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泉
鏡
花
「
由
縁
の
女
」

｜
｜
詩
人
の
創
造
｜
｜

ラム
両冊

平

麻
衣
子

「
由
縁
の
女
」
（
大8
・

1
1
m
・

2

）
は
、
主
人
公
礼
吉
に
と
っ
て
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
初
恋
の
女
性
お
楊
と
、
結
果
的
に
見
れ
ば
礼

る
。
そ
こ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
は
作
家
の
自
伝
的
要
素
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
故
郷
で
あ
り
、

そ
こ
の
人
々
へ
の
呪
誼
で
あ
り
、
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吉
と
お
楊
の
出
会
い
の
協
力
者
で
あ
る
お
橘
、
お
光
、
露
野
と
い
う
四
人
の
女
性
と
札
吉
の
関
係
を
、
礼
吉
を
軸
に
し
て
描
い
た
物
語
で
あ

宇
4
F

た
山
人
、
被
差
別
民
、
観
音
信
仰
、
亡
母
憧
憶
と
、
す
で
に
鏡
花
研
究
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
様
々
な
テ
l

マ
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら

ず
「
由
縁
の
女
」
研
究
が
他
の
作
品
に
比
し
て
活
性
化
し
て
こ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
由
縁
の
女
」
が
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
擦
り
抜

け
て
し
ま
う
テ
ク
ス
ト
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
テ
l

マ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
隣
接
諸
学
で
の
重
要
課
題
に
も
な
り
う
る
大
き
な
問
題
で
あ
る

が
、
「
由
縁
の
女
」
を
そ
れ
ら
に
還
元
す
る
こ
と
は

こ
の
テ
ク
ス
ト
を
一
般
化
し
こ
そ
す
れ
、

そ
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
は
し
な
い
。
む

ー
レ
ムJ、

そ
れ
ら
の
間
隙
、
別
個
な
テ
i

マ
の
共
存
を
可
能
に
し
て
い
る
機
構
を
こ
そ
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
物
語
る
一
言
葉
以
外

で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
た
と
き
に
の
み
「
由
縁
の
女
」
は
言
葉
に
つ
い
て
の
物
語
と
し
て
の
相
貌
を
も
現
す
。
問
題
の
性
質

上
、
小
論
が
全
体
要
約
的
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
言
葉
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
は
「
由
縁
の
女
」
研
究
に
は
ま
ず
必
要
な
段



階
と
考
え
る
。

冒
頭
は
「
湯
帰
り
の
細
君
と
、

さ
し
む
か

火
鉢
の
前
に
対
向
ひ
で
」
（
二
礼
吉
が
東
京
の
自
宅
で
お
茶
を
飲
む
場
面
で
あ
る
が
、

」
れ
が
語
り
手

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
日
常
的
な
風
景
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
同
じ
場
面
で
語
ら
れ
る
礼
吉
の
故
郷
は
、
礼
吉
自
身
に
よ
る
語
り
と
、
「
何
し

ろ
白
い
。
山
も
白
け
れ
ば

（
中
略
）
考
へ
る
と
町
も
泥
も
何
と
な
く
白
し
」
（
八
）
と
い
う
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
に
よ
っ
て
差
異
化
さ
れ

る
。
冒
頭
場
面
を
〈
日
常
〉
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
差
異
化
さ
れ
る
故
郷
は
い
わ
ば
〈
非
日
常
〉

で
あ
り
、

」
の
こ
と
は
札
吉
の
故
郷
行
き

カf

（
本
来
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
戻
る
）
〈
帰
郷
〉で
は
な
く
（
本
来
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
）
「
旅
行
」
（
四
）
と
し
て
書
か
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れ
て
い
る
こ
と
に
も
一
示
さ
れ
て
い
る
（
こ
こ
で
の
〈
日
常
〉
〈
非
日
常
〉
は
一
つ
の
尺
度
に
よ
る
対
立
関
係
を
示
し
、
〈
非
日
常
〉
イ
コ
ー
ル

幻
想
領
域
で
は
な
い
）
。

実
際
の
ち
に
礼
吉
は
、
故
郷
へ
の
旅
の
た
だ
な
か
に
い
る
自
ら
を
「
市
中
残
ら
ず
猫
も
杓
子
も
、
大
郷
子
の
奴
等
を
は
じ
め
、
何
で
す

