
分
の
話
に
酔
う
こ

と
で
、
「
僅
ま
で
温
ま
っ
て
来
る
」
(
三
八
)
女
で
あ
る
。

川
端
の
自
然
描
写
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
本
論
の
目
的
の

、.‘・・?・

一
つ
で
も
あ
る
が
、

川
端
は
単
に
自
然
の
光
景
を
そ
れ
自
体
の
た
め
に

描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
そ
の
光
景

の
な
か
に
い
る
人
物
の
心
理
・
感
性
の
動
き
と
連
動
さ
せ
て
描
く
。
た

と
え
ば
、
再
会
の
最
初
の
夜
の
交
わ
り
の
前
の
ひ
と

コ
マ
に
、
駒
子
が

凍
て
つ
く
よ
う
な
寒
さ
の
な
か
、
わ
ざ
と
窓
を
開
け
て
、
夜
中
の
零
時

に
通
り
過
ぎ
る
上
り
の
汽
車
の
響
き
を
聞
く
場
面
が
あ
る
。
月
は
な
い

が
あ
ざ
や
か
に
浮
き
出
た
星
空
を
眺
め
な
が
ら
、
島
村
は
こ
う
思
う
。

星
の
群
が
目
に
近
づ
い
て
来
る
に
つ
れ
て
、
空
は
い
よ
い
よ
遠
く
夜

の
色
を
深
め
た
。
園
境
の
山
々
は
も
う
重
な
り
も
見
分
け
ら
れ
ず
、

そ
の
か
は
り
そ
れ
だ
け
の
厚
さ
が
あ
り
そ
う
な
い
ぶ
し
た
黒
で
、
星

空
の
裾
に
重
み
を
た
れ
て
ゐ
た
。
す
べ
て
冴
え
静
ま
っ
た
調
和
で
あ

っ
た
。

島
村
が
近
づ
く
の
を
知
る
と
、

女
は
手
摺
に
胸
を
突
っ
伏
せ
た
。

そ
れ
は
弱
々
し
さ
で
は
な
く
、
か
う
い
ふ
夜
を
背
景
に
し
て
、
こ
れ

よ
り
頑
固
な
も
の
は
な
い
と
い
ふ
姿
で
あ
っ
た
。
島
村
は
ま
た
か
と

思
っ
た
。

し
か
し
、
山
々
の
色
は
黒
い
に
か
か
は
ら
ず
、
ど
う
し
た
は
ず
み

か
そ
れ
が
ま
ざ
ま
ざ
と
白
雪
の
色
に
見
え
た
。
さ
う
す
る
と
山
々
が

透
明
で
寂
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
や
う
に
感
じ
ら
れ
て
来
た
。
空
と

山
と
は
調
和
な
ど
し
て
ゐ
な
い
。
(
三
九
)

円
〈
リ

門

i
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こ
れ
は
ど
う
い
う
光
景
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
夜

の
空
と
山
の
自
然
の
光
景
と
見
え
る
も
の
は
、
単
に
自
然
の
光
景
と
読

む
と
、
音

の
解
釈
す
る
駒
子
の
内
面
の
心
理
的
光
景
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

O

駒
子

は
安
っ
ぽ
い
芸
者
と
思
わ
れ
た
く
な
い
の
で
、

一
瞬
そ
ち
ら
の
方
に
傾

斜
し
そ
う
に
な
っ
た
雰
囲
気
を
立
て
直
そ
う
と
、
寒
い
夜
に
窓
を
開
け

て
、
気
を
引
き
締
め
よ
う
と
す
る
。

島
村
は
最
初
夜
の
色
を
深
め
て
い
く
空
と
そ
の
裾
に
黒
く
重
く
潜
む

山
が
、
「
冴
え
静
ま
っ
た
調
和
」
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
見
る
。
だ
が

こ
う
し
た
夜
を
背
景
と
し
て
、
手
す
り
に
突
っ
伏
し
て
頑
な
に
動
こ
う

と
し
な
い
駒
子
を
見
て
い
る
と
、
島
村
は
空
と
山
が
「
調
和
」
な
ど
し

て
い
な
い
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
。
「
黒
」
く
厳
然
と
し
て
見
え
た
山

が
、
「
ど
う
し
た
は
ず
み
か
そ
れ
が
ま
ざ
ま
ざ
と
白
雪
の
色
に
見
え

た
。」
こ
れ
は
「
こ
れ
よ
り
頑
固
な
も
の
は
な
い
」
黒
の
塊
で
あ
る
と

一
瞬
崩
れ
て
内
に

見
え
た
山
、

つ
ま
り
男
を
拒
絶
す
る
駒
子
の
姿
が
、

隠
れ
た
男
を
欲
す
る
姿
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
島
村
に
山
が
「
白
雪
の
色
」
に
見
え
る
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
「
透
明
で
寂
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
や
う
に
感
じ
ら
れ

て
来
た
」
山
と
い
う
の
は
、
男
を
欲
す
る
寂
し
い
心
の
内
を
透
か
し
て

見
せ
て
い
る
駒
子
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
夜
の
色
を
深
め
」
る
暗

い
空
に
調
和
す
る
か
に
見
え
る
山
の
姿
は
、
あ
く
ま
で
も
駒
子
の
表
向

き
の
姿
で
あ
り
、
空
と
は
調
和
し
な
い
別
の
実
態
を
駒
子
の
山
は
内
に

隠
し
持
っ
て
い
る
。
「
夜
の
色
を
深
め
」
る
空
と
い
い
、
「
厚
さ
が
あ
り

さ
う
な
い
ぶ
し
た
黒
」
い
山
と
い
う
の
は
、
島
村
の
意
識
の
な
か
で

は
、
駒
子
の
「
な
に
か
黒
い
鍍
物
の
重
っ
た
い
や
う
な
光
」
を
発
す
る

重
量
感
の
あ
る
黒
髪
と
連
動
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま

た
こ
の
「
夜
の
色
を
深
め
」
る
空
は
、
島
村
を
含
む
男
の
存
在
を
も
意

味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
島
村
は
男
の
空
と
女

の
山
の
「
冴
え
静
ま
っ
た
調
和
」
を
意
識
し
た
。
だ
が
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
男
が
女
の
内
に
潜
む
も
の
に
気
付
い
た
と
き
、
山
の
色
が
変

わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
川
端
の
一
見
自
然
描
写
と
見
え
る
も
の
は
、

そ
こ
に
内
包
さ
れ
た
人
間
の
心
理
の
投
影
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
う

し
た
描
写
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
空
と
山
の
関
係
は
、
こ
の
物
語
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
天
の
川
が

地
上
の
山
を
包
む
よ
う
に
降
り
て
く
る
場
面
の
予
兆
を
な
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
時
に
、
こ
の
場
面
の
解
釈
が
真
価
を
発
揮
す
る
で
あ

ろ、っ
。

さ
て
、
こ
の
後
島
村
は
駒
子
と
一
緒
に
女
湯
に
入
り
、
再
会
の
は
じ

め
て
の
交
わ
り
を
す
る
の
で
あ
る
が
、

び
ん

部
屋
に
戻
っ
て
か
ら
、
女
は
横
に
し
た
首
を
軽
く
浮
か
し
て
髪
を

小
指
で
持
ち
上
げ
な
が
ら
、

バせ
門

i
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「悲
し
い
わ
。」
と
、
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

女
が
黒
い
眼
を
半
ば
聞
い
て
ゐ
る
の
か
と
、
近
々
の
ぞ
き
こ
ん
で

み
る
と
、
そ
れ
は
捷
毛
で
あ
っ
た
。
(四

O
)

こ
の
駒
子
の
言
葉
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
「悲
し
い
わ
」
は
、
交
わ
り

を
拒
絶
で
き
な
い
女
の
性
の
自
覚
が
言
わ
せ
る
言
葉
で
あ
ろ
う
し
、
湯

に
行
く
前
の
駒
子
の
山
の

「白
雪
の
色
」
の
な
せ
る
業
へ
の
諦
め
と
も

受
け
取
れ
る
。
次
の
文
の

「女
が
黒
い
眼
を
:
・
」
と
い
う
の
は
、
こ
の

行
聞
に
す
で
に
成
就
し
た
交
わ
り
の
痕
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
こ

れ
は
こ
の
後
も
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
。

先
ほ
ど
空
と
山
の
関
係
を
述
べ
た
が
、
交
わ
り
の
後
の
朝
、
島
村
が

目
を
覚
ま
す
と
、

「空
は
ま
だ
夜
の
色
な
の
に
、

山
は
も
う
朝
で
あ
っ

た
」
(
四

一
)
と
あ
る
。
駒
子
は

一
睡
も
し
な
い
で
起
き
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
男
は
「
ま
だ
夜
の
色
」
の
「
空
」
で
あ
る
の
に
反

し
、
女
は
す
で
に
朝
を
迎
え
、
夜
と
は
別
の
様
相
を
帯
び
た

「山」

で

あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
鏡
に
映
る
真
っ
白
な
雪
の
中
に
真
っ

赤
な
頬
を
浮
か
ば
せ
て
い
る
駒
子
は
、
も
う

一
人
の
駒
子
に
戻
っ
て
、

「な
ん
と
も
い
へ
ぬ
清
潔
な
美
し
さ
」
(
四
こ
を
湛
え
て
い
る
。
こ
の

ち
じ
み

「
白
」
と

「赤
」
の
色
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
縮
に
関
す
る
描
写
に
お

い
て
も
再
び
登
場
し
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
縮
の
描
写
の
所
で
詳
し
く
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、

赤
い
素
顔
に
戻
っ
た
駒
子
で
あ
っ
て
も
、
島
村
に
と
っ
て
は
、
現
実
の

女
と
い
う
よ
り
は
、
鏡
の
な
か
の
女
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な

、ν
駒
子
と
の
情
交
を
再
開
し
た
島
村
は
、

ふ
と
し
た
は
ず
み
に
列
車
の

な
か
で
見
か
け
た
葉
子
の
こ
と
を
口
に
す
る
と
、
駒
子
が
そ
の
こ
と
を

言
わ
な
か
っ
た
島
村
に
気
色
ば
ん
で
、
鋭
く
食
っ
て
掛
か
っ
て
く
る

が
、
そ
う

「繰
り
返
し
て
突
っ
込
ま
れ
る
と
、
彼
は
急
所
に
さ
は
ら
れ

た
よ
う
な
気
は
し
て
来
る
の
で
あ
っ
た
」
(
四
五
)
と
あ
る
。
な
ぜ
そ

れ
が
島
村
の

「急
所
」
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
葉
子
の
存
在
が
島
村
に
と
っ
て
は
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で

は
な
く
て
、
つ
ね
に
駒
子
の
存
在
と
密
接
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
の
存
在
は
、
島
村
に
と
っ
て
は

「非
現
実
」
の
「
遠
い

の
な
か
に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

世
界
」
(
四
八
)

そ
も
そ
も
列
車
の
な
か
で
駒
子
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
と
き

に
、
同
時
生
起
的
に
葉
子
の
姿
が
窓
ガ
ラ
ス
の
な
か
に
出
現
し
、
そ
れ

以
降
島
村
の
心
の
な
か
で
は
、
葉
子
は
駒
子
の
分
身
的
存
在
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
駒
子
と
の
情
交
の
後
、
「
今
朝
山
の
雪
を
窮

し
た
鏡
の
な
か
に
駒
子
を
見
た
時
も
、
無
論
島
村
は
夕
暮
れ
の
汽
車
の

窓
ガ
ラ
ス
に
罵
っ
て
い
た
娘
」
(
四
五
)
を
思
い
出
し
た
。
だ
が
そ
の

こ
と
も
駒
子
に
は
話
さ
な
か
っ
た
。
窓
ガ
ラ
ス
、
つ
ま
り

「鏡
」
の
な

か
の
世
界
は
島
村
に
と
っ
て
は
、
彼
の
心
の
内
に
あ
っ
て
、
外
に
出
し
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て
語
り
た
く
な
い
彼
だ
け
の
も
の
、
「
非
現
実
」

の
世
界
、

つ
ま
り

「
急
所
」
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
「
夕
景
色
の
鏡
や
朝
雪
の
鏡
」
の
な
か
の
世
界
を
、
島
村

は
、
「
遠
い
世
界
」
と
思
い
、
「
人
工
の
も
の
」
(
四
八
)
で
は
な
く
て

「
自
然
の
も
の
」
(
四
八
)
だ
と
い
う
。
島
村
は
あ
る
種
の
「
放
心
状

態
」
(
四
八
)
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
遠
い
世
界
」
に
誘
わ
れ
て

ま
ゆ

い
く
。
か
つ
て
「
慧
」
の
部
屋
で
あ
っ
た
屋
根
裏
部
屋
に
住
ん
で
い
る

駒
子
も
、
島
村
の
想
像
の
眼
に
は
、
「
震
の
や
う
に
透
明
な
龍
で
こ
こ

に
住
ん
で
ゐ
る
」
(
四
六
)
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自

然
の
も
の
」
で
あ
る
「
鏡
」
の
な
か
の
世
界
が
島
村
の
「
急
所
」
に

あ
っ
て
、
も
う
一
つ
別
の
「
人
工
の
も
の
」
の
世
界
、
つ
ま
り
意
識
の

世
界
が
あ
る
。
放
心
状
態
か
ら
我
に
立
ち
返
っ
た
時
の
島
村
は
、
後
者

の
世
界
の
住
人
と
な
る
。
島
村
は
、
い
わ
ば
、
こ
の
よ
う
に
「
自
然
」

の
世
界
(
無
意
識
の
世
界
)
と
「
人
工
」
の
世
界
(
意
識
の
世
界
)
を

往
来
し
て
い
る
。

道
で
出
く
わ
し
た
女
按
摩
か
ら
駒
子
の
事
情
ー
ー
ー
か
つ
て
の
踊
り
と

三
味
線
の
師
匠
の
息
子
の
い
い
な
ず
け
と
し
て
、
芸
者
に
出
て
金
を
稼

い
で
、
東
京
に
い
る
病
気
の
そ
の
息
子
の
た
め
に
金
を
送
っ
て
や
っ
た

が
、
今
は
そ
の
息
子
の
恋
人
と
し
て
葉
子
が
こ
の
温
泉
地
に
連
れ
て
き

て
看
病
し
て
い
る
が
、
息
子
は
死
に
か
け
て
い
る
と
い
う
l

ー
を
知
ら

さ
れ
た
島
村
は
、
駒
子
の
住
ま
い
の
屋
根
裏
部
屋
が
象
徴
し
て
い
る

「
宙
に
吊
る
さ
っ
て
ゐ
る
よ
う
な
・
不
安
定
」
(
四
六
)
な
駒
子
と
い
う

存
在
に
、
ま
た
し
て
も
「
徒
勢
」
と
い
う
こ
と
を
思
う
。
す
る
と
、

「
徒
勢
」
で
し
か
な
い
こ
と
に
身
を
削
っ
て
い
る
駒
子
の
存
在
が
、
逆

に
「
純
粋
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。」
(
五
二
「
こ
の
虚
偽
の
麻
庫
に
は
、

破
廉
恥
な
危
険
が
匂
っ
て
ゐ
て
」
(
五
二
)
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う

に
「
純
粋
」
な
駒
子
を
自
分
が
弄
ん
で
い
る
と
い
う
意
識
が
、
島
村
に

は
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
意
識
の
も
と
、
暮
れ
て
い
く
冬
の
夕
景
色
の
「
虚
し
い
切

な
さ
」
に
心
を
冷
や
し
て
い
る
と
、
「
温
い
明
り
の
つ
い
た
や
う
に
駒

子
が
入
っ
て
」
(
五
二
)
来
る
。
そ
し
て
矩
爆
に
入
る
と
、
こ
れ
か
ら

宴
会
に
呼
ば
れ
て
い
く
と
い
い
な
が
ら
、
島
村
の
頬
を
撫
で
ま
わ
し
、

「
今
夜
は
白
い
わ
。
愛
だ
わ
」
(
五
二
)
と
い
う
。
宴
会
を
終
え
て
帰
つ

て
き
た
と
き
は
、
「
知
ら
ん
。
も
う
知
ら
ん
。
頭
痛
い
。
頭
痛
い
。
あ

あ
、
難
儀
だ
わ
、
難
儀
」
(
五
二
)
と
い
う
。
こ
の
駒
子
の
言
葉
は
、

宴
会
に
出
る
と
い
う
こ
と
が
嫌
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
も
聞
こ
え
る

が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
少
し
酔
い
が
さ
め
て
か
ら
駒
子
が
次
の
よ

う
に
島
村
に
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

こ
の
八
月
中
「
神
経
衰
弱
」
に
か
か
っ
て
、
「
気
ち
が
ひ
に
な
る
の

か
と
心
配
だ
っ
た
わ
。」
(
五
一
二
)
何
か
を
思
い
つ
め
て
い
る
が
、
そ
れ

が
何
か
わ
か
ら
ず
、
寝
ら
れ
な
い
し
、
食
べ
ら
れ
な
い
で
、
夢
を
見
た

り
、
畳
に
針
を
突
き
刺
し
て
み
た
り
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
駒
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子
は
何
を
思
い
煩
っ
て
、
「
気
ち
が
ひ
」
に
な
り
そ
う
に
思
っ
た
の
か

わ
か
ら
な
い
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
原
因
ら
し
き
も
の
と
し
て
、
浜

松
の
男
に
求
婚
さ
れ
て
、
そ
の
男
が
好
き
に
な
れ
な
い
で
悩
ん
だ
こ
と

を
話
す
。
島
村
が
、
好
き
で
も
な
い
男
で
あ
る
の
に
、
悩
む
と
は
、

「
結
婚
て
、
そ
ん
な
力
が
あ
る
か
な
」
と
い
う
と
、
「
い
や
ら
し
い
。
さ

う
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、
私
は
身
の
ま
は
り
が
き
ち
ん
と
か
た
づ
い
て
い

ゐ
ら
れ
な
い
の
」
(
五
二
一
)
と
い
う
。
こ
の
島
村
の
言
葉
は
、

結
婚
に
よ
る
社
会
的
安
定
に
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
駒
子
の

返
事
の
「
い
や
ら
し
い
」
は
、
島
村
が
性
的
な
こ
と
へ
言
及
し
た
と
解

釈
し
た
こ
と
を
示
唆
し
、
「
身
の
ま
は
り
が
き
ち
ん
と
か
た
づ
い
て
」

云
々
は
、

他
に
男
が
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ

な
い
と
、

の
男
の
存
在
を
匂
わ
す
よ
う
に
、
駒
子
は
、
「
私
妊
娠
し
て
ゐ
る
と
思

っ
て
た
の
よ
。
ふ
ふ
、
今
考
え
る
と
お
か

し
く
っ
て
、
ふ
ふ
ふ
」

(
五
四
)
含
み
笑
い
を
す
る
が
、
「
妊
娠
」
の
相
手
は
、
島
村
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
浜
松
に
は
お
嫁
に
行
き
た
く
な
か
っ
た
。
こ
れ

八
月
に
は
「
神
経
衰
弱
」
に
な
り
、
「
気
ち
が
ひ
に
な
る

が
原
因
で
、

の
か
と
心
配
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
読
ん
で
く
る
と
、
駒
子
の
言
葉
、
「
ム
ユ
伎
は
白
い
わ
。
愛

だ
わ
」
と
い
う
の
は
、
「
神
経
衰
弱
」
あ
る
い
は
「
気
ち
が
ひ
」
の
原

因
と
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
だ
が
、
単
に
こ

れ
は
島
村
が
今
夜
は
酒
を
飲
ん
で
い
な
い
の
で
、
顔
が
白
い
と
い
う
事

実
を
駒
子
が
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ

1

訳
で
も
、
映
画
『
雪
国
』
(
池
部
良
と
岸
恵
子
主
演

)

(

6

)

で
も
確
認
で

き
る
。
そ
の
と
き
駒
子
が
島
村
の
頬
を
な
で
回
し
な
が
ら
こ
う
言
う
コ

ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
す
る
と
、
訳
者
や
映
画
の
解
釈
の
ほ
う
が
、
単
純

で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。
島
村
が
そ
の

と
き
酒
を
飲
ま
な
か
っ
た
の
は
、
し
か
し
、
純
粋
な
駒
子
を
自
分
が
弄

ん
で
い
る
と
い
う
意
識
に
駆
ら
れ
て
、
「
虚
し
い
切
な
さ
に
曝
さ
れ
て
」

五

い
た
か
ら
で
あ
る
。

駒
子
が
宴
会
か
ら
帰
っ
て
来
た
と
き
に
言
う
、
「
知
ら
ん
。
も
う
知

ら
ん
。
頭
痛
い
。
頭
痛
い
。
あ
あ
、
難
儀
だ
わ
、
難
儀
」
は
、
で
は
ど

う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
酒
の
飲
み
す
ぎ
と
も
、
芸

者
が
い
や
に
な
っ
た
だ
け
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
に
続
い
て
駒
子
が

こ
の
夏
の
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
浜
松
の
男
の
求
婚
、

しユ

い
な
ず
け
の
行
男
の
た
め
に
こ
の
夏
芸
者
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は

後
ほ
ど
わ
か
る
よ
う
に
、
駒
子
の
年
来
の
パ
ト
ロ
ン
と
の
関
係
を
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
の
内
的
煩
悶
に
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
元

に
は
島
村
へ
の
一
途
な
思
い
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
妊
娠
」
云
々
を
口

に
し
た
後
す
ぐ
さ
ま
、
駒
子
は
「
両
の
握
り
拳
で
島
村
の
襟
を
子
供
み

た
い
に
掴
ん
だ
」
と
あ
り
、
次
の
行
で
は
す
で
に
「
閉
ぢ
合
は
し
た
濃

い
捷
毛
が
ま
た
、
黒
い
日
を
半
ば
聞
い
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
」

(
五
四
)
と
結
ん
で
い
る
が
、
こ
の
行
聞
に
、
再
会
後
の
二
回
目
の
交
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わ
り
が
す
で
に
完
了
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
引

用
文
句
は
一
回
目
の
と
き
同
様
に
、
交
わ
り
の
後
の
駒
子
の
顔
の
表
情

に
関
す
る
リ
フ
レ
イ
ン
の
文
句
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
駒
子
の
「
唇
」
の
表
情
を
島
村
が
再
び
と
ら
え
る

場
面
で
あ
る
。
翌
朝
の
こ
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
は
家
に
帰
ら
ず
に
、

葉
子
に
着
替
え
と
三
味
線
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
依
頼
し
た
駒
子
に
つ

い
て
の
島
村
の
印
象
が
、
す
で
に
述
べ
た
一
清
潔
」
を
強
調
す
る
調
子

に
、
新
た
に
性
を
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
表
現
が
加
え
ら
れ
、
変
化
し
て

い
る
の
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
最
初
駒
子
の
三
味
線
は

「
勧
進
帳
」
で
、
「
山
峡
の
大
き
い
自
然
」
を
前
に
孤
独
の
中
で
稽
古
を

す
る
と
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
く
な
る
も
の
か
と
、
そ
の
援
の
音
の
強
さ

に
圧
倒
さ
れ
る
島
村
は
、
そ
の
音
に
芯
の
強
い
駒
子
の
本
性
、
「
野
生

の
意
力
」
、
「
虚
し
い
徒
勢
と
も
思
は
れ
る
、
遠
い
憧
僚
と
も
哀
れ
ま
れ

る
、
駒
子
の
生
き
方
」
(
六

O
)
を
見
、
そ
れ
に
「
叩
き
の
め
さ
れ
て

さ
て
、

し
ま
」
う
。
つ
ま
り
駒
子
を
自
然
の
子
と
し
て
見
直
し
た
瞬
間
で
あ

る
だ
が
、
三
味
線
が
「
都
鳥
」
に
差
し
掛
か
る
と
、
突
然
駒
子
の
様
子

が
柔
ら
か
く
変
化
し
、
「
肉
健
の
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
」
る
ま
で
に
な

る
。
す
る
と
駒
子
の
肉
体
の
「
清
潔
」
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
核
に
あ
る
性
の
魅
力
が
島
村
を
と
ら
え
る
。

一
見
す
る
と
、
す
で
に

引
用
し
た
文
言
の
繰
り
返
し
か
と
怪
し
ま
れ
る
表
現
だ
が
、
新
た
な
要

素
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

細
く
高
い
鼻
は
少
し
寂
し
い
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
頬
が
生
き
生
き

と
上
気
し
て
ゐ
る
の
で
、
私
は
こ
こ
に
ゐ
ま
す
と
い
う
鴫
き
の
や
う

に
見
え
た
。
あ
の
美
し
く
血
の
[
美
し
い
血
の
蛭
の
輪
の
よ
う
に

(
岩
波
文
庫
版
で
の
変
更
)
]
滑
ら
か
な
唇
は
、
小
さ
く
つ
ぼ
め
た
時

も
、
そ
こ
に
映
る
光
を
ぬ
め
ぬ
め
動
か
し
て
ゐ
る
や
う
で
、
そ
の
く

せ
唄
に
つ
れ
て
大
き
く
聞
い
て
も
、
ま
た
可
憐
に
直
ぐ
縮
ま
る
と
い

ふ
風
に
、
彼
女
の
龍
の
魅
力
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。
下
が
り
気
味
の

眉
の
下
に
、
日
尻
が
上
が
り
も
せ
ず
下
が
り
も
せ
ず
、
わ
ざ
と
真
直

ぐ
描
い
た
や
う
な
眼
は
、
[
ど
こ
か
お
か
し
い
よ
う
な
が
ら
、
(
岩
波

文
庫
版
で
の
付
加
)
]
今
は
濡
れ
輝
い
て
、
幼
な
げ
だ
っ
た
。
白
粉

は
な
く
、
都
合
の
水
商
貰
で
透
き
通
っ
た
と
こ
ろ
で
山
の
色
が
染

め
た
と
で
も
い
ふ
、
百
合
か
玉
葱
み
た
い
な
球
根
を
剥
い
た
新
し
さ

の
皮
膚
は
、
首
ま
で
ほ
ん
の
り
血
の
色
が
上
が
っ
て
ゐ
て
、
な
に
よ

り
も
清
潔
だ
っ
た
。
(
六
O
|
六
一
)

前
の
引
用
で
は
、
同
じ
く
唇
を
「
ま
こ
と
に
美
し
い
蛭
の
輪
」
と
い

い
、
そ
の
伸
び
縮
み
に
も
言
及
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
で
終
わ
っ

て
い
た
。
だ
が
今
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
蛭
の
伸
び
縮
み

の
動
き
が
強
調
さ
れ
、
「
彼
女
の
龍
の
魅
力
そ
っ
く
り
」
と
い
う
お
ま
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け
ま
で
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
ぬ
め
ぬ
め
と
う
ご
め
く
蛭
の
唇
こ
そ
、

表
に
現
れ
た
駒
子
の
セ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
以
降
島
村
の
部
屋
に
泊
ま
る
駒
子
は
、
最
初
の
日
の
よ

う
に
夜
明
け
前
に
帰
ろ
う
と
は
し
な
く
な
る
。
物
語
で
は
、
以
降
何
度

か
駒
子
が
島
村
を
訪
れ
て
泊
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
都
度
の
様
子
は

書
か
れ
な
い
で
、
島
村
が
東
京
に
帰
る
月
の
最
後
の
夜
に
駒
子
を
呼

ぶ
、
そ
の
時
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

駒
子
は
島
村
に
対
し
て
、
早
く
東
京
に
帰
る
よ
う
に
せ
か
し
な
が

ら
、
い
ざ
明
日
帰
る
と
島
村
が
言
う
と
、
突
然
怒
り
出
す
。
島
村
が
こ

こ
に
い
る
か
ら
、
駒
子
は
「
つ
ら
い
。」
そ
れ
で
夜
中
で
も
、
今
か
ら

家
に
帰
る
と
い
っ
て
み
た
り
、
交
わ
り
は
「
難
儀
」
と
い
っ
て
み
た

り
、
「
帰
ら
な
い
」
と
い
っ
て
み
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
駒
子
の
様
子

を
見
て
い
た
島
村
は
、
駒
子
が
相
当
深
く
自
分
に
惚
れ
こ
み
か
け
て
い

は
ま

る
こ
と
を
知
る
。
「
つ
ら
い
と
は
、
旅
の
人
に
深
填
り
し
て
ゆ
き
さ
う

な
心
細
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
こ
う
い
ふ
時
に
、

じ
っ
と
こ
ら
へ
る

や
る
せ
な
き
で
あ
ろ
う
か
。
女
の
心
は
そ
ん
な
に
ま
で
来
て
ゐ
る
の
か

と
、
島
村
は
し
ば
ら
く
黙
り
込
ん
だ
。
」
(
六
五
)

駒
子
の
こ
う
し
た
気
持
ち
を
察
知
し
た
島
村
は
、
「
い
つ
ま
で
ゐ
た

っ
て
、
君
を
ど
う
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
、
僕
に
は
出
来
な
い
ぢ
ゃ
な
い

か
」
(
六
五
)
と
い
っ
て
明
日
帰
る
と
い
う
と
、
駒
子
は
突
然
激
し
い

口
調
で
、
「
そ
れ
が
い
け
な
い
の
よ
。
あ
ん
た
、
そ
れ
が
い
け
な
い
の

よ
」
と
い
っ
て
突
然
島
村
の
首
に
鎚
り
付
き
、

「
あ
ん
た
、

そ
ん
な
こ
と
を
言
ふ
の
が
い
け
な
い
の
よ
。
起
き
な

さ
い
。
起
き
な
さ
い
っ
て
ば
。」
と
口
走
り
つ
つ
自
分
が
倒
れ
て
、

物
狂
は
し
さ
に
龍
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
(
六
五
)

島
村
が
駒
子
を
気
遣
う
よ
う
な
中
途
半
端
な
物
言
い
を
す
る
か
ら
、

駒
子
が
男
へ
の
気
持
ち
を
吹
っ
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、

交
わ
り
を
す
る
の
が
「
難
儀
な
の
」
と
い
っ
て
い
た
駒
子
が
、
却
っ
て

も
の
狂
わ
し
さ
に
駆
ら
れ
て
、
自
ら
か
ら
だ
を
島
村
に
与
え
る
結
果
と

な
る
。
男
と
女
の
切
る
に
切
れ
な
い
情
の
絡
ま
り
の
典
型
的
な
一
場
面

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
川
端
と
松
栄
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
や
り
取
り

の
一
節
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
温
か
く
潤
ん
だ
眼
を
開
く
と
、

「
ほ
ん
た
う
に
明
日
時
り
な
さ
い
ね
。
」
と
、
静
か
に
言
っ
て
、
髪

の
毛
を
拾
っ
た
。
(
六
五
)

交
わ
り
(
そ
の
場
面
は
省
略
さ
れ
て
い
る
)
が
す
ん
だ
こ
と
を
締
め

く
く
る
一
文
で
あ
る
。
翌
日
午
後
三
時
の
列
車
で
帰
る
島
村
が
駒
子
と

さ
ん
ぱ
く

駅
に
行
っ
て
列
車
を
待
っ
て
い
る
と
、
山
袴
を
穿
い
た
葉
子
が
看
病
し

ハ同
J
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て
い
る
行
男
が
危
篤
状
態
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
に
駆
け
つ
け
て
く

る
。
葉
子
が
や
っ
て
来
る
直
前
に
駒
子
は
「
気
持
ち
の
悪
い
烏
が
鳴
い

て
い
る
。
ど
こ
か
で
鳴
い
て
い
る
。
寒
い
わ
」
(
六
七
)
と
、
葉
子
の

知
ら
せ
を
予
感
し
た
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
だ
が
、
早
く
帰
っ
て
く
れ

と
急
き
立
て
る
葉
子
に
、
駒
子
は
頑
と
し
て
こ
れ
を
拒
み
、
島
村
が
も

う
二
度
と
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
見
送
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い

い
な
ず
け
の
死
に
目
に
も
会
お
う
と
し
な
い
頑
強
な
駒
子
に
、
島
村
は

駒
子
の
付
け
て
い
る
日
記
の
最
初
の
ペ

l
ジ
に
東
京
に
行
く
駒
子
を

送
っ
て
く
れ
た
行
男
の
こ
と
を
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
度
は
行
男

の
命
の
最
後
の
ペ

l
ジ
に
彼
女
の
こ
と
を
書
き
に
行
っ
て
来
い
と
い
う

と

「
ね
え
、
あ
ん
た
素
直
な
人
ね
。
素
直
な
人
な
ら
、
私
の
日
記
を

す
っ
か
り
送
っ
て
あ
げ
て
も
い
い
わ
。
あ
ん
た
私
を
笑
わ
な
い
わ

ね
。
あ
ん
た
素
直
な
人
だ
と
思
ふ
け
れ
ど
。」

島
村
は
わ
け
分
ら
ぬ
感
動
に
打
た
れ
て
、
さ
う
だ
、
自
分
ほ
ど
素

直
な
人
聞
は
い
な
い
の
だ
と
い
ふ
気
が
し
て
来
る
と
、
も
う
駒
子
に

強
ひ
て
蹄
れ
と
は
言
は
な
か
っ
た
。
駒
子
も
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。