ゐ
な
か

か
、
地
方
ま
は
り
が
芝
居
で
も
し
て
居
き
う
で
、
此
方
は
木
戸
銭
を
払
っ
た
見
物
で
す
。
」
（
四
十
四
）
と
芝
居
見
物
の
体
験
に
警
え
て
い

る
。
日
常
生
活
か
ら
の
束
の
間
の
逸
脱
と
い
う
共
通
点
に
よ
っ
て
旅
が
芝
居
見
物
に
警
え
ら
れ
る
こ
と
は
見
や
す
い
。
こ
こ
で
礼
吉
に
と
っ

て
芝
居
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
大
郷
子
を
中
心
と
す
る
故
郷
の
人
々
で
あ
り
、
彼
等
の
自
己
が
旧
幕
時
代
の
身
分
や
約
束
事
な

(1
) 

ど
の
社
会
的
役
割
と
し
て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
を
礼
吉
は
見
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
作
中
人
物
の
認
識
と
は
別
に
、
大
郷

(2
) 

の
物
語
構
造
に
も
重
ね
ら
れ
る
こ
と
は
「
加
賀
騒
動
」
の
挿
入
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
「
加
賀
騒
動
」
の

子
の
演
技
性
が
「
由
縁
の
女
」

物
語
は
、
大
郷
子
と
隠
居
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
で

（
十
四1
二
十
二
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
部
分
と
は
水
準
を
異
に
し
、

つ



の
物
語
と
し
て
完
結
し
、
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
語
り
手
が
語
る
礼
吉
と
大
郷
子
の
物
語
に
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
お
か
れ
た
「
加
賀

騒
動
」
と
の
構
造
の
一
致
が
見
い
だ
さ
れ
る
た
び
に
、
「
加
賀
騒
動
」
は
遡
及
的
に
語
り
手
の
物
語
を
あ
ら
か
じ
め
方
向
づ
け
る
起
源
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
露
野
と
の
密
通
の
疑
い
を
受
け
る
礼
吉
は
、
「
加
賀
騒
動
」
の
中
で
六
代
藩
主
の
愛
妾
お
貞
の
方
と
密
通
し

た
大
槻
内
蔵
介
と
類
似
し
、
大
郷
子
は
そ
の
大
槻
の
敵
役
と
さ
れ
る
織
田
利
勝
と
の
類
似
を
指
摘
で
き
る

当
時
に
お
在
で
な
さ
れ
た
ら
、
御
気
象
と
申
し
、
御
年
配
、
さ
し
づ
め
大
炊
様
で
あ
ら
っ
し
ゃ
り
ま
せ
う
」
（
十
五
）
）
。
こ
う
し
た
符
合
は

（
「
大
人
貴
方
が
‘
も
し
、
あ
の

語
り
手
の
語
る
物
語
を
「
加
賀
騒
動
」
の
反
復
と
見
せ
、
礼
吉
や
大
郷
子
な
ど
の
作
中
人
物
が
な
ん
ら
か
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
見

せ
る
。
自
ら
を
見
物
人
と
位
置
づ
け
る
礼
吉
も
、
物
語
言
説
に
お
い
て
は
い
っ
た
ん
は
役
割
を
免
れ
得
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
故
郷
の

町
で
存
在
場
所
を
得
る
こ
と
は
「
加
賀
騒
動
」
の
役
を
演
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
語
り
手
に
よ
る
札
吉
と
大
郷
子
の
物
語
は
「
加
賀
騒
動
」
の
完
全
な
る
反
復
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
演
技
と
は
、
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役
者
の
役
と
の
一
体
化
と
同
時
に
両
者
の
亀
裂
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
独
自
の
演
技
の
創
出
に
繋
が
る
が
、

「
由
縁
の
女
」
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
礼
吉
が
生
き
て
い
る
は
ず
の
直
線
的
時
間
の
中
で
は
、
大
人
に
な
っ
た
現
在
の
札
吉
の
行
動
は