(七
O
)

駒
子
は
行
男
と
は
い
い
な
ず
け
で
は
な
い
と
島
村
に
話
し
た
こ
と
が
あ

る
。
だ
か
ら
駒
子
が
ど
う
あ
っ
て
も
行
男
の
死
に
目
に
会
い
に
行
く
必

要
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
二
度
と
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
今
愛

し
て
い
る
島
村
と
の
別
れ
の
方
が
、
駒
子
に
は
大
切
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
島
村
は
推
し
は
か
ろ
う
と
は
し
な
い
で
、
頑
強
に
抵
抗
す
る
駒

子
に
「
肉
躍
的
な
憎
悪
」
さ
え
感
じ
て
し
ま
う
。

逆
に
駒
子
は
、
幼
馴
染
で
あ
っ
た
行
男
の
死
に
目
を
見
届
け
る
の
が

人
の
情
で
あ
る
か
の
ご
と
く
島
村
が
い
う
の
を
、
「
素
直
」
と
解
釈
す

る
。
そ
う
し
て
駒
子
に
「
素
直
」
と
い
わ
れ
る
と
、
島
村
は
自
分
が

「
素
直
」
な
人
間
だ
と
思
い
、
感
動
し
て
し
ま
う
の
は
、

『
伊
豆
の
踊

子
』
に
お
い
て
、
踊
り
子
に
「
い
い
人
ね
」

(
7
)
と
い
わ
れ
て
感
動
す

る
学
生
の
素
直
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
同
時
に
「
美

し
い
空
虚
な
気
持
」

(
8
)
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
島
村
の
感
動

に
は
「
美
し
い
徒
労
」
が
潜
ん
で
い
る
点
に
つ
い
て
、
竹
西
寛
子
は
、

こ
の
島
村
の
体
現
し
て
い
る
「
生
存
へ
の
恋
」
と
そ
れ
へ
の
「
陶
酔
の

拒
否
」
と

い
う
二
律
背
反
を
、
川
端
文
学
の
特
質
と
見
て
い
る
。
(
9
)

だ
が
、
『
伊
豆
の
踊
子
」
に
お
け
る
「
美
し
い
空
虚
な
気
持
」
に
は
、

竹
西
の
二
一
日
う
よ
う
な
二
律
背
反
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
孤
児
根
性
」

を
払
拭
し
た
「
素
直
」
な
全
面
的
な
生
存
肯
定
が
あ
る
の
み
だ
と
い
う

こ
と
は
、
踊
子
と
の
別
れ
に
際
し
て
学
生
の
感
じ
る
「
清
々
し
い
満
足

の
中
に
眠
っ
て
い
る
よ
う
」

(m
)な
反
応
や
、
「
美
し
い
空
虚
な
気
持
」

の
前
に
置
か
れ
た
「
ど
ん
な
に
親
切
に
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
た
い
へ
ん

ハU0
0
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自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
」

(日
)と
い
う
文
言
が
こ
れ
を
示
唆

し
て
い
る
。

同
様
に
、
『
雪
園
」
に
お
い
て
も
、
駒
子
の
「
素
直
」
に
す
ぐ
さ
ま

反
応
し
て
し
ま
う
島
村
の
な
か
に
は
、
竹
西
の
ニ
一
一
口
う
よ
う
な
「
陶
酔
の

拒
否
」
で
は
な
く
、
生
存
の
受
容
と
再
生
へ
の
予
兆
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
生
存
の
受
容
と
再
生
」
を
示
唆
す

る
場
面
へ
の
さ
ら
な
る
言
及
に
つ
い
て
は
、
順
を
追
っ
て
述
べ
る
。

続
い
て
東
京
に
帰
る
島
村
が
駒
子
を
置
き
去
り
に
す
る
場
面
を
見
ょ

う
。
待
合
室
の
窓
の
な
か
に
件
む
駒
子
の
姿
を
汽
車
の
な
か
か
ら
眺
め

る
島
村
の
眼
に
は
、
駒
子
は
「
う
ら
ぶ
れ
た
寒
村
の
果
物
屋
の
煤
け
た

ガ
ラ
ス
箱
に
、
不
思
議
な
果
物
が
た
だ
一
つ
置
き
忘
れ
ら
れ
た
か
の
や

う」

(七
O
)
に
映
る
。
す
で
に
島
村
は
駒
子
を
一
枚
の
絵
の
な
か
の

女
に
仕
立
て
て
、
現
実
か
ら
立
ち
退
こ
う
と
し
て
い
る
。
待
合
室
の
ガ

ラ
ス
に
浮
か
ぶ
駒
子
の
顔
は
、
「
あ
の
朝
雪
の
鏡
の
時
と
同
じ
に
鼻
、
赤

な
頬
で
あ
っ
た
。
ま
た
し
て
も
島
村
に
と
っ
て
は
、
現
賓
と
い
ふ
も
の

と
の
別
れ
際
の
色
で
あ
っ
た
。」
(
七

O
)
こ
う
し
て
島
村
は
、
駒
子
を

現
実
の
世
界
の
な
か
に
置
き
去
り
に
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
し
な
い

と
、
駒
子
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

伊
藤
整
は
、
島
村
の
思
念
の
限
界
を
、
「
美
に
そ
の
存
在
を
賭
し
て

は
い
る
が
、
そ
れ
は
抽
象
さ
れ
、
燃
え
あ
が
り
、
変
化
す
る
瞬
間
の
美

そ
の
瞬
間
が
過
ぎ
る
と
空
白
に
な
る
と
い
う
性
質
に
あ
る
」

で
あ
り
、

と
み
て
お
り
、
「
命
を
か
け
て
生
き
、
命
を
か
け
て
男
を
愛
し
て
い
る

女
を
理
解
は
す
る
が
、
日
の
前
に
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
女
は
た
ち
ま
ち

無
に
帰
す
る
。
島
村
は
そ
の
感
覚
す
る

「美
」
の
一
点
に
お
い
て
し
か

生
活
し
て
い
な
い
。
生
活
の
継
続
と
い
う
汚
れ
と
無
意
味
さ
と
退
屈
さ

と
繰
り
返
し
と
に
彼
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
い
つ
か
そ
の
島
村

の
生
き
方
が
駒
子
に
理
解
さ
れ
、
駒
子
を
絶
望
に
陥
れ
る
」

(ロ)
と、

「
非
現
実
」
に
生
き
る
島
村
の
特
質
を
小
説
家
ら
し
く
、
的
確
に
述
べ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
伊
藤
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
上
述
し
た
竹
西
の

場
合
同
様
、
筆
者
は
異
論
が
あ
る
。

確
か
に
、
汽
車
の
な
か
の
人
と
な
っ
た
島
村
は
、
非
現
実
の
世
界
を

再
生
し
、
「
鋭
」
の
な
か
の
住
人
と
な
り
、
竹
西
寛
子
や
伊
藤
整
の
指

摘
を
肯
定
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
る
。

窓
は
ス
チ
イ
ム
の
温
気
に
目
指一
式
り
は
じ
め
、
外
を
流
れ
る
野
の
ほ
の

暗
く
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
し
て
も
乗
客
が
ガ
ラ
ス
へ
半
ば
透
明
に

寝
る
の
だ
っ
た
。
あ
の
夕
景
色
の
鏡
の
戯
れ
で
あ
っ
た
。
(
略
)

島
村
は
な
に
か
非
現
賓
的
な
も
の
に
乗
っ
て
、
時
間
や
距
離
の
思

ひ
も
消
え
、
虚
し
く
地
胞
を
運
ば
れ
て
行
く
や
う
な
放
心
状
態
に
落
ち

る
と
、
軍
調
な
車
輪
の
響
き
が
、
女
の
言
葉
に
聞
え
は
じ
め
て
来

た
。そ

れ
ら
の
言
葉
は
き
れ
ぎ
れ
に
短
い
な
が
ら
、
女
が
精
い
っ
ぱ
い

1
1ム

0
0
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に
生
き
て
ゐ
る
し
る
し
で
、
彼
は
聞
く
の
が
つ
ら
か
っ
た
ほ
ど
だ
か

ら
忘
れ
ず
に
ゐ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
か
う
し
て
遠
ざ
か
っ
て
い
く
今

の
島
村
に
は
、
旅
愁
を
添
へ
る
に
過
ぎ
な
い
や
う
な
、
も
う
遠
い
撃

で
あ
っ
た
。
(七

一
)

現
実
を
非
現
実
の
世
界
に
仮
託
し
て
置
き
去
り
に
し
て
き
た
島
村
に

と
っ
て
は
、
過
酷
な
運
命
を
生
き
る
者
た
ち
の
声
は
、
旅
人
に
郷
愁
を

添
え
る
「
遠
い
撃
」
の
よ
う
に
し
か
聞
こ
え
な
い
。

だ
が
車
中
で
出
く
わ
し
た
五
十
過
ぎ
の
行
商
の
男
と
赤
い
顔
の
娘

の
、
ま
る
で
長
い
旅
を
行
く
二
人
の
よ
う
な
親
密
な
会
話
の
姿
を
見
て

い
た
島
村
は
、
途
中
の
駅
で
男
が
「
ま
あ
ぢ
ゃ
あ
、
御
縁
で
も
っ
て
ま

た
い
っ
し
ょ
に
な
ろ
う
」
と
い
っ
て
降
り
て
行
っ
た
の
を
見
て
、
「
ふ

っ
と
涙
が
出
さ
う
に
な
っ
て
、
わ
れ
な
が
ら
び
っ
く
り
」
(
七
二
)
す

る
が
、
突
然
非
現
実
の
世
界
か
ら
過
酷
な
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
た
瞬
間

で
あ
る
。
「
偶
然
乗
り
合
は
せ
た
だ
け
の
二
人
と
は
夢
に
も
思
っ
て
ゐ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
偶
然
乗
り
合
わ
せ
た
人
間
の
別
れ
の
過
酷
さ

に
涙
を
そ
そ
ら
れ
る
島
村
は
、
当
然
自
分
が
置
き
去
り
に
し
て
き
た
親

し
ん
だ
女
と
そ
の
現
実
を
振
り
返
っ
て
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
う

し
て
非
現
実
と
見
え
る
中
に
突
如
作
者
は
現
実
を
の
ぞ
か
せ
、
そ
の
夢

を
破
る
と
い
う
過
酷
な
こ
と
を
島
村
と
自
ら
に
課
し
て
い
る
。
こ
れ
は

安
西
や
伊
藤
が
言
う
よ
う
な
「
生
存
へ
の
愛
」

へ
の
「
陶
酔
の
拒
絶
」

|
|
つ
ま
り
「
非
現
実
」

へ
の
逃
避
ー
ー
を
破
る
作
者
の
意
志
表
明
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

島
村
の
温
泉
宿
へ
の
三
度
目
の
訪
問
は
、
秋
で
あ
る
。
自
然
は
夏
の

終
わ
り
か
ら
晩
秋
、
そ
し
て
冬
へ
向
か
っ
て
移
行
し
て
い
く
が
、
そ
れ

と
パ
ラ
レ
ル
を
な
し
て
島
村
と
駒
子
の
関
係
も
終
罵
へ
と
移
行
し
て
い

く
と
い
う
巧
み
な
物
語
構
成
を
な
す
。
こ
れ
か
ら
の
季
節
の
移
行
を
象

徴
す
る
も
の
と
し
て
、
特
に
作
者
は
鳴
き
し
き
る
虫
、
蛾
の
氾
濫
と
卵

か
や

の
産
み
付
け
、
と
ん
ぼ
の
群
れ
の
乱
舞
、
銀
色
に
咲
き
乱
れ
る
萱
の

穂
、
ま
っ
赤
に
熟
し
た
柿
の
実
と
い
う
よ
う
に
、
虫
、
植
物
と
い
う
生

命
体
を
選
ぴ
、
そ
れ
ら
の
命
の
一
瞬
の
輝
き
と
凋
落
を
人
間
の
命
の
推

移
の
聞
に
点
描
し
な
が
ら
、
両
者
の
生
命
の
輝
き
と
凋
落
を
読
者
に
印

象
付
け
て
い
く
。
肌
に
食
い
込
む
「
季
感
」
の
描
写
を
特
徴
と
し
た
樋

口
一
葉
の
自
然
描
写
(日
)を
努
霧
さ
せ
る
の
が
、
川
端
の
自
然
描
写
の

特
徴
で
あ
る
。
温
泉
地
に
到
着
し
た
島
村
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
こ
れ

ら
の
虫
と
植
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
を
一
つ
、
菅
一
の
穂
の
描
写
に
見

て
お
こ
、
っ
。

島
村
が
白
萩
の
花
と
見
間
違
え
る
萱
の
描
写
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
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島
村
が
汽
車
か
ら
降
り
て
員
先
に
目
に
つ
い
た
の
は
、
こ
の
山
の

白
い
花
だ
っ
た
。
急
傾
斜
の
山
腹
の
頂
上
近
く
、

一
面
に
咲
き
乱
れ

て
銀
色
に
光
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
山
に
降
り
そ
そ
ぐ
秋
の
日
光
そ
の

も
の
の
や
う
で
、
あ
あ
と
彼
は
感
情
を
染
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ

れ
を
白
萩
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
近
く
に
見
る
萱
の
猛
々
し
き
は
、
遠
い
山
に
仰
ぐ
感
傷
の

花
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
ゐ
た
。
大
き
い
束
は
そ
れ
を
背
負
ふ
女
達

の
姿
を
す
っ
か
り
隠
し
て
、
坂
路
の
雨
側
の
石
崖
に
が
さ
が
さ
鳴
っ

て
行
っ
た
。
還
し
い
穏
で
あ
っ
た
。
(
七
四
)

遠
く
に
見
る
萱
の
穂
を
島
村
は
白
萩
だ
と
思
い
、
そ
れ
を
「
感
傷
の

花
」
と
し
て
見
た
が
、
自
の
前
で
見
る
そ
れ
は
「
逗
し
い
穂
」
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
は
現
実
と
の
直
面
を
避
け
て
非
現
実
に
逃
れ
る
性
癖
の
持

ち
主
の
島
村
の
心
が
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
島
村
の
非
現

実
へ
の
逃
避
の
性
癖
は
、
現
実
(
の
過
酷
さ
)
に
よ
っ
て
、
修
正
を
強

要
さ
れ
て
も
い
る
。
菅一は
刈
り
取
ら
れ
て
後
は
屋
根
葺
き
に
使
わ
れ
て

命
を
永
ら
え
て
い
く
と
い
う
逗
し
い
生
命
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
駒
子

の
姉
さ
ん
格
に
あ
た
る
芸
者
菊
勇
の
生
き
ざ
ま
に
も
、
そ
し
て
も
ち
ろ

ん
駒
子
の
そ
れ
に
も
当
て
は
ま
る
。

島
村
が
旅
館
に
到
着
し
た
と
き
、
帳
場
に
挨
拶
に
見
え
て
い
た
の

が
、
年
期
が
あ
け
て
生
ま
れ
た
町
へ
帰
る
年
増
芸
者
の
菊
勇
で
あ
っ

た
。
菊
勇
は
菊
村
と
い
う
小
料
理
屋
を
こ
の
町
で
出
さ
せ
て
も
ら
い
妾

に
な
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
夢
中
に
な
っ
た
男
に
逃
げ
ら
れ
て
、
そ
れ

で
妾
に
な
る
の
を
潔
く
思
わ
な
い
で
、
立
ち
去
る
こ
と
に
な
っ
た
と
駒

子
は
語
る
。
菊
勇
も
「
弱
い
人
だ
っ
た
」
か
ら
男
を
何
人
も
持
っ
て
い

た
が
、
「
好
か
れ
た
っ
て
、
な
ん
で
す
か
」
と
駒
子
は
、
我
が
身
に
引

き
比
べ
て
、
反
論
す
る
。
好
か
れ
た
っ
て
、
生
涯
連
添
っ
て
く
れ
る
わ

け
で
も
な
し
、
捨
て
ら
れ
る
が
落
ち
だ
と
い
う
こ
と
を
、
駒
子
は
観
念

し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
会
う
や
否
や
、
駒
子
は
島
村
に
「
あ
ん
た
私
の

気
持
ち
分
る
?
」
を
繰
り
返
し
、
二
月
十
四
日
の
鳥
追
い
の
約
束
を

す
っ
ぽ
か
し
て
来
な
か
っ
た
島
村
を
詰
り
、
「
悲
し
い
わ
。
私
が
馬

鹿
。
あ
ん
た
も
う
明
日
蹄
ん
な
さ
い
」
(
八
三
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
言
い
な
が
ら
駒
子
は
、
「
私
愛
つ
て
な
い
?
」
と
い
い
、

た
ん
田
舎
の
港
町
に
帰
っ
て
、
師
匠
の
看
病
を
し
て
い
た
の
を
や
め

て
、
鳥
追
い
の
祭
り
に
は
こ
こ
に
来
て
待
っ
て
い
た
と
い
い
、
島
村
へ

の
未
練
を
吐
き
出
し
て
見
せ
、
島
村
を
誘
う
ふ
り
を
す
る
が
、
例
の

「美
し
い
蛭
の
輪
」
の
よ
う
な
唇
に
キ
ッ
ス
を
さ
れ
る
と
、

「
い
や
、
蹄

しユ

つ

し
て
」
と
こ
れ
を
拒
む
。
そ
れ
で
「
私
愛
つ
て
な
い
?
」

へ
の
答
え
と

し
て
、
島
村
は
「
相
愛
わ
ら
ず
だ
ね
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
十
七
で
こ

こ
に
来
た
と
き
か
ら
駒
子
は
自
分
が
「
ち
っ
と
も
愛
わ
ら
な
い
」
と
信

じ
て
い
る
。
性
的
潔
癖
症
と
で
も
い
え
る
信
念
で
あ
る
。
未
練
と
信
念

と
の
自
己
分
裂
を
駒
子
は
繰
り
返
す
。

q
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だ
か
ら
、
「
あ
ん
た
も
う
明
日
蹄
ん
な
さ
い
」
と
い

っ
た
直
後
に
、

島
村
が
駒
子
の
未
練
を
感
じ
て
く
れ
て
い
る
の
を
察
知
す
る
と
、
「
一

年
に
一
度
で
い
い
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
い
ね
。
私
の
こ
こ
に
い
る
聞
は
、

一
年
に

一
度
、
き
っ
と
い
ら
っ
し
ゃ
い
ね
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

駒
子
が
こ
の
温
泉
地
に
来
て
か
ら
五
年
が
経
ち
、
島
村
が
来
て
か
ら

三
年
過
ぎ
た
が
、
そ
の
間
三
度
来
る
度
毎
に
駒
子
の
境
遇
が
変
わ
っ

た
。
今
は
師
匠
の
息
子
に
も
死
な
れ
、
看
病
し
て
い
た
師
匠
に
も
死
な

れ
、
師
匠
の
家
を
出
て
、
葉
子
と
も
別
れ
、
子
ど
も
の
多
い
雑
貨
屋
の

置
屋
に
寝
起
き
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
駒
子
の
年
期
は
ま
だ
四
年
残
つ

て
い
る
。

近
づ
い
て
き
た
駒
子
を
島
村
は
抱
き
上
げ
て
、
そ
の
温
か
さ
を
味

く
つ
わ
む
し

わ
っ
て
い
た
が
、

轡
最
が
急
に
鳴
き
出
す
と
、
「
ぃ
ゃ
ね
え
」
と
い

っ

て
、
駒
子
は
島
村
の
膝
か
ら
立
ち
上
が
る
。
こ
れ
は
、
駅
で
島
村
に
別

れ
る
と
き
に
、
烏
が
鳴
く
の
を
聞
い
た
と
き
と
同
様
の
駒
子
の
反
応
で

あ
る
。
烏
と
か
轡
晶
は
、
駒
子
の
直
感
す
る
凋
落

・
死
の
予
兆
な
の
で

あ
ろ
う
。
駅
で
聞
い
た
烏
の
鳴
き
声
は
、
行
男
の
死
の
予
兆
で
あ

っ

た
。
今
回
の
こ
の
轡
最
の
鳴
き
声
は
、
身
近
に
迫

っ
た
島
村
と
の
別
れ

の
予
兆
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
こ
の
轡
轟
の
鳴
き
声
へ
の
駒
子
の
反
応
に

続
い
て
す
ぐ
、
こ
う
言
う
。
「
北
風
が
来
て
網
戸
の
蛾
が

一
驚
に
飛
ん

だ
」
と
。
こ
の
よ
う
に
作
者
は
、
命
の
終
罵
に
拍
車
を
か
け
る
。

ひ
と
時
の
命
の
輝
き
と
温
か
さ
を
得
る
か
の
よ
う

そ
の
す
ぐ
あ
と
、

に
、
二
人
の
交
わ
り
が
、
例
に
よ

っ
て
、
無
言
の
内
に
進
行
す
る
。
そ

し
て
そ
の
成
就
の
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
と
し
て
、
作
者
は
い
つ
も
の
リ
フ
レ

イ
ン
を
挿
入
す
る
。
一黒
い
眼
を
薄
く
聞
い
て
ゐ
る
と
見
え
る
の
は
濃

い
捷
毛
を
と
ぢ
合
は
せ
た
の
だ
と
、
島
村
は
も
う
知
っ
て
ゐ
な
が
ら
、

や
は
り
近
々
と
の
ぞ
き
こ
ん
で
み
た
。」
(
八
四
)

こ
の
情
交
の
後
の
二
人
の
会
話
は
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
?

離
れ
て
ゐ
て
は
と
ら
へ
難
い
も
の
も
、
か
う
し
て
み
る
と
忽
ち
そ

の
親
し
み
が
還
っ
て
来
る
。

駒
子
は
そ
っ
と
掌
を
胸
へ
や
っ
て
、

「
片
方
が
大
き
く
な
っ
た
の
。」

「馬
鹿
。
そ
の
人
の
癖
だ
ね
、

一
方
ば
か
り
。」

「あ
ら
。
い
や
だ
わ
。
嘘、

い
や
な
人
。」
と
、
駒
子
は
急
に
愛

っ
た
。
こ
れ
で
あ
っ
た
と
島
村
は
思
ひ
出
し
た
。

「
両
方
平
均
に
つ
て
、
今
度
か
ら
そ
う
言
へ

。」

「
平
均
に
?
平
均
に
つ
て
言
ふ
の
?
」
と
、
駒
子
は
柔
か
に
顔
を

寄
せ
た
。
(
八
四
)

島
村
は
駒
子
の
胸
の

一
方
が
他
方
に
比
べ
て
大
き
く
な
っ
た
の
は
愛
撫

さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
く
と
、
「
『
嘘
、
い
や

な
人
」
と
、
駒
子
は
急
に
愛
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
島
村
の
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ほ
う
は
、
「
こ
れ
で
あ
っ
た
と
思
ひ
出
し
た
」
と
い
う
が
、
こ
の
あ
た

り
は
難
し
い
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ

l
訳
で
は
、
こ
の
と
こ
ろ
は
、

2
当
日
出
片
山
口
問

ω
q
F
5
m
g
g
M
1一
三
出
向
。

ωFod〈
gip-ω
当

g
F
Z

5
B
O
B
Z
B
P
.
(
5
h
F
)
と
な
っ
て
い
る
。
訳
の
解
釈
に
よ
る
と
、
「
こ

れ
で
あ
っ
た
」
と
は
、
駒
子
が
急
に
変
わ
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
「
嘘
、

い
や
な
人
」
と
い
う
こ
う
し
た
も
の
の
言
い
方
を
指
す
と
解
釈
で
き

る
。
筆
者
は
、
「
こ
れ
で
あ
っ
た
」

の
「
こ
れ
」
と
は
、
「
こ
う
し
て
み

る
と
た
ち
ま
ち
そ
の
親
し
み
が
還
っ
て
来
る
」
と
い
う
場
合
の
、
「
こ

の
こ
と
で
、
そ
れ
は
触
れ
て
み
る
こ
と
か
ら
の
親
し

さ
の
復
活
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
訳

の
方
の
解
釈
を
取
り
た
い
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
よ
う
な
言
い
方
を
駒

う
し
て
み
る
と
」

子
が
、
前
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
駒
子
が
浜
松
の
男
に
求

婚
さ
れ
た
と
き
に
、
「
結
婚
て
、
そ
ん
な
力
が
あ
る
か
な
」
と
島
村
が

い
い
加
減

言
っ
た
の
に
対
し
て
駒
子
が
、

「
い
や
ら
し
い
・
:
あ
ん
た
、

な
人
ね
」
(
五
一
二
)
と
言
っ
た
が
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
は
こ
れ

を、

6
0ロバ
σσ

ロ
g
q
:問
。
己
ザ
の
ロ
O
片

釦

〈

RUNgtω
守

5
m
句。

5
0
P

M1cc-s。ョ・
3

(

宏
)
と
訳
し
て
い
る
。

こ
の
交
わ
り
に
続
く
暮
の
鳴
く
と
い
う
描
写
の
意
味
は
何
か
?

が
ま

こ
の
部
屋
は
二
階
で
あ
る
が
、
家
の
ぐ
る
り
を
墓
が
鳴
い
て
廻
つ

た
。

一
匹
で
は
な
く
、

二
匹
も
三
匹
も
歩
い
て
ゐ
る
ら
し
い
。
長
い

こ
と
鳴
い
て
ゐ
た
。
(
八
五
)

こ
れ
も
解
釈
が
難
し
い
。
駒
子
が
烏
の
鳴
き
声
や
轡
虫
の
鳴
き
声
に
は

「
い
や
」
な
感
じ
を
抱
い
て
い
る
の
は
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
草
食
の

鳴
き
声
も
何
か
の
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
え
る
。
そ
れ
は

何
か
?
「
長
い
こ
と
鳴
い
て
ゐ
た
」
と
い
う
か
ら
、
二
人
で
長
い
こ
と

睦
言
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
聞
い
て
い
て
飽
き
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
内
湯
か
ら
上
が
っ
て
来
る
と
、
駒
子
の
声
は
「
安
心

し
き
っ
た
静
か
な
撃
で
ま
た
身
上
話
を
は
じ
め
」
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
、
っ
。

駒
子
は
自
分
の
生
理
の
話
ま
で
し
て
、
そ
れ
が
正
確
に
二
日
ず
つ
早

く
な
る
と
い
う
と
、
島
村
は
、
生
理
で
も
「
お
座
敷
へ
出
る
の
に
困
る

と
い
う
や
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
が
、
駒
子
は
「
え
え
、

そ
ん
な
こ
と
分
る
の
?
」
と
不
思
議
が
る
。
島
村
の
知
っ
て
い
る
駒
子

の
生
理
の
性
質
と
は
何
か
?
そ
れ
は
駒
子
の
芸
者
と
し
て
の
体
型
に
起

因
し
て
い
る
よ
う
だ
。
島
村
の
感
想
に
、
「
嚢
者
な
ど
に
あ
り
が
ち
の

少
う
し
腰
窄
ま
り
だ
っ
た
。
横
に
狭
く
て
縦
に
厚
い
。
そ
の
く
せ
島
村

が
遠
く
惹
か
れ
て
く
る
や
う
な
女
で
あ
る
こ
と
な
の
は
、
哀
れ
深
い
も

の
が
あ
っ
た
」
(
八
五
)
と
あ
る
。
「
横
に
狭
く
て
縦
に
厚
い
」
と
い
う

体
型
は
、
つ
ま
り
、
子
ど
も
が
で
き
に
く
い
体
型
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
だ
が
女
と
し
て
の
感
性
が
よ
い
の
で
、
島
村
は
通
っ
て
く
る
、
そ

F
h
d
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の
体
型
と
性
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
、
島
村
は
深
い
「
哀
れ
」
を
感
じ
る
。

駒
子
も
そ
れ
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
に
か
、
「
私
の
や
う
な
の
は
子
ど

も
が
出
来
な
い
の
か
し
ら
ね
」
と
い
い
、
こ
の
と
き
十
七
歳
か
ら
五
年

間
付
き
合
っ
て
い
る
一
人
の
男
の
あ
る
こ
と
を
初
め
て
明
か
す
。
つ
ま

り
こ
の
温
泉
に
駒
子
が
来
て
か
ら
今
日
ま
で
、
駒
子
は
そ
の
男
と
の
交

わ
り
で
、
避
妊
も
し
な
い
で
子
ど
も
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
推
測
す

る
島
村
は
、
だ
か
ら
(
自
分
に
対
し
て
も
)
「
駒
子
の
無
知
で
無
警
戒

な
の
は
そ
れ
で
分
っ
た
」
(
八
五
)
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
、

駒
子
が
そ
の
付
き
合
っ
て
い
る
人
を
「
親
切
な
人
だ
の
に
、

一
度
も
生

き
身
を
ゆ
る
す
気
に
な
れ
な
い
の
は
、
悲
し
い
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
意
味
か
?
こ
こ
で
も
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
!
の
訳
は
参
考
に
な

る
。
そ
れ
は
普
通
の
交
わ
り
を
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
本
気
で
自
ら
を
与
え
る
気
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ

る
。
訳
は
、
メ

:
ω
Z
g己
己
ロ
。
仲
間
守
σ
F
O
門
司

Z-oω
巳同

Z
E
B
-
-
-

(-810吋
)
と
わ
か
り
や
す
い
。

翌
朝
早
く
窓
際
に
持
ち
出
し
た
駒
子
の
鏡
に
は
、
す
で
に
紅
葉
の
山

が
写
り
、
秋
の
明
る
い
日
ざ
し
が
映
え
て
い
る
こ
と
を
川
端
は
述
べ
、

も
う
夏
は
終
わ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
季
節
の
区
切
り

の
み
な
ら
ず
、
人
の
生
の
区
切
り
で
あ
る
。
島
村
は
、
駒
子
が
帰
る
と

村
に
散
歩
に
出
る
が
、
鏡
の
な
か
の
秋
は
外
の
世
界
に
も
実
在
す
る
。

白
壁
の
軒
下
で
朱
色
の
山
袴
を
は
い
て
、
女
の
子
が
ゴ
ム
鞠
を
突
い

て
い
る
姿
は
、
作
者
に
は
、
「
秋
」
そ
の
も
の
の
景
色
で
あ
り
、
古
風

な
作
り
の
家
の
軒
端
に
た
れ
た
萱
の
簾
、
土
坂
の
上
に
植
え
ら
れ
た
桑

染
色
の
花
盛
り
の
糸
す
す
き
、
道
端
の
日
向
に
藁
席
を
敷
い
て
小
豆
を

ま
め
が
ら

打
っ
て
い
る
葉
子
の
姿
、
乾
い
た
豆
幹
か
ら
小
一
旦
が
小
粒
の
光
の
よ
う

に
お
ど
り
出
て
く
る
様
子
、
そ
し
て
秋
の
童
謡
を
「
悲
し
い
ほ
ど
澄
み

通
っ
て
木
魂
し
さ
う
な
撃
で
」
葉
子
が
歌
う
秋
の
歌
、
こ
れ
ら
は
す
べ

て
秋
の
明
る
い
光
景
の
点
描
で
あ
る
。

だ
が
秋
は
明
る
さ
の
み
で
は
な
い
。
作
者
の
眼
は
夕
暮
れ
の
婿
齢
の

群
れ
の
遊
泳
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
山
案
内
書
に
あ
る
よ
う
な
、
無
心

に
飛
び
、
帽
子
や
人
の
手
や
眼
鏡
に
さ
え
止
ま
る
の
ど
か
な
夏
の
赤
騎

蛤
で
は
な
く
て
、
「
目
の
前
の
鯖
蛤
の
群
れ
は
、
な
に
か
に
追
ひ
つ
め

ら
れ
た
も
の
の
や
う
に
見
え
る
。
暮
れ
る
に
先
立
っ
て
黒
ず
む
杉
林
の

色
に
そ
の
姿
を
消
さ
れ
ま
い
と
あ
せ
っ
て
ゐ
る
も
の
の
よ
う
に
見
え

る
。」
(
八
八
)
こ
こ
に
は
冬
の
予
兆
の
歌
が
あ
る
。

こ
う
し
た
秋
の
明
暗
の
姿
へ
の
繊
細
な
川
端
の
反
応
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
ジ
ョ
ン
・
キ

1
ツ

(ト
「
。
『
口
問

σ
ω
Z・
回
一
-
A
V
ω
'
H

∞N
H
)