来
事
は
、

過
去
の
子
供
時
代
に
体
験
し
た
出
来
事
の
反
復
H

演
技
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
「
此
の
幻
怪
な
る
出

で
く

し
か
し
な
が
ら
、
嘗
て
定
め
ら
れ
た
正
本
の
一
節
で
、
我
は
木
偶
の
知
く
操
ら
れ
た
や
う
に
思
は
れ
て
、
忽
ち
些
の
不
可
思
議
を

も
感
じ
な
く
成
っ
た
。
」
（
七
十
）
、
「
私
は
生
れ
ま
し
た
時
か
ら
の
約
束
の
や
う
に
、
貴
女
を
、
貴
女
を
恋
ひ
、
こ
が
れ
、
慕
ふ
ん
で
す
」

（
七
十
二
、
な
ど
と
い
わ
れ
、
「
由
縁
の
女
」
を
〈
因
縁
〉
の
物
語
と
し
て
い
く
。

(3
) 

礼
吉
が
経
験
す
る
出
来
事
の
〈
因
果
〉
的
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
い
く
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
〈
因
縁
〉

〈
因
果
〉
と
い
う
言
葉
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
逆
転
で
あ
る
。
〈
因
縁
〉
〈
因
果
〉
と
は
、
関
連
付
け
ら
れ
る
二
つ
の
出
来
事
を
過
去
か



ら
未
来
へ
と
直
線
的
に
進
む
時
間
軸
に
定
位
し
直
し

一
つ
の
出
来
事
が
時
間
的
に
前
に
位
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
一
方
の
出
来
事
の

原
因
で
あ
る
と
す
る
と
き
に
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
「
由
縁
の
女
」
の
物
語
言
説
に
お
い
て
は
、
幼
い
頃
と
現
在
の
二
つ
の
出
来
事
は
、

直
線
的
時
間
で
は
後
に
位
置
す
る
現
在
が
ま
ず
語
ら
れ
、

そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
過
去
の
出
来
事
が
礼
吉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
〈
記
憶
〉
と

し
て
新
た
に
生
成
さ
れ
る

（
露
野
を
め
ぐ
る
記
憶
（
二
十
五
i

二
十
六
）
、
白
菊
谷
で
の
母
と
の
記
憶
（
三
十
二i
三
十
六
）
な
ど
に
代
表

さ
れ
る
）
。

〈
記
憶
〉
と
は
、
物
語
内
容
の
時
間
の
先
行
性
ゆ
え
に
、
語
り
手
が
語
る
現
在
の
物
語
を
解
釈
す
る
枠
と
な
り
え
る
も
の
で
あ

る
が

そ
の
枠
こ
そ
が
枠
づ
け
ら
れ
る
も
の

（
現
在
）か
ら
新
た
に
生
成
さ
れ
て
い
る
点
で
「
加
賀
騒
動
」
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た

「
加
賀
騒
動
」
が
共
同
体
の
成
員
聞
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
礼
吉
の
〈
記
憶
〉
が
個
人
的
私
的
な
も
の
で
あ
る
点
で
も
対
照
的

だ
と
い
え
る
。

一
方
、
対
照
関
係
を
抽
出
で
き
る
こ
と
自
体
〈
記
憶
〉
に
よ
る
「
加
賀
騒
動
」
の
の
り
こ
え
が
、
枠
と
し
て
の
作
中
人
物
の
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一
語
り
、と
い
う
同
一
基
盤
の
上
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
構
造
は
、
「
加
賀
騒
動
」
の
内
容
自
体
に
す
で
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
ず
大

槻
内
蔵
介
は
六
代
、
七
代
藩
主
を
害
い
、
八
代
藩
主
を
も
亡
き
も
の
に
し
て
己
が
も
、
つ
け
た
勢
之
助
に
家
督
を
継
が
せ
よ
う
と
し
た
「
悪

臣
」
だ
が
、
彼
は
「
も
と
河
北
郡
×
×
村
×
×
の
猟
師
次
郎
兵
衛
の
枠
長
六
、
お
鷹
野
で
殿
様
の
お
目
に
留
ま
っ
て
、
御
殿
の
御
茶
道
と
成

っ
た
長
玄
」
（
十
四
）
つ
ま
り
殿
様
が
自
ら
の
役
に
立
た
せ
る
た
め
に
権
力
を
行
使
し
て
支
配
下
に
置
い
た
人
物
で
あ
る
。さら
に
彼
が
使