の
「
秋
に
寄
せ
る
」
(
斗
。
〉
E
C
Bロ・
3

H

∞N
C
)

と
い
う
オ

l
ド
を
努

第
さ
せ
る
。
後
者
に
は
、
収
穫
の
ブ
ド
ウ
の
う
ま
酒
に
畑
の
畔
道
で
眠

り
こ
け
る
酒
神
も
い
れ
ば
、
丸
々
と
肥
え
太
っ
た
子
羊
の
鳴
き
声
に
屠

殺
に
よ
る
命
の
終
罵
の
予
兆
も
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
。

西
日
を
受
け
て
紅
葉
し
て
い
る
遠
い
山
を
眺
め
て
い
る
島
村
は
、

春
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新
緑
の
燃
え
る
山
を
歩
い
た
自
分
の
足
跡
の
残
る
山
を
思
い
出
し
、

「
今
は
秋
の
登
山
の
季
節
で
あ
る
か
ら
、
山
に
心
が
誘
は
れ
て
行
く
。」

(
八
九
)
山
歩
き
は
、
無
為
徒
食
の
島
村
に
は
、
「
徒
労
の
見
本
」
で

あ
っ
た
が
、
「
そ
れ
ゆ
ゑ
に
ま
た
非
現
賓
的
な
魅
力
も
あ
っ
た
」

(
八
九
)
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

「山
に
誘
は
れ
る
思
ひ
」
は
、
「
同
じ

夢
」
と
し
て
駒
子
の
な
つ
か
し
い
思
い
の
「
人
肌
」
へ
と
連
動
し
て
い

き
、
今
朝
帰

っ
て
行

っ
た
ば
か
り
の
駒
子
を
す
で
に
待
ち
わ
び
る
気
持

ち
を
助
長
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
小
説
の
テ
l
マ
で
も
あ
る

山
の
ト
ポ
ス
が
〈
「
非
現
実
的
な
魅
力
」
H
(
女
の
)
人
肌
〉
と
し
て
確

定
さ
れ
、
「
夢
」
の
世
界
が
紡
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
山
」
が

「女
」
を
象
徴
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
先
己
と
の

関
係
に
お
い
て
も
述
べ
て
お
い
た
。

そ
の
夜
駒
子
は
来
な
い
が
、
翌
朝
六
時
半
に
裏
山
か
ら
や

っ
て
来

て
、
女
中
に
内
緒
で
押
し
入
れ
に
隠
れ
、
湯
に
行
っ
て
帰
っ
て
来
る
島

村
を
待
っ
て
、
忍
ん
で
き
た
裏
庭
に
誘
い
出
す
。
畑
に
沿
っ
て
川
岸
に

出
る
と
、
「
向
岸
の
急
傾
斜
の
山
腹
に
は
、
菅
一の
穂
が
一
面
に
咲
き
揃

っ
て
、
肢
し
い
銀
色
に
揺
れ
て
ゐ
た
。
肱
し
い
色
と
言
っ
て
も
、
そ
れ

は
秋
空
を
飛
ん
で
ゐ
る
透
明
な
惨
さ
の
や
う
で
あ
っ
た
。
」
(
九
二
乙

こ

こ
で
は
山
の
萱
の
穂
は
、
「
透
明
な
傍
さ
」
に
変
質
し
た
も
の
と
し
て

島
村
の
眼
に
は
映
じ
て
い
る
点
に
注
音
山
し
た
い
。
秋
は

一
段
と
そ
の

「
惨
さ
」
を
強
め
て
く
る
。

島
村
と
駒
子
と
の
間
で
、
駒
子
の
亡
き
い
い
な
ず
け
行
男
と
師
匠
の

眠
っ
て
い
る
墓
参
り
を
め
ぐ

っ
て
ひ
と
悶
着
の
の
ち
、
杉
林
を
抜
け

て
、
線
路
伝
い
に
行
く
と
墓
場
に
出
る
。
そ
こ
に
い
る
葉
子
に
挨
拶
を

す
る
途
端
、
貨
物
列
車
が
轟
音
を
立
て
て
そ
ば
を
通
っ
た
。
鉄
道
に
勤

め
る
葉
子
の
弟
が
黒
い
貨
車
の
扉
か
ら

「姉
さ
あ
ん
」
と
呼
ぶ
と
、
葉

子
は
例
の

「悲
し
い
ほ
ど
美
し
い
撃
で
」
「
佐
一
郎
、
っ
、
佐
一
郎
、
つ
」

と
呼
ぴ
返
す
。
墓
場
で
葉
子
と
駒
子
が
出
会
う
気
ま
ず
さ
を
貨
物
列
車

が
「
吹
き
梯
っ
て
行
っ
て
し
ま
」
い
、
あ
と
に
残
っ
た
の
は
、
葉
子
の

弟
を
思
う
「
純
潔
な
愛
情
の
木
魂
」
と
、
「
目
隠
し
を
取
っ
た
や
う
に
、

線
路
向
う
」
に
見
え
た

「鮮
か
」
で
、

「赤
い
室
の
上
に
咲
き
揃
っ
て

賓
に
静
か
」
な
「
蕎
麦
の
花
」
(
九
六
)
で
あ
っ
た
。
駒
子
と
葉
子
と

島
村
と
い
う
三
者
の
間
の
わ
だ
か
ま
り
を

一
挙
に
払
拭
し
て
し
ま
う
、

何
と
見
事
な
動
の
列
車
と
静
の
風
景
の
対
照
的
描
出
で
あ
ろ
う
!

同
じ
日
の
夜
中
の
三
時
に
、
約
束
通
り
、
駒
子
は
髪
を
洗
い
に
や
っ

ひ
ど
く
酔
っ
て
い
た
。
「
こ
こ
へ
来
る
道
、
見
え
ん
。
見

て
来
た
が
、

え
ん
。
ふ
う
、
苦
し
い
」
と
い
い
、
ま
た
「
知
ら
ん
。
も
う
知
ら
ん
」

と
言

つ
て
の
け
ぞ

っ
て
転
が
っ
た
。
こ
の
物
言
い
は
、
前
に
酔
っ
ぱ

ら
っ
て
や
っ
て
来
た
と
き
の
物
言
い
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「知
ら
ん
。
知
ら
ん
。
頭
痛
い
。
頭
痛
い
。
あ
あ
、
難
儀
だ
わ
、
難
儀
」

と
い
う
謎
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
す
で
に
お
こ
な
っ

た
。
ま
る
で
神
が
か
り
に
遭
っ
た
亙
女
の
よ
う
な
言
い
草
で
あ
る
が
、

円
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一
途
に
島
村
を
求
め
る
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る
。

火
の
よ
う
に
熱
い
駒
子
の
か
ら
だ
に
頭
を
載
っ
け
た
島
村
は
、
「
ぢ

か
に
生
き
て
ゐ
る
思
い
」
が
し
て
、
「
駒
子
の
激
し
い
呼
吸
に
つ
れ
て
、

現
賓
と
い
ふ
も
の
が
停
は
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
な
つ
か
し
い
悔
恨
に
似

て
、
た
だ
も
う
安
ら
か
に
な
に
か
の
復
讐
を
待
つ
心
の
や
う
で
あ
っ

た
」
(
九
九
)
と
あ
る
。
非
現
実
へ
の
逃
避
を
続
け
て
い
る
こ
と
へ
の

「
悔
恨
」
と
そ
の
こ
と
へ
の
「
復
讐
こ
を
受
け
る
こ
と
の
欲
求
が
島
村

に
は
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
文
句
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

「
悔
恨
」
と

「
復
讐
一
己
は
、
川
端
が
亡
き
母
か
ら
受
け
る
よ
う
な
、
「
な
つ
か
し
」
さ

と
「
安
ら
か
」
さ
が
付
随
し
て
い
る
点
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
駒
子
へ
の
「
悔
恨
」
と
「
復
讐
」
の
気
持
ち
は
、
繰
り
返
し
島

村
を
襲
う
。
そ
れ
は
こ
の
後
葉
子
が
駒
子
の
代
理
で
島
村
を
訪
れ
る
と

き
に
、
葉
子
と
駆
け
落
ち
で
も
す
れ
ば
、
「
駒
子
へ
の
激
し
い
謝
罪
」

(
一
O
九
)
に
な
る
の
で
は
、
ま
た
「
な
に
か
し
ら
刑
罰
」
(
一

O
九
)

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
と
思
う
場
面
が
あ
る
が
、
「
謝
罪
」
と

い
い
「
刑
罰
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
悔
恨
」
と
「
復
讐
」
と
パ
ラ

レ
ル
を
な
す
島
村
の
内
面
の
表
明
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

朝
の
七
時
と
夜
中
の
三
時
に
二
度
も
、
忙
し
い
仕
事
の
聞
を
盗
ん
で

く
る
駒
子
の
思
い
入
れ
に
、
「
島
村
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
」
(
一

O

ニ

を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

「
来
週
は
紅
葉
で
い
そ
が
し
い
」
と
言
っ
て
駒
子
は
帰
っ
て
行
っ
た

か
ん
ふ
う
き
ゃ
く

が
、
観
楓
客
の
歓
迎
の
た
め
の
飾
り
立
て
に
、
門
口
で
紅
葉
の
枝
に
あ

け
び
の
実
の
付
い
た
蔓
を
結
び
付
け
て
い
る
の
を
見
て
、
島
村
は
「
あ

け
ぴ
の
冷
た
い
賓
を
握
っ
て
み
な
が
ら
、
ふ
と
帳
場
の
方
を
見
る
と
、

葉
子
が
燈
端
に
坐
っ
て
ゐ
た
。」
(
一
O
二
)
何
気
な
い
偶
然
の
よ
う
に

書
い
て
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
葉
子
は
ま
さ
に
「
冷
た
い
あ
け
ぴ

の
賓
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
葉
子
は
人
手
が
足
り
な
い
の
で
、

勝
手
働
き
に
来
て
い
た
。

島
村
は
駒
子
の
彼
に
対
す
る
「
美
し
い
徒
勢
」
の
よ
う
な
愛
情
を
哀

れ
に
思
い
な
が
ら
も
、
自
分
が
そ
れ
に
応
え
て
や
れ
な
い
の
で
、
自
ら

を
も
哀
れ
む
が
、
「
そ
の
や
う
な
あ
り
さ
ま
を
無
心
に
刺
し
透
す
光
に

似
た
目
が
、
葉
子
に
あ
り
さ
う
な
気
が
し
て
、
島
村
は
こ
の
女
に
も
惹

か
れ
る
の
だ
っ
た
。」
(
一
O
二
一)
あ
け
ぴ
の
実
は
女
の
セ
ッ
ク
ス
の
シ

ン
ボ
ル
で
も
あ
る
が
、
葉
子
の
そ
れ
は
「
冷
た
い
」
も
の
で
、
駒
子
の

「
熱
い
」
(
九
九
)
そ
れ
と
は
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
か
ら
、
非
現
実
を

好
む
島
村
は
、
対
照
的
な
二
つ
の
も
の
が
対
立
し
て
い
て
、
し
か
も
結

び
付
い
て
い
る
様
を
好
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
島
村
は
非
現
実
を
好

む
審
美
主
義
者
で
あ
る
。

実
態
を
見
な
い
翻
訳
と
い
う
仕
事
自
体
が
「
夢
幻
の
世
界
」
に
関
わ

り
の
あ
る
島
村
は
、
肉
を
売

っ
て
生
き
て
い
る
現
実
世
界
の
住
人
駒
子

と
対
比
し
て
己
を
観
察
し
、
「
自
分
を
冷
笑
す
る
」
が
、
そ
う
し
た
観

察
の
視
線
は
、
「
見
最
ど
も
の
悶
死
す
る
あ
り
さ
ま
」
(
一

O
五
)
に
も
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向
け
ら
れ
る
。
秋
が
冷
え
る
と
見
虫
は
悶
死
す
る
。
島
村
の
余
裕
の
あ

る
人
生
と
は
違
う
駒
子
の
よ
う
な
女
の
世
界
も
、
昆
虫
の
生
に
似
て
い

る
。
季
節
の
推
移
は
、
人
と
虫
・
花
な
ど
の
自
然
の
推
移
と
パ
ラ
レ
ル

を
な
し
て
動
く
と
い
う
の
が
、

川
端
の
自
然
描
写
の
特
徴
で
あ
る
こ
と

は
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
秋
の
終
罵
は
特
に
こ
の
こ
と
が
顕
著
に
見
ら

れ
る
。
そ
の
様
の
見
事
な
描
写
を
引
用
し
よ
う
。

秋
が
冷
え
る
に
つ
れ
て
、
彼
の
部
屋
の
畳
の
上
で
死
ん
で
ゆ
く
轟

も
日
毎
に
あ
っ
た
の
だ
。
翼
の
堅
い
虫
は
、

ひ
つ
く
り
か
へ
る
と
、

も
う
起
き
直
れ
な
か
っ
た
。
蜂
は
少
し
歩
い
て
韓
ぴ
、
ま
た
歩
い
て

倒
れ
た
。
季
節
の
移
る
や
う
に
自
然
と
亡
び
て
ゆ
く
、
静
か
な
死
で

あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
近
づ
い
て
見
る
と
脚
や
鰯
貨
を
顛
は
せ
て
悶
え

て
ゐ
る
の
だ
っ
た
。
(
略
)

島
村
は
死
骸
を
捨
て
よ
う
と
し
て
指
で
拾
ひ
な
が
ら
、
家
に
残
し

て
来
た
子
供
達
を
ふ
と
思
ひ
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

窓
の
金
網
に
い
つ
ま
で
も
と
ま
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
死

ん
で
ゐ
て
、
枯
葉
の
や
う
に
散
っ
て
ゆ
く
蛾
も
あ
っ
た
。
壁
か
ら
落

ち
て
来
る
の
も
あ
っ
た
。
手
に
取
っ
て
み
て
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
美

し
く
出
来
て
ゐ
る
の
、
だ
ろ
う
と
、
島
村
は
思
っ
た
。

そ
の
最
除
け
の
金
網
も
取
り
は
づ
さ
れ
た
。
最
の
声
が
め
っ
き
り

寂
れ
た
。

園
境
の
山
々
は
赤
錆
色
が
深
ま
っ
て
、
夕
日
を
受
け
る
と
少
し
冷

た
い
鎮
石
の
や
う
に
鈍
く
光
り
、
宿
は
紅
葉
の
客
の
盛
り
で
あ
っ

た
。
(一

O
五
ー

O
六
)

虫
の
死
骸
を
見
て
、
置
い
て
き
た
自
分
の
子
ど
も
の
こ
と
を
ふ
と
思
い

一
見
、
『
城

出
す
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
の
あ
る
島
村
は
、

の
崎
に
て
』
(
一
九

一
七
)
で
、
屋
根
の
上
に
蜂
の
死
骸
を
見
た
り
、

ゐ
も
り

川
の
流
れ
の
中
で
投
げ
た
石
に
偶
然
当
た
っ
て
死
ん
で
い
く
蝶
蝶
に

「
生
き
物
の
寂
し
さ
」

(凶
)を
感
じ
る
志
賀
直
哉
の
姿
勢
を
思
わ
せ
る

が
、
死
ん
だ
蛾
の
美
し
さ
に
感
嘆
す
る
島
村
は
、
む
し
ろ
本
質
的
に
は

審
美
主
義
者
で
あ
る
。

『雪
園
」
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
川
端
の
感
覚

の
力
の
多
様
な
表
現
の
仕
方
の

一
例
と
し
て
、
竹
西
寛
子
も
、
こ
の
蜂

の
死
ん
で
い
く
様
の
見
事
な
即
物
的
描
写
に
注
目
し
て
い
る
。
(
日
)こ

の
よ
う
な
島
村
の
姿
を
見
る
と
、
筆
者
は
、
イ
ギ
リ
ス

・
ロ
マ
ン
主
義

の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
、
宇
宙
の
不
思
議
に
驚
く
感
性
に
生
き
よ
う

と
し
た
『
武
蔵
野
』
の
作
者
濁
歩
、
そ
し
て

「自
然
の
力
」
の
前
に
人

間
の
卑
小
さ
を
客
観
視
し
た
『
妻
』
お
よ
び

『蒲
団
』
の
作
者
花
袋
の

感
性
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
(
日
)

こ
の
週
は
紅
葉
の
客
で
忙
し
い
の
で
、
駒
子
は
ゆ
っ
く
り
と
島
村
の

と
こ
ろ
に
は
来
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
宿
に
手
伝
い
に
来
て
い
る

葉
子
に
言
伝
の
書
き
つ
け
を
届
け
さ
せ
る
。
そ
れ
で
初
め
て
葉
子
と
部

-89-



9 文化/第 25巻第 1号/2013芸術文学

屋
の
中
で
話
を
す
る
機
会
が
で
き
る
。
葉
子
は
駒
子
が
「
惜
い
」
と
い

い
な
が
ら
も
、
島
村
に
駒
子
は
「
可
哀
想
な
ん
で
す
か
ら
、
よ
く
し
て

あ
げ
て
下
さ
い
」
(
一
O
八
)
と
頼
む
。
そ
し
て
さ
ら
に
駒
子
が
葉
子

の
こ
と
を
「
気
ち
が
ひ
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
も
い
う
。
こ
の
あ

た
り
の
葉
子
の
駒
子
に
対
す
る
気
持
ち
の
表
現
は
わ
か
り
に
く
い
。

駒
子
が
葉
子
の
一
途
に
看
病
し
て
い
た
恋
人
と
思
え
る
行
男
の
い
い

な
ず
け
で
は
な
い
と
葉
子
は
否
定
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
で
葉
子
は

駒
子
と
行
男
を
取
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
三
角
関
係
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
葉
子
が
駒
子
を
「
憎
い
」
と
思
う
の
は
、
恐
ら
く
行
男
は
駒

子
の
こ
と
を
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
駒
子
は
こ
れ
を
無
視
し
て
き

た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
島
村
が
東
京
に
帰
る
と
き
に
駅
ま
で

見
送
り
に
来
て
い
た
駒
子
を
、
行
男
が
危
篤
だ
か
ら
す
ぐ
来
る
よ
う
に

呼
び
に
来
た
と
き
も
、
駒
子
は
頑
と
し
て
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。
そ
し
て

行
男
の
死
に
目
に
も
会
わ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
葉
子
の
駒
子

を
憎
く
思
う
気
持
ち
の
も
と
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。だ

が

一
方
で
は
、
葉
子
は
島
村
に
も
う
看
護
婦
の
勉
強
は
し
な
い
と

い
う
。
看
護
は
行
男
ひ
と
り
だ
け
で
、
も
う
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
葉

子
の
生
き
方
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。
何
で
も
葉
子
は
一
つ
の
こ
と
に

集
中
し
て
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
人
を
見
る
日

も
、
刺
し
貫
く
よ
う
な
視
線
と
な
っ
て
、
島
村
を
驚
か
せ
、
「
彼
女
の

己
県
剣
過
ぎ
る
素
振
り
は
、

い
つ
も
異
常
な
事
件
の
巽
中
に
ゐ
る
と
い
ふ

風
に
見
え
る
」
(
一

O
六
)
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
葉
子
が
こ
の
よ
う
な
精
神
的
で
一
途
な
愛
し
方
・
生
き
方
を
続
け

て
い
る
と
、
「
気
ち
が
ひ
に
な
る
」
と
駒
子
が
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
逆

に
駒
子
の
方
は
、
肉
を
通
し
て
男
を
愛
し
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
に
報
い

や
は
り
駒
子
自
身
も
「
気
ち
が
ひ
に
な
る
」

ら
れ
な
い
と
、

し
か
し
、

の
で
は
な
い
か
?
八
月
に
は
「
神
経
衰
弱
」
に
な
っ
て
、
「
気
ち
が
ひ

に
な
る
の
で
は
と
心
配
だ
っ
た
わ
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

葉
子
が
駒
子
の
こ
と
を
「
可
哀
想
な
ん
で
す
か
ら
、

よ
く
し
て
あ
げ

て
下
さ
い
」
と
い
う
の
は
、
葉
子
の
精
神
的
な
愛
と
は
対
照
的
な
エ
ロ

ス
を
媒
体
と
す
る
駒
子
の
愛
し
方
に
も
、
そ
れ
に
報
い
ら
れ
な
い
と
崩

壊
す
る
と
い
う
、
自
分
と
同
じ
危
険
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
、
葉
子
は

察
知
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
、
だ
か
ら
、
島
村
が
、
「
僕
は
な
ん
に
も

し
て
や
れ
な
い
ん
だ
よ
」
(
一
二
一
)
と
い
う
と
、
「
葉
子
の
目
頭
に
涙

が
溢
れ
て
来
」

て
、
畳
に
落
ち
て
い
た
蛾
を
つ
か
ん
で
殺
し
て
し
ま

う
。
こ
の
小
さ
い
蛾
と
い
う
の
は
、
葉
子
自
身
の
姿
で
は
な
い
か
。
そ

う
し
て
葉
子
が
部
屋
を
出
て
い
く
と
、
「
島
村
は
寒
気
が
し
た
」
と
い

う
が
、
す
で
に
島
村
は
葉
子
が
「
気
ち
が
ひ
」
に
な
る
予
兆
を
こ
こ
で

察
知
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

駒
子
は
島
村
に
、
「
あ
の
子
を
見
て
る
と
、
行
末
私
の
つ
ら
い
荷
物

に
な
り
さ
う
な
気
が
す
る
の
」
(
一

一
四
)
と
い
い
、
葉
子
の
未
来
を
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予
見
す
る
よ
う
な
こ
と
を
い
う
が
、
同
時
に
「
あ
ん
た
み
た
い
な
人
の

手
に
か
か
っ
た
ら
、
あ
の
子
は
気
ち
が
ひ
に
な
ら
ず
に
す
む
か
も
し
れ

な
い
わ
。
私
の
荷
を
持
っ
て
行
っ
ち
や
っ
て
く
れ
な
い
?
」
(
一
一
五
)

と
も
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
?
一
途
な
葉
子
で
あ

る
か
ら
こ
の
ま
ま
い
く
と
気
が
狂
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
遊
び
人

の
島
村
が
相
手
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
気
休
め
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
意
味
に
も
受
け
取
れ
る
。
島
村
は
駒
子
の
こ
の
言
葉
を
酔
っ
た
上

で
の
い
い
加
減
な
も
の
と
思
う
が
、
駒
子
の
言
葉
は
案
外
的
を
射
た
も

の
に
も
思
え
る
。
「
酔
っ
て
管
を
巻
い
て
い
る
と
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る

わ
?
あ
の
子
が
あ
ん
た
の
傍
で
可
愛
が
ら
れ
て
る
と
思
っ
て
、
私
は
こ

の
山
の
な
か
で
身
を
持
ち
崩
す
の
。
し
い
ん
と
い
い
気
持
ち
」

(
一
一
五
)
と
い
う
。
こ
れ
は
駒
子
に
と
っ
て
は
、
師
匠
お
よ
び
師
匠

の
息
子
行
男
と
の
縁
で
結
ぼ
れ
た
、
切
り
離
し
得
な
い
存
在
と
し
て
の

葉
子
の
み
な
ら
ず
、
自
分
の
精
神
的
分
身
で
も
あ
る
葉
子
と
い
う
お
荷

物
を
、
島
村
に
預
け
て
肩
の
荷
を
下
ろ
せ
る
自
分
の
軽
や
か
さ
を
想
像

し
て
言
っ
た
も
の
と
思
え
る
。

酔
っ
た
駒
子
を
下
宿
先
の
雑
貨
屋
に
送
っ
て
行
っ
て
、
下
の
部
屋
で

夫
婦
と
五
六
人
の
子
ど
も
が
煎
餅
布
団
で
体
を
寄
せ
合
っ
て
寝
て
い
る

姿
を
点
描
し
、
二
階
に
上
が
っ
て
駒
子
の
「
狐
狸
の
棲
家
」
(
一
一
ム
ハ
)

の
よ
う
な
、
荒
れ
た
、
だ
だ
っ
広
い
古
畳
の
部
屋
に
、
東
京
暮
ら
し
の

名
残
り
の
「
柾
目
の
み
ご
と
な
箪
笥
や
朱
塗
の
賛
津
な
裁
縫
箱
」
が

む

ざ

ん

「
無
断
」
(
一

一
七
)

に
捨
て
置
か
れ
て
い
る
の
を
点
描
す
る
作
者
は
、

こ
こ
に
あ
と
三
年
半
年
期
が
あ
け
る
ま
で
住
む
駒
子
の
身
の
上
に
思
い

を
寄
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
一
方
的
に
非
現
実
の
世
界
に
と
ど
ま
る

の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
現
実
へ
と
移
行
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
島

村
の
姿
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

下
宿
か
ら
再
び
島
村
を
宿
に
ま
で
送
っ
て
き
た
駒
子
は
、
冷
酒
を
調

達
し
て
き
で
島
村
に
も
飲
ま
せ
る
が
、
こ
れ
で
気
分
を
悪
く
し
て
伏
せ

る
島
村
に
、
駒
子
は
、
ま
る
で
子
ど
も
を
あ
や
す
母
の
よ
う
に
し
て
そ

の
身
体
を
温
め
介
抱
す
る
。
そ
れ
で
つ
い
島
村
は
「
君
は
い
い
子
だ

ね
」
(
一
一
九
)
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
「
よ
く
な
い
わ
。
つ
ら
い
か
ら

蹄
っ
て
頂
戴
」
と
い
い
、
島
村
と
は
じ
め
て
会
っ
た
と
き
に
島
村
が
失

礼
な
こ
と
を
言
っ
た
(
駒
子
を
前
に
、
別
の
芸
者
を
呼
ん
で
く
れ
と

い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
)
の
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
こ
れ
ま
で
黙
っ

て
い
た
が
、
「
女
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
は
せ
る
や
う
に
な
っ
た
ら
お
し

ま
ひ
ぢ
ゃ
な
い
の
」
(
一
一
九
)
と
迫
る
が
、
こ
の
わ
ざ
と
ら
し
い
言

い
方
は
駒
子
が
島
村
を
思
い
切
ろ
う
と
す
る
気
持
の
表
れ
で
あ
る
。

問
題
は
「
君
は
い
い
子
だ
ね
」
を
島
村
が
少
し
言
い
換
え
て
、
「
君

は
い
い
女
だ
ね
」
二
二

O
)
と
言
っ
た
と
き
に
駒
子
が
し
た
反
応
で

あ
る
。
こ
れ
を
駒
子
は
セ
ッ
ク
ス
の
う
ま
い
女
と
解
釈
し
て
、
島
村
が

彼
女
を
芸
者
と
し
て
「
笑
っ
て
た
」
と
受
け
取
り
、
突
然
怒
り
出
し
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
駒
子
は
悔
し
が
り
、
「
悲
し
い
わ
」
と
言
っ
て
、

-
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突
っ
伏
し
て
泣
く
。
こ
の
「
悲
し
い
わ
」
は
、
二
度
目
に
島
村
が
駒
子

に
会
い
に
来
た
と
き
に
交
わ
っ
た
際
に
も
、
駒
子
が
口
に
し
た
言
葉
で

あ
る
。
女
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
が
、
こ
の
よ
う
に
駒
子
を
悔
し
が
ら

せ
、
悲
し
ま
せ
る
。
だ
が
、
島
村
も
、
駒
子
に
言
わ
れ
て
み
て
、
は
じ

め
て
自
分
の
無
意
識
の
も
の
言
い
の
な
か
に
、
「
十
分
に
心
疾
し
い
も

の
が
あ
っ
た
」
ご
二

O
)
こ
と
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ

れ
も
、
島
村
の
非
現
実
へ
の
執
着
の
修
正
を
促
す
一
コ
マ
で
あ
る
。

だ
が
ふ
い
に
出
て
い
っ
た
駒
子
は
「
考
へ
直
し
て
来
た
」
と
言
っ

て
、
島
村
を
湯
に
誘
い
、
う
つ
む
き
加
減
に
先
に
立
っ
て
廊
下
を
歩
く

が
、
そ
の
姿
は
、
一
罪
を
あ
ば
か
れ
て
曳
か
れ
て
行
く
人
に
似
た
姿
で

あ
っ
た
」
(
一
一
一
一
)
と
い
う
。
「
罪
」
と
は
、
彼
女
が
女
で
、
セ

ッ
ク

ス
好
き
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
自
覚
す

る
が
ゆ
え
の
悲
し
み
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
駒
子
の
「
罪
」
を
購
う
の

が
、
雪
中
火
事
で
身
を
犠
牲
に
す
る
葉
子
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

最
後
に
検
討
す
る
。

翌
朝
は
雪
で
あ
っ
た
。

島
村
は
去
年
の
暮
の
あ
の
朝
雪
の
鏡
を
思
ひ
出
し
て
鏡
蓋
の
方
を

見
る
と
、
鏡
の
な
か
で
は
牡
丹
雪
の
冷
た
い
花
び
ら
が
尚
大
き
く
浮

か
び
、
襟
を
開
い
て
首
を
ふ
ゐ
て
い
る
駒
子
の
ま
は
り
に
、
白
い
線

を
漂
は
し
た
。

駒
子
の
肌
は
洗
ひ
立
て
の
や
う
に
清
潔
で
、
島
村
の
ふ
と
し
た
言

葉
も
あ
ん
な
風
に
聞
き
ち
が
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
女
と
は
到
底
思
へ
な
い

と
こ
ろ
に
、
反
っ
て
逆
ら
い
難
い
悲
し
み
が
あ
る
か
と
見
え
た
。

二
二

O
l
二
一
)

鏡
の
中
の
駒
子
は
「
清
潔
」
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
切
る
性

を
持
つ
女
で
あ
る
こ
と
の
「
悲
し
み
」
を
島
村
は
、
正
確
に
見
抜
い
て

い
る
。

」
う
し
て
雪
と
な
り
、
秋
は
終
わ
っ
た
。

紅
葉
の
鋳
色
が
日
毎
に
暗
く
な
っ
て
ゐ
た
遠
い
山
は
、
初
雪
で
あ

ざ
や
か
に
生
き
か
へ
っ
た
。

薄
く
雪
を
つ
け
た
杉
林
は
、
そ
の
杉
の
一
つ

一
つ
が
く
っ
き
り
と

目
立
っ
て
、
鋭
く
天
を
指
し
な
が
ら
地
の
雪
に
立
っ
た
。
(
一

二
二
)

こ
れ
は
島
村
の
意
識
の
変
化
を
測
る
上
で
重
要
な
一
節
で
あ
る
。
自
然

は
春
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
冬
に
も
生
き
返
る
。
「
遠
い
山
」

と
は
、
島
村
に
と
っ
て
の
非
現
実
の
世
界
の
象
徴
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

「
夢
」
の
世
界
の
「
山
」
が
夢
を
破

っ
て
初
雪
で
再
生
し
た
よ
う
に
、

鏡
の
な
か
で
雪
の
花
び
ら
に
浮
か
ぶ
清
潔
な
駒
子
も
、
非
現
実
の
夢
の

世
界
か
ら
脱
却
し
て
再
生
を
、
そ
し
て
島
村
の
非
現
実
の
夢
か
ら
の
目

-92 
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覚
め
と
再
生
も
、
作
者
は
こ
う
し
て
冬
の
到
来
と
い
う
季
節
の
区
切
り

で
も
っ
て
暗
示
し
て
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
雪
を
つ
け
た
杉
の

一
本

一
本
が
鋭
く
天
を
指
し
て
、
地
の
雪
に
立
つ
と
い
う
表
現
は
、
こ

の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
で
あ
る
と
い
う
残
酷
な
真
実

を
知
っ
た
後
の
駒
子
を
待
っ
て
い
る
島
村
と
の
別
れ
の
必
然
性
、
同
じ

く
島
村
の
自
覚
す
る
駒
子
と
の
別
れ
の
必
然
性
が
男
と
女
の
季
節
を
変

え
、
意
識
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
る
。

島
村
と
駒
子
に
残
る
も
の
は
、
こ
の
別
れ
で
あ
る
。
島
村
に
と
っ
て

ち
じ
み

の
別
れ
の
契
機
は
、
麻
の
縮
の
産
地
見
物
で
あ
り
、
駒
子
に
と
っ
て
の

別
れ
の
契
機
は
、
繭
小
屋
の
雪
中
火
事
で
あ
る
。

島
村
が
縮
を
愛
好
す
る
の
は
、

一
途
に
彼
が
自
ら
を
清
め
た
い
と
思

う
衝
動
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
縮
の
晒
し
方
に
つ
い
て
、
島
村
は