っ
た
斑
猫
の
毒
は
、
城
の
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
百
万
石
の
お
蔵
」
に
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
藩
主
に
敵
対
す
る
も

の
を
毒
殺
し
、
自
ら
を
中
心
と
す
る
秩
序
を
堅
固
な
ら
し
め
る
た
め
に
藩
主
の
管
理
の
下
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
普
通
薬
用

と
し
て
薬
鋪
に
貯
ふ
る
」
も
の
が
毒
で
も
あ
る
よ
う
に
、
藩
主
は
安
定
し
た
自
ら
の
位
置
を
保
証
す
る
大
槻
に
よ
っ
て
滅
ほ
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
大
槻
と
、
彼
が
殺
害
の
手
段
と
し
た
斑
猫
の
毒
は
、
「
加
賀
騒
動
」
の
中
で
同
じ
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
語
っ
て
い
る
の
は
、



秩
序
づ
け
る
こ
と
は
同
時
に
そ
の
破
壊
者
を
腔
胎
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
さ
ら
に
い
え
ば
、

秩
序
の
破
壊
者
の
目
的
が
、
藩
主

と
同
等
の
権
力
を
持
ち
秩
序
の
中
心
に
座
る
こ
と
で
あ
る
点
で
、
秩
序
は
ず
ら
さ
れ
な
が
ら
保
存
き
れ
で
も
い
る
。
ま
た
大
槻
に
よ
る
藩
主

毒
殺
と
分
か
ち
難
く
結
び
付
い
て
い
る
〈
姦
通
〉
も
同
様
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
大
槻
と
お
貞
の
方
の
〈
姦
通
〉

が
織
田
に
敵
視
さ
れ
る
の
は
、
君
臣
の
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
槻
と
の
関
係
が
夫
婦
の
枠
を
は
み
で
る
こ

と
に
な
る
お
貞
の
方
そ
の
人
は
、
六
代
藩
主
と
の
関
係
に
お
い
て
も
「
御
愛
妾
」
な
の
で
あ
る
。
一
夫
一
婦
制
に
て
ら
せ
ば
厳
然
と
区
別
き

れ
る
公
的
立
場
で
あ
る
妻
と
、
公
的
制
度
を
逃
れ
る
私
的
な
欲
望
の
対
象
で
あ
る
妾
が
、
藩
政
に
お
い
て
は
制
度
化
き
れ
、
共
に
公
的
な
立

場
で
あ
っ
た
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
槻
と
お
貞
の
方
と
の
〈
姦
通
〉
が
公
的
な
役
割
を
踏
み
越
え
た
個
人
的
欲
望
に
み

え
た
と
し
て
も
、
側
室
制
度
自
体
が
殿
様
の
個
人
的
欲
望
を
も
含
み
込
ん
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
〈
姦
通
〉
の
問
題
に
お
い
て
も
、

の
よ
う
に
振
る
舞
お
う
と
す
る
の
な
ら

こ
こ
で
も
い
っ
た
ん
秩
序
を
破
壊
し
た
破
壊
的
要
素
は
、
否
定
し
た
は
ず
の
秩
序
を
ず
ら
し
な
が
-24 

秩
序
を
揺
る
が
す
破
壊
的
要
素
は
あ
ら
か
じ
め
制
度
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
大
槻
と
お
貞
の
方
が
、
藩
主
と
世
継
ぎ
の
母
と
し
て
の
正
室

ら
真
似
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
礼
吉
の
〈
記
憶
〉
が
「
加
賀
騒
動
」
を
ず
ら
し
な
が
ら
も
、
語
り
手
の
物
語
か
ら
独
立
し
そ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
あ
り
方

を
保
存
す
る
こ
と
と
相
似
形
を
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秩
序
を
破
壊
す
る
要
素
が
一
方
で
相
似
的
な
新
秩
序
を
形
作
る
と
い
う
点
で
、
全

体
と
し
て
み
れ
ば
秩
序
自
体
が
生
き
延
び
て
い
く
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。