く
れ
な
い

「
深
い
雪
の
上
に
晒
し
た
白
麻
に
朝
日
が
照
っ
て
、
雪
か
布
か
が
紅
に

染
ま
る
あ
り
さ
ま
を
考
へ
る
だ
け
で
も
、
夏
の
よ
ご
れ
が
取
れ
さ
う
だ

し
、
わ
が
身
を
さ
ら
さ
れ
る
や
う
に
気
持
よ
か
っ
た
」
(
一
二
三
)
と

い
う
。
こ
の
朝
日
に
染
ま
り
白
麻
が
紅
に
変
わ
る
色
彩
の
変
化
、
つ
ま

り
「
白
」
と
「
紅
」
(
赤
)
の
コ
ン
ト
ラ
ス
は
、
駒
子
の
白
粉
を
塗
つ

た
顔
の
「
白
」
と
そ
れ
を
洗
い
お
と
し
た
後
の
顔
の
「
赤
」
と
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
と
、
島
村
の
意
識
の
上
で
は
、
深
く
関
連
し
て
い
る
。
自
ら

の
心
を
「
晒
し
」
、
清
め
た
い
が
故
に
、
縮
を
好
む
島
村
だ
か
ら
こ
そ
、

朝
日
に
「
晒
し
」
、
清
め
ら
れ
た
駒
子
の
赤
い
顔
に
特
に
執
着
す
る
の

で
あ
る
。

「寒
中
に
織
っ
た
麻
が
暑
中
に
着
て
肌
に
涼
し
い
の
は
陰
陽
の
自
然
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
そ
の
縮
を
愛
好
す
る
島
村
は
、

駒
子
の
中
に
あ
る
「
な
に
か
根
の
涼
し
さ
」
が
縮
と
共
通
し
た
も
の
で

(
一
二
四
)

あ
り
な
が
ら
、
「
駒
子
の
み
の
う
ち
の
あ
つ
い
ひ
と
と
こ
ろ
」
が
こ
れ

を
裏
切
る
の
を
、
「
あ
わ
れ
」
に
思
い
、
縮
が
長
持
ち
す
る
の
に
比
べ

て
、
「
人
間
の
身
の
添
い
馴
れ
は
縮
ほ
ど
の
毒
命
も
な
い
」
(
一
二
四
)

一
途
に
彼
を
愛
し
て
来
る
彼
女
に
同
じ
も
の
を

こ
と
に
思
い
を
馳
せ
、

与
え
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
に
良
心
の
苛
責
を
覚
え
、
「
駒
子

が
虚
し
い
壁
に
突
き
当
た
る
木
霊
に
似
た
音
を
、
自
分
の
胸
の
底
に
雪

が
降
り
つ
む
や
う
に
聞
」
(
一
二
五
)
く
。

「胸
の
底
に
雪
が
降
り
つ
む
」
音
を
聞
く
島
村
の
感
性
は
、
部
屋
で

沸
か
し
て
い
る
古
い
鉄
瓶
の
立
て
る
「
や
は
ら
か
い
松
風
の
音
」
の
さ

ら
に
奥
に
か
す
か
に
鳴
り
つ
づ
け
る
「
小
さ
い
鈴
の
音
」
を
も
捉
え
る

ほ
ど
に
鋭
く
な
っ
て
い
る
。
「
一
人
旅
の
温
泉
で
駒
子
と
舎
ひ
つ
づ
け

る
う
ち
に
妙
に
鋭
く
な
っ
て
来
」
(
一
一
一
七
)

く
に
鳴
り
し
き
る
鈴
の
音
は
「
小
刻
み
に
歩
い
て
来
る
駒
子
の
小
さ
い

足
」
を
連
想
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
い
。
「
島
村
は
驚
い
て
、
最
早
こ

た
と
い
う
が
、
そ
の
遠

こ
を
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
心
立
っ
た
。」
(
一
二
五
)
こ
の
よ
う
な
駒
子

の
幻
想
・
幻
聴
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

村
を
追
う
駒
子
の
み
な
ら
ず
、
気
が
狂
う
の
は
、
島
村
も
同
様
で
あ
ろ

一
途
に
島

円
〈

d
n吋
d
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う
。
そ
れ
で
島
村
は
「
こ
の
温
泉
場
か
ら
離
れ
る
は
ず
み
を
つ
け
る
」

(
一
二
五
)
た
め
に
、
縮
の
産
地
に
行
こ
う
と
思
い
立
つ
。

「
先
祖
代
々
雪
に
埋
も
れ
た
欝
陶
し
い
家
」
の
中
で
、
「
雪
の
底
で
手

仕
事
に
根
を
つ
め
た
織
子
達
の
暮
し
は
、
そ
の
製
作
品
の
縮
の
や
う
に

爽
や
か
で
明
る
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
想
像
す
る
島
村
は
、
そ
う

し
た
織
子
の
「
一
心
こ
め
た
」
「
ぜ
い
た
く
な
着
物
」
を
着
て
い
る
自

分
に
、
「

一
心
こ
め
た
愛
」
(
駒
子
)
を
無
慈
悲
に
弄
ん
で
い
る
自
分
の

姿
を
重
ね
合
わ
せ
、
「

一
心
こ
め
た
愛
の
所
行
は
い
つ
か
ど
こ
か
で
人

を
鞭
打
つ
も
の
だ
ろ
う
か
」
(
一
一
一
六
)
と
思
う
が
、
こ
う
し
て
鞭
打

た
れ
た
島
村
は
、
駒
子
と
別
れ
る
た
め
の
「
は
ず
み
」
を
得
る
。
鞭
打

た
れ
た
の
は
島
村
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
川
端
が
こ
の

小
説
を
書
い
た
の
は
、
罪
滅
ぼ
し
の
た
め
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

暮
れ
て
ゆ
く
雪
催
ひ
の
白
い
山
を
後
に
、
島
村
は
温
泉
場
に
一
戻
っ
て

来
る
と
、
「
寒
気
が
星
を
磨
き
だ
す
や
う
に
冴
え
て
来
」
(
一
一
一
八
)
る

な
か
を
、
車
で
小
料
理
屋
の
菊
村
の
前
を
通
り
か
か
る
と
、
門
口
で
立

ち
話
を
し
て
い
る
芸
者
の
な
か
に
駒
子
が
い
る
。
車
が
徐
行
す
る
と
駒

子
が
い
き
な
り
車
に
飛
び
つ
き
、

「
窓
を
抱
く
や
う
に
片
腕
を
あ
げ

た
。」
(
一二
八
)
「
島
村
は
ふ
わ
り
と
温
い
も
の
に
寄
り
添
は
れ
た
や

う
」
に
感
じ
る
が
、
こ
の
感
覚
は
、
冷
酒
を
飲
ん
で
気
分
を
悪
く
し
た

と
き
の
島
村
が
感
じ
る
駒
子
の
母
が
子
に
寄
り
添
う
感
覚
の
再
現
で
あ

ろ
う
。
早
く
に
孤
児
と
な
っ
た
川
端
に
と
っ
て
の
母
性
回
帰
の
衝
動
の

表
明
で
も
あ
ろ
う
。

そ
し
て
旅
館
の
前
で
止
ま
っ
た
車
か
ら
降
り
た
二
人
が
耳
に
す
る
の

す
り
、
は
ん
し
よ
う

が
、
擦
半
鐘
の
音
で
あ
り
、
見
る
の
が
下
の
村
の
ま
ん
な
か
に
あ
が
る

ま
ゆ
く
ら

火
の
手
で
あ
る
。
映
画
を
上
映
し
て
い
た
繭
蔵
で
、
フ
ィ
ル
ム
か
ら
火

が
出
た
と
い
う
の
を
聞
く
。
駒
子
と
島
村
は
火
事
場
め
が
け
て
坂
道
を

駆
け
下
り
て
ゆ
く
。
見
上
げ
る
空
に
は
天
の
河
が
浮
か
ん
で
い
る
。
こ

れ
を
見
た
島
村
の
最
初
の
印
象
に
注
意
し
た
い
。

:
・
天
の
河
の
な
か
へ
腫
胞
が
ふ
う
と
浮
き
上
っ
て
ゆ
く
や
う
だ
つ

:
裸
の
天
の
河
は
夜
の
大
地
を
素
肌
で
巻
か
う
と
し
て
、
直
ぐ

たそ
こ
に
降
り
て
来
て
ゐ
る
。
恐
ろ
し
い
艶
め
か
し
さ
だ
。」

/ ー¥

一
一一一一一一¥、ー/

島
村
が
裸
の
艶
め
か
し
い
天
の
河
に
抱
き
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
錯
覚
を

抱
く
が
、
こ
の
後
起
こ
る
葉
子
の
二
階
桟
敷
か
ら
の
地
上
へ
の
落
下
の

場
面
の
解
釈
に
と
っ
て
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
天
の
、
河
が
垂

れ
下
が
っ
て
い
る
暗
い
山
へ
向
か
っ
て
、
駒
子
と
島
村
が
走
っ
て
行

く
。
火
事
場
に
到
着
す
る
ま
で
の
聞
に
も
、
駒
子
は
島
村
と
の
最
後
の

別
れ
を
予
感
し
て
、
道
行
の
場
面
の
よ
う
な
最
後
の
睦
言
を
繰
り
返

す
。
島
村
が
駒
子
の
こ
と
を
一
い
い
女
」
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

94-
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の
「
女
の
程
の
底
ま
で
食
ひ
入
っ
た
言
葉
」
の
た
め
に
、
駒
子
は
「
あ

ん
た
と
離
れ
る
の
こ
は
い
わ
」
(
一
三
四
)
と
さ
え
言
う
。

「
あ
ん
た
が
行
っ
た
ら
、
私
は
箕
面
白
に
暮
ら
す
の
」
(
一
三
五
)
と

言
い
な
が
ら
も
、
「
女
の
匂
ひ
の
す
る
」
の
が
不
思
議
な
駒
子
で
あ
る

が
、
こ
の
駒
子
の
二
面
性
を
具
現
し
て
い
る
の
が
、
島
村
の
見
る
天
の

河
で
あ
る
。
天
の
河
は
「
し
い
ん
と
冷
え
る
寂
し
さ
で
あ
り
な
が
ら
、

な
に
か
艶
め
か
し
い
驚
き
」
で
も
あ
る
。

空
が
暗
い
山
を
抱
く
と
い
う
「
空
」
と
「
山
」

の
交
わ
り
の
場
面

は
、
す
で
に
島
村
と
駒
子
の
交
わ
り
の
場
面
で
、
詳
し
く
論
じ
た
。
こ

こ
は
そ
の
時
の
場
面
の
再
現
で
あ
る
。
火
の
粉
が
天
の
河
に
吹
き
上
げ

て
散
り
広
が
る
の
を
受
け
て
、
天
の
河
が
流
れ
降
り
て
来
る
。
昇
っ
て

行
く
火
と
、
上
か
ら
降
り
て
来
る
河
と
の
交
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
天
に

向
か
っ
て
吹
き
あ
げ
る
火
の
粉
は
、
い
わ
ば
駒
子
の
最
後
の
女
の
燃
え

る
愛
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
駒
子
の
熱
い
手
を
握
っ
て

い
る
島
村
は
、
駒
子
の
熱
い
胸
に
手
を
入
れ
て
抱
き
し
め
た
い
衝
動
に

駆
ら
れ
る
。
島
村
が
感
じ
る
よ
う
に
「
別
離
が
迫
っ
て
ゐ
る
」

(
一
三
八
)
の
で
、
駒
子
は
こ
う
し
て
か
ら
だ
を
火
照
ら
せ
て
、
炎
と

な
り
、
火
の
粉
を
噴
き
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
燃
え
る
駒
子
を
抱
き
し
め
て
、
そ
の
炎
を
消
す
の
は
、
し
か

し
、
島
村
で
は
な
い
。
そ
れ
を
や
っ
て
の
け
る
の
は
、
天
の
河
で
あ

る
。
そ
し
て
天
の
河
に
抱
き
し
め
ら
れ
る
の
も
、
駒
子
当
人
で
は
な

い
。
そ
れ
は
駒
子
の
分
身
で
、
駒
子
の
燃
え
る
女
の
生
賢
と
な
っ
て
、

駒
子
の
炎
を
消
し
て
や
る
葉
子
で
あ
る
。
葉
子
は
駒
子
と
い
う
性
の
炎

が
焼
き
尽
く
し
た
残
骸
、
つ
ま
り
燃
え
落
ち
た
繭
蔵
(
繭
蔵
そ
の
も
の

が
駒
子
の
棲
家
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
)
の
犠
牲
者
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
葉
子
が
二
階
桟
敷
か
ら
地
上
に
落
ち
る
聞
の
出
来
事
で

あ
る
。
失
神
し
た
ま
ま
の
葉
子
は
、
「
人
形
じ
み
た
、
不
思
議
な
落
ち

方
」
を
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
島
村
は
、
「
非
現
{
貫
的
な
世
界
の
幻
影
」

の
よ
う
に
見
る
。
こ
う
し
て
小
説
は
最
後
ま
で
「
非
現
実
の
鏡
の
世

界
」
を
踏
襲
し
て
い
る
。

女
の
龍
は
空
中
で
水
平
だ
っ
た
。
島
村
は
ど
き
っ
と
し
た
け
れ
ど

も
、
と
っ
さ
に
危
倹
も
恐
怖
も
感
じ
な
か
っ
た
。
非
現
賓
の
世
界
の

幻
影
の
や
う
だ
つ
た
。
硬
直
し
て
ゐ
た
躍
が
空
中
に
放
り
落
と
さ
れ

て
柔
軟
に
な
り
、
し
か
し
、
人
形
じ
み
た
無
抵
抗
さ
、
命
の
通
っ
て

生
も
死
も
休
止
し
た
や
う
な
姿
だ
っ
た
。

ゐ
な
い
自
由
さ
で
、

(
一
三
九
)

筆
者
は
駒
子
に
代
わ
っ
て
葉
子
が
天
の
河
に
抱
か
れ
る
と
い
っ
た
が
、

こ
む
ら

そ
れ
は
葉
子
が
地
上
で
排
を
痘
撃
さ
せ
る
の
を
島
村
が
目
撃
す
る
の
み

な
ら
ず
、
空
中
を
落
下
す
る
際
の
葉
子
の
体
位
と
足
の
あ
り
方
が
交
わ

り
の
体
位
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
島
村
に
よ
っ
て
目
撃
さ
れ
て
い
る
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か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
痘
筆
よ
り
も
先
き
に
、
島
村
は
葉
子
の
顔
と
赤
い
矢
耕
の
着

物
を
見
て
ゐ
た
。
葉
子
は
仰
向
け
に
落
ち
た
。
片
膝
の
少
し
上
ま
で

裾
が
ま
く
れ
て
ゐ
た
。
地
上
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
、
排
が
痘
筆
し
た
だ

け
で
、
失
心
し
た
ま
ま
ら
し
か
っ
た
。
島
村
は
や
は
り
な
ぜ
か
死
は

感
じ
な
か
っ
た
が
、
葉
子
の
内
生
命
が
愛
形
す
る
、
そ
の
移
り
目
の

や
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
(
一
三
九
i

四
O
)

仰
向
け
に
さ
れ
て
、
裾
を
ま
く
ら
れ
、
府
民
撃
さ
せ
ら
れ
、
失
神
し
て
い

る
と
な
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
性
交
の
描
写
で
あ
ろ
う
。
「
葉
子

の
内
生
命
が
愛
形
す
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
を
島
村
は
感
じ
て
、
「
足
先
ま
で
冷
た
い
痘
撃
が
走
」
り
、

「
な
に
か
せ
つ
な
い
苦
痛
と
悲
哀
に
打
た
れ
」
る
が
、
こ
れ
は
天
の
河

に
愛
撫
さ
れ
た
葉
子
の
姿
に
、
駒
子
に
対
す
る
自
分
の
冷
た
い
態
度
の

反
映
を
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
島
村
が
思
い
出
す
の
は
、
列

車
の
中
で
葉
子
の
顔
に
野
山
の
火
が
灯
っ
た
と
き
の
こ
と
で
、
こ
の
葉

子
の
眼
に
灯
る
火
を
思
い
出
す
た
び
に
、
島
村
は
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
て

き
た
駒
子
と
の
歳
月
を
二
重
写
し
に
し
て
見
て
き
た
が
、
こ
の
瞬
間
に

も
葉
子
と
駒
子
は
島
村
の
心
の
鏡
の
な
か
で
、
二
重
写
し
に
な
っ
て
再

現
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
な
に
か
せ
つ
な
い
苦
痛
と
悲
哀
」
が
再
び