2 

と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
う
し
た
礼
吉
と
大
郷
子

ひ
い
て
は
〈
記
憶
〉
と



「
加
賀
騒
動
」
の
対
立
が
、
〈
詩
〉
を
め
ぐ
っ
て
顕
在
化
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
礼
吉
の
職
業
が
詩
人
に
設
定
さ
れ
て
い
る（
四
十
四
）σ3 

は

モ
デ
ル
で
あ
る
鏡
花
の
職
業
と
の
類
縁
性
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
礼
吉
と
露
野
の
関
係
を
既
述
の
姦
通
と
は
別
の
角
度
か

ら
も
見
る
こ
と
で
〈
詩
〉
の
顕
在
化
を
検
証
し
た
い
。

「
由
縁
の
女
」
全
体
は
礼
吉
に
由
縁
の
あ
る
女
性
と
い
う
観
点
か
ら
い
く
つ
か
の
物
語
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
上
記
の
対
立
は
そ

の
う
ち
露
野
を
め
ぐ
る
物
語
に
含
ま
れ
る
。

こ
の
物
語
は
、
お
光
が
小
橋
の
扶
で
露
野
に
会
っ
た
と
こ
ろ
を
お
光
の
物
語
と
の
乗
り
入
れ
地

点
と
し
、
礼
吉
が
煙
管
に
関
わ
る
露
野
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
礼
吉
が
思
い
出
深
い
露
野
と
会
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼

女
が
奉
公
し
て
い
る
大
郷
子
に
姦
通
の
疑
い
を
受
け

一
時
露
野
の
身
を
託
し
た
堀
川
の
被
差
別
民
を
味
方
に
つ
け
て
二
人
で
川
上
を
歩

き

一
緒
に
な
ろ
う
と
ま
で
思
う
。
し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
目
に
し
た
馬
上
の
母
の
幻
を
追
っ
て
露
野
を
川
の
中
洲
に
置
き
去
り
に
す

こ
の
物
語
の
始
め
に
、
札
吉
と
重
層
化
き
れ
る
〈
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
彼
自
身
が
語
る
天
神
橋
で
煙
管
を
落
と
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
描
か
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る
ま
で
が
露
野
の
物
語
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。

其
の
年
の
暮
に
、
伯
母
が
残
し
ま
す
ね
。
翌
年
は
、

父
が
亡
く
な
っ
て
、
身
の
上
乱
脈
の
、
あ
の
一
大
事
だ
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
龍
内

の
優
し
い
花
は
咲
い
た
か
、
萎
ん
だ
か
其
慮
ど
こ
ろ
ぢ
ゃ
あ
無
か
っ
た
ん
で
す
。
但
ね
、
先
刻
も
話
を
し
た
、
橋
の
欄
干
か
ら
、
夜
半

ハ
ツ
と
思
ふ
と
指
を
、
こ
ら
し
た
の
が
私
の
手
で
な
く
っ
て
、
其
が
、
白
い
締
麗
な
、
女
の
手
か
ら
抜
け
て
落

あ
ま
の
が
は

ち
た
や
う
な
気
が
し
て
、
我
知
ら
ず
自
分
の
腕
を
視
め
ま
し
た
。
｜
｜
銀
河
の
影
に
、
水
の
上
に
、
不
思
議
に
白
く
美
し
か
っ
た
ん

に
煙
管
を
落
し
た
時
は

で
す
。

十
/¥ 

こ
の

〈
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
露
野
を
め
ぐ
る
物
語
の
と
じ
め
に
も
置
か
れ
て
お
り
、

一
貫
し
て
い
る
。
露
野
の
物
語
の
と
じ
め
と
は
、
大



川
の
天
神
橋
付
近
で
露
野
が
礼
吉
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
札
吉
は
そ
こ
で
露
野
に
白
羽
の
矢
が
立
つ
幻
想
を
見
る

ひ
と
す
ぢ
た

ひ
ゃ
う
と
一
候
、
楓
と
来
て
、
其
の
紅
い
の
に
弗
と
刺
つ
、
と
同
時
に
其
の
姿
が
消
え
失
す
る
ぞ
、
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
」 白

羽
の
矢
が

（
六
十
三
）
）
。
白
羽
の
矢
と
は
い
わ
ゆ
る
「
猿
神
退
治
」
型
の
昔
ぱ
な
し
で
、
人
身
御
供
に
な
る
娘
の
家
の
屋
根
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
「
淵

川
の
ぬ
し
に
も
紛
ふ
其
の
水
面
を
一
一
追
ふ
霧
は
腕
々
と
、
大
い
な
る
白
蛇
の
形
し
て
、
黒
髪
を
は
じ
め
、
露
野
の
白
い
頚
脚
を
、
き
て
呑
ま
う

と
す
る
」
（
六
十
三
）
と
合
わ
せ
て
、
露
野
に
犠
牲
的
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
。

き
ら
に
、
露
野
に
白
羽
の
矢
が
立
つ
こ
と
は
、
幼
い
礼
吉
の
友
が
屋
敷
の
ぬ
し
で
あ
る
鯉
を
お
も
ち
ゃ
の
矢
で
射
た
記
憶
を
札
吉
に
蘇
ら

せ
る
。
こ
の
記
憶
の
中
で
、
札
吉
が
そ
の
友
と
喧
嘩
し
て
や
は
り
矢
で
射
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
矢
が
礼
吉
を
逸
れ
た
こ
と
が
、
鯉

が
射
ら
れ
た
こ
と
と
補
完
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
よ
り
真
黒
な
草
の
下
に
、
水
に
浮
い
て
、

つ
ま
り
、
鯉
は
礼
吉
の
身
代
わ
り
に
射
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ち
ら
り
と
真
紅
な
色
が
見
え
た
。
」
「
晃
々
と
其
紅
に
金
色
の
雲
母
を
鎮
め
て
、
暗
い
慮
に
、

」
こ
で
は
「
暗
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深
く
光
っ
た
。
」
と
書
か
れ
る
鯉
は
、
「
唯
、
其
の
中
に
、
薄
い
影
の
や
う
な
、
露
野
の
袖
の
振
か
、
脇
明
か
、
踏
乱
し
た
蹴
出
し
の
色
か
、

帯
の
模
様
か
と
も
思
は
れ
て
、
色
紙
を
折
重
ね
た
形
に
、
紅
い
色
が
一
所
、
冷
く
底
光
り
し
て
、
月
に
晃
々
と
、
不
思
議
に
金
色
の
雲
母

を
鎮
め
た
の
が
、
ぱ
っ
と
目
に
映
っ
た
。
」
と
書
か
れ
る
露
野
と
、
重
層
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
も
い
る
。
な
ら
ば
、
露
野
の
犠
牲
と
は
、

(4
) 

の
犠
牲
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
礼
吉
の
た
め
の
〈
女
〉

イ
メ
ー
ジ
の
上
で
礼
吉
の
た
め
の
犠
牲
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
礼
吉
は
〈
女
〉
と
重
層
化
き
れ
る
者
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

一
見
無
関
係
に
見
え
る
〈
女
〉
の
犠
牲
的
死
は
礼
吉
に

〈
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
統
合
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
〈
女
〉

は
礼
吉
の
中
で
生
か
き
れ
る
た
め
に
死
ぬ
。
こ
の
過
程
か
ら

〈
女
〉
は
札
吉
に
と
っ
て
の
外
部
性
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
り
、そ
れ
を
統
合
す
る
こ
と
で
礼
吉
自
身
が
性
的
外
部
性
を
引
き
受
け
る
の
だ
と

ぃ
、
え
ヲhv。



す
き

さ
ら
に
礼
吉
が
喧
嘩
し
た
友
の
邸
は
「
：
・
大
川
に
続
く
、
友
の
邸
の
溝
は
、
国
の
藩
主
何
代
の
時
か
、
時
の
幕
府
と
隙
が
あ
っ
て
、
山
を

閉
ぢ
て
戦
は
う
と
し
た
時
、
名
誉
の
参
軍
が
、
城
の
追
手
か
ら
十
五
六
町
張
出
し
た
、
要
害
の
掘
割
で
、
驚
破
と
言
は
ば
大
川
の
水
を
引
い

ち
ゃ
う
か

そ
の
後
、
数
の
増
す
町
家
の
下
、
蔵
の

て
湛
へ
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
一
幅
に
過
ぎ
な
い
が
、
深
き
は
深
い
、
秘
密
の
堀
が
、