意
識
に
上
る
。
川
端
が
「
あ
と
が
き
」
に
い
う
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
に

は
、
島
村
の
女
を
愛
し
え
ぬ
「
悲
し
み
と
悔
い
」
が
表
明
さ
れ
て
い

る
。筆

者
は
先
ほ
ど
葉
子
は
駒
子
の
生
賛
と
し
て
天
の
河
に
抱
か
れ
て
、

失
神
し
た
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
言
葉
を
引
用
し
て
お
く
。

焼
け
落
ち
た
木
材
の
中
に
落
ち
た
葉
子
を
救
い
出
そ
う
と
し
て
駒
子
が

駆
け
寄
る
瞬
間
の
描
写
で
あ
る
。

水
を
浴
び
て
黒
い
焼
屑
が
落
ち
散
ら
ば
っ
た
な
か
に
、
駒
子
は
雲

者
の
長
い
裾
を
曳
い
て
よ
ろ
け
た
。
葉
子
を
胸
に
抱
へ
て
戻
ら
う
と

し
た
。
そ
の
必
死
に
踏
ん
張
っ
た
顔
の
下
に
、
葉
子
の
昇
天
し
さ
う

に
う
つ
ろ
な
顔
が
垂
れ
て
ゐ
た
。
駒
子
は
自
分
の
犠
牲
か
刑
罰
か
を

抱
い
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。
(
一
四

O
)

熱
い
か
ら
だ
の
中
心
を
持
つ
駒
子
を
「
ま
じ
め
」
に
立
ち
返
ら
せ
る
た

め
に
、
自
ら
の
か
ら
だ
を
天
の
河
に
捧
げ
た
葉
子
は
、
い
わ
ば
十
字
架

に
か
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
的
存
在
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と

も
島
村
の
眼
に
は
、
葉
子
を
救
出
す
る
駒
子
の
姿
が
、
引
用
に
あ
る
よ

う
に
、
「
自
分
の
犠
牲
か
刑
罰
か
を
抱
い
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
」
か

ら
で
あ
る
。

抱
き
し
め
た
葉
子
に
対
し
て
駒
子
が
「
こ
の
子
、
気
が
ち
が
ふ
わ
。
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気
が
ち
が
ふ
わ
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
す
で
に
何
度
か
駒
子
が
葉
子
の

張
り
つ
め
た
生
き
方
へ
の
警
告
と
し
て
口
に
し
て
き
た
言
葉
で
あ
り
、

己
を
駒
子
の
犠
牲
に
し
て
天
の
河
に
捧
げ
る
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
葉

子
の
姿
は
、
そ
う
し
た
葉
子
の
生
き
方
の
行
き
つ
く
先
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
葉
子
の
内
生
命
が
愛
形
す
る
」
と
島
村
が
見

た
も
の
を
、
駒
子
は
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
と
思
え
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
駒
子
に
よ
る
葉
子
救
出
の
姿
を
見
て
、
島
村
が

最
後
に
感
じ
る
「
さ
あ
と
音
を
立
て
て
天
の
河
が
島
村
の
な
か
へ
流
れ

落
ち
る
や
う
で
あ
っ
た
」
(
一
四

O
)
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
?
葉
子
が
身
を
捧
げ
た
天
の

河
は
、
島
村
自
身
で
も
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
島
村
は
火
事

の
現
場
に
急
ぐ
聞
に
、
何
度
か
天
の
河
に
掬
い
上
げ
ら
れ
た
り
、
身
を

浸
さ
れ
た
り
す
る
興
奮
を
味
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
天
の
河
の

な
か
へ
龍
が
ふ
う
と
浮
き
上
っ
て
ゆ
く
や
う
だ
つ
た
」
(
一
一一一一
一
)
と

か
、
「
大
き
い
極
光
の
や
う
で
も
あ
る
天
の
河
は
島
村
の
身
を
浸
し
て

流
れ
て
:
・
」
(
一
三
五
)
と
か
、
「
島
村
は
ま
た
天
の
河
へ
掬
ひ
上
げ
ら

れ
て
ゆ
く
や
う
だ
つ
た
」
(
一
三
八
)
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
島
村
は
最
後
に
「
暗
い
山
の
底
に
吸
は
れ
て
行
く
」

(
二
二
六
)
駒
子
と
は
対
照
的
に
、
空
へ
と
上
昇
し
、
天
の
河
と
一
体

化
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
が
、
も
と
も
と
島
村
は
駒
子
と
の
交

わ
り
で
、
「
山
」
と
し
て
の
駒
子
に
対
し
て
「
空
」
を
演
じ
て
き
た
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
天
の
河
」
と
い
う
空
の
役
割
を
再
現
し

て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
、
今
は
葉
子
の
前
に
噴
罪
し
て
い

る
駒
子
が
い
る
の
を
島
村
は
見
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
天
の
河
が

島
村
の
な
か
へ
流
れ
落
ち
る
」
と
い
う
の
は
、
葉
子
を
抱
い
た
天
の
河

と
し
て
の
島
村
が
感
じ
る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
い
う
よ
り
は
、
葉
子
を
媒

体
と
し
て
駒
子
が
感
じ
た
の
と
同
様
の
、
島
村
自
身
の
腫
罪
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
作
者
は
、
駒
子
と
島
村
の
再

生
へ
の
予
兆
を
示
唆
し
て
物
語
を
閉
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

結
び

伊
藤
整
は
「
生
き
る
こ
と
に
切
羽
つ
ま
っ
て
い
る
女
と
、
そ
の
切
羽

お
の
の

詰
り
か
た
の
美
し
さ
に
触
れ
て
戦
い
て
い
る
島
村
の
感
覚
と
の
対
立

が
、
次
第
に
悲
劇
的
な
結
末
を
こ
の
作
品
の
進
行
過
程
に
生
ん
で
行

く
」
と
い
い
、
「
そ
し
て
そ
の
過
程
が
美
の
抽
出
に
耐
え
ら
れ
な
い
暗

さ
に
な
る
前
で
こ
の
作
品
は
終
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
」

E
と
結
論
付
け
て
い
る
。
的
を
射
た
言
い
方
で
は
あ

る
。
そ
し
て
筆
者
も
駒
子
と
島
村
の
別
れ
の
必
然
性
に
つ
い
て
は
、
論

じ
て
き
た
よ
う
に
、
異
論
は
な
い
。
だ
が
、
最
後
の
結
末
の
解
釈
に
つ

い
て
は
、
根
本
的
に
違
う
。
伊
藤
整
の
結
論
や
、
す
で
に
言
及
し
た
竹

西
寛
子
や
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
に
よ
る
島
村
解
釈
に
は
、
筆
者
が
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こ
れ
ま
で
折
に
触
れ
て
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
駒
子
と
島
村
の
贈
罪
の

意
識
と
再
生
の
予
兆
に
つ
い
て
の
考
慮
は
、
残
念
な
が
ら
、
な
い
。

ま
た
、
勝
原
晴
希
は
「
『
雪
国
』
、
そ
の
苦
痛
と
悲
哀
」
と
い
う
作
品

論
の
中
で
、

(国
)島
村
が
駒
子
と
一
緒
に
い
て
は
「
死
か
狂
気
」
の
世

界
へ
の
旅
立
ち
し
か
な
い
、
だ
か
ら
葉
子
は
駒
子
の
身
代
わ
り
と
な
っ

て
落
下
し
、
「
昇
天
」
す
る
の
だ
と
い
う
が
、
こ
れ
は
筆
者
も
異
論
が

な
い
。
ま
た
、
勝
原
が
、
中
山
真
彦
が

「
救
済
と
し
て
の
文
学
ー
ー

『
雪
国
』
と
そ
の
仏
訳
に
つ
い
て
」
の
中
で
述
べ
て
い
る

『
雪
園
』

結
末
に
あ
る
の
は
「
美
に
よ
る
救
済
の
ド
ラ
マ
」
で
、
救
済
さ
れ
る
の

は
作
者
の
川
端
康
成
で
あ
る
と
す
る
結
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
、
異

論
は
な
い
。

だ
が
、
勝
原
が
、
天
の
河
に
そ
の
身
を
浸
し
て
「
地
の
果
て
に
立
つ

て
い
る
」
か
の
よ
う
に
感
じ
る
島
村
の
心
に
は
「
し
い
ん
と
冷
え
る
寂

し
さ
」
し
か
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
「
作
品
の
最
後
に
回
復
や
救
済
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
結
論
、
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
、

筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
短
絡
的
に
す
ぎ
る
結
論
で

は
な
い
か
と
思
え
る
。
勝
原
は
、
葉
子
の
こ
と
を
「
こ
の
子
、
気
が
違

う
わ
」
と
叫
ぶ
と
き
の
「
駒
子
に
は
、
駒
子
の
理
由
が
あ
る
」
と
い
う

だ
け
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
語
り
手
は
駒
子
の
内
面
に
は
立
ち

入
ら
な
い
」
か
ら
読
み
手
も
そ
れ
を
す
る
必
要
が
な
い
と
で
も
い
う
か

の
よ
う
に
、
な
さ
れ
る
べ
き
解
釈
を
回
避
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
こ
の の

物
語
に
は
「
回
復
や
救
済
」
は
な
い
と
し
た
後
に
、
「
た
だ
「
な
に
か

艶
め
か
し
い
驚
き
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
こ
れ
の

解
釈
も
放
棄
し
て
い
る
。
見
る
べ
き
論
点
の
多
い
作
品
論
だ
け
に
、
こ

う
し
た
点
の
説
明
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

筆
者
同
様
に
、
『
雪
園
」
が
死
か
ら
の
再
生
を
示
唆
し
て
い
る
と
い

う
点
で
は
、
高
橋
英
夫
の
次
の
文
句
が
注
意
を
惹
く
。
高
橋
は
川
端
の

「
死
」
を
扱

っ
た
初
期
の
作
品
「
死
者
の
書
』
、

「
水
晶
幻
想
』
、

『
好
情

歌
』
そ
し
て
『
禽
獣
」
を
論
じ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
を
通
し

て
川
端
は
、
「
『
死
』
の
底
に
一
旦
は
降
り
た
人
聞
が
、
そ
の
場
所
か
ら

も
う
一
度
「
生
」
を
眼
で
確
認
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
新
し
い

段
階
が
始
ま
っ
た
」
と
い
い
、
「
そ
れ
が
具
体
的
に
は

始
で
あ
る
」

(凹
)と
す
る
の
は
、
適
切
な
指
摘
で
あ
る
。

『
雪
国
』

の
開

は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
伊
豆
の
踊
子
」

の
学
生
の
感
じ
る
「
美
し
い
空
虚
な
気
持
ち
」
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
さ
ら
に
一
層
深
い
生
の
現
実
に
移
し
変
え
て
、
深
化
発
展
さ
せ
た

物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
筆
者

『
雪
園
』

の
解
釈
で
あ
る
。

(
平
成
二
五
年
四
月
三
日
完
)
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本
論
文
中
の
『
雪
園
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て

『川
端
康
成
全
集

第
十

巻
』
(
新
潮
社
、
平
成
十

一
年
)
所
収

『雪
園
』
に
拠
る
。
「
あ
と
が
き
」
は

『雪
国
』
(
岩
波
文
庫
、

一
九
九
八
年
版
)
に
拠
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
整
「
『
雪
国
』
に
つ
い
て
」
(
『
雪
国
』
新
潮

文
庫
、
平
成
十
年
)
、

一
六
七
l

七
二
頁
、
竹
西
寛
子
「
川
端
康
成

と
作
品
」
(
「
雪
国
』
新
潮
文
庫
、
平
成
十
年
)
、

一
五
九
1

六
六
頁
、

よ
び
H
W
仏
当
m
w
H門
田

片
片
山
口

ω・・

hwN
。
さ

。。N
h
M
同
町
、
い
て
の

。・
∞巴門円⑦ロ
ω巴
【
リ
}
向
。
円

H
E
5
E色
。
ロ
(
寸
三
件
F
E
z
-
ω
F
E
m・
5
U
3
・

H)-M-
を
参
照
。
ま
た
本
論

文
中
で
引
用
し
た
英
訳
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
1
訳
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
論
文
中
の
引
用
に
は
頁
数
の
み
を
記
す
。

「
墓
碑
銘
『
雪
国
』
駒
子
の
モ
デ
ル
小
高
キ
ク
さ
ん
の
晩
年
」

『週
刊
新

潮
」
(
一
九
九
九
・
二
・
一
八
・
七
号
)
、

一
二
三
頁
参
照
。

正
宗
白
鳥
評
(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
、
「
『
雪
国
」
批
評
集
(
抄
)
」
『
群
像

日
本
の
作
家

二
二
川
端
康
成
』
小
学
館
、
七
二
頁
。

四

三
島
由
紀
夫

「解
説
」
『
日
本
の
文
学
三
八

川
端
康
成
集
』
(
中
央
公
論

社

一
九
六
四
年
)
、
五
三
二
1

三
四
頁
。

五

勝
原
晴
希
「
『
雪
国
」
、
そ
の
苦
痛
と
悲
哀
」
「
川
端
康
成
の
世
界

の
発
展
』
(
勉
正
出
版
、

一
九
九
九
二
二
四
頁
)

で
、
羽
鳥
徹
哉
が

「
こ
の A おそ

二
羽
の
黄
蝶
は
、
島
村
と
駒
子
と
の
象
徴
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
」

(「
『雪
国
』
に
お
け
る
自
然
」
(
長
谷
川
泉
・
鶴
田
欣
也
編
著
『
「
雪
国
」

の
分
析
研
究
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、

一
九
六
五
)
と
い
う
指
摘
を
し
て

い
る
点
を
註
に
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
筆
者
の
よ
う
な
解
釈
の
展
開
は
な

¥;) 
D 

-'-
ノ¥

豊
田
四
郎
監
督

『雪
国
』
(
池
部
良
と
岸
恵
子
主
演
、
東
宝
映
画

一
九
五
七
年
度
作
品
)

七

『伊
豆
の
踊
子
・
骨
拾
い
|
|
川
端
康
成
初
期
作
品
集
』
(
講
談
社
文
芸
文

庫、

九
九
九

一
五
五
頁
。

/ーに

同
書
、

一
六
一
一
百
合

九

前
掲
書

二
ハ
ニ

ー
六
三
頁
。

竹
西
寛
子
「
川
端
康
成

人
と
作
品
」、

O 

前
掲
書

『伊
豆
の
踊
子
・
骨
拾
い
|
|
川
端
康
成
初
期
作
品
集
』
、

一
六
二
百
九

同
書
、

一
六
二
百九

前
掲
書

伊
藤
整
「
『
雪
国
』
に
つ
い
て
」

一
七

O
i
七
一
頁
。

幸
田
文
は
、
コ
葉
の
季
感
」
「
群
像

日
本
の
作
家
三

樋
口

一
葉』

(
小
学
館
、

一
九
九
四
)

一
葉
の
小
説
の
「
事
件
人
物
は
ほ
と

ん
ど
み
な
季
節
に
く
る
ま

っ
て
ゐ
る
」
、
季
感
が
人
物
に
「
纏
ひ
つ
い
て
」

の
中
で
、

い
る
と
評
し
て
い
る
が
、

一
葉
の
自
然
描
写
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
「
岬
」
の
比
較
文
学
』
(
英
宝
社
、

二
O
O
六
)
、
七
四
l

八
二
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

-99-
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四

『志
賀
直
哉
全
集
第
三
巻
」
(
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
)
所
収
『
城
の
崎

に
て
』
、

十
一

頁
。

一
五

前
掲
書

竹
西
寛
子
「
川
端
康
成

人
と
作
品
」、

一
ムハ
一一
1

4
ハ

頁
D

.-L. 

ノ¥

独
歩
お
よ
び
花
袋
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
「
岬
」

の
比
較

文
学
』
、
九
l

一
O
、
八
九

ー
九
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

七

前
掲
書

一
七
二
頁
。

伊
藤
整
「
『雪
国
』
に
つ
い
て
」
、

ノーに

以
下
の
論
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
書

勝
原
晴
希

「
「雪
国
』
、
そ
の
苦

痛
と
悲
哀
」
「川
端
康
成
の
世
界

そ
の
発
展
」

二
六
l

三
三
頁
を
参

照
さ
れ
た
い
。

-100-

九

高
橋
英
夫

水
晶
幻
想
・
禽

「解
説
『
死
』
の
存
在
論
」
『
川
端
康
成

獣
」
(
講
談
社
文
芸
文
庫
、

一
九
九
七
)
、

二
九
七
頁。