底
、
窓
る
薮
な
ど
人
知
れ
ぬ
慮
に
朽
ち
て
埋
れ
た
底
を
、
用
水
が
流
れ
て
大
川
に
潅
ぐ
の
で
あ
る
と
言
ふ
の
を
｜
｜
後
に
聞
い
た
・
：
怪
し
い

ぬ
し
も
棲
む
で
あ
ら
う
・
：
」
（
六
十
三
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
か
つ
て
豊
臣
秀
吉
の
信
任
厚
か
っ
た
百
万
石
も
の
外
様
大
名
と

し
て
幕
府
と
の
対
立
の
危
機
を
常
に
持
ち
、
慶
長
四
年
の
前
田
氏
追
討
令
を
き
っ
か
け
に
密
か
に
堀
や
用
水
を
整
え
た
加
賀
藩
の
歴
史
的
事

実
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
と
も
か
く
も
、
友
の
屋
敷
の
属
す
る
故
郷
に
対
し
て
、
幕
府
・
江
戸
は
そ
の
空
間
的
外
部
と
し
て
対
立
し
て
い

る
。
礼
吉
が
現
在
東
京
に
住
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
語
ら
れ
て
お
り
、
友
に
矢
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
で
札
吉
は
、
東
京
と
重
な
る
幕
府
・
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性
的
外
部
性
の
交
点
で
あ
り
、

江
戸
の
空
間
的
外
部
性
を
引
き
受
け
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
礼
吉
の
空
間
的
外
部
性
と

(5
) 

そ
れ
ら
は
相
互
に
強
化
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て

こ
う
し
た
複
数
の
レ
ベ
ル
で
の
外
部
性
が
札
吉
と
結
び
付
く
の
は
、
彼
が
詩
人
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
露
野
と

の
関
係
に
よ
り
大
郷
子
の
怒
り
を
買
っ
た
礼
吉
は
蓮
性
寺
に
身
を
隠
し
て
い
た
。
札
吉
が
詩
人
で
あ
る
こ
と
は
、
礼
吉
を
非
難
す
る
大
郷
子

寄
り
の
新
聞
を
め
ぐ
る
、
礼
吉
と
お
上
人
の
会
話
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
。

「
姦
通
詩
人
、
・
：
麻
川
藍
子
・
：
私
は
礼
吉
と
覚
え
た
が
、
此
の
一
す
見
る
と
女
の
や
う
な
、
兄
き
ん
、
此
は
、

」
れ
は
兄
さ
ん
の
事
ぢ

や
の
。
」
（
四
十
四
）

礼
吉
が
、
で
は
な
く
、
藍
子
が
〈
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
重
層
性
を
持
つ
こ
と
は
、
同
一
人
物
で
は
あ
る
に
し
ろ
、
藍
子
と
し
て
川
詩
人
と

し
て
初
め
て
そ
の
重
層
化
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
郷
子
の
怒
り
の
一
因
が
礼
吉
の
書
く
詩
で
も
あ
る
こ
と
が
同
じ



箇
所
で
明
ら
か
に
な
る
。

「
其
は
、
あ
の
、
東
京
で
、
時
々
、
私
が
こ
し
ら
へ
ま
し
た
も
の
を
読
ん
で
居
り
ま
す
。
其
が
た
め
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
」

い
や
か

「
あ
、
あ
、
否
、
其
の
事
も
記
い
で
あ
る
な
、
故
郷
を
呪
誼
す
る
、
藍
子
。
：
・
呪
ふ
と
言
ふ
は
穏
で
な
い
が
、
此
は
何
う
し
た
事
ぢ

や
。
」
（
中
略
）

「
・
：
痛
に
障
る
事
ば
っ
か
り
だ
も
ん
で
す
か
ら
、
実
は
大
分
悪
口
を
言
っ
た
ん
で
す
。
」
（
四
十
四
）

故
郷
の
人
々
の
あ
り
方
を
〈
詩
〉
に
よ
っ
て
相
対
化
で
き
る
の
が
詩
人
藍
子
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
東
京
は
故
郷
を
空
間
的
に
相
対
化
で

き
る
外
部
と
し
て
詩
人
の
住
ま
い
に
ふ
さ
わ
し
い
。
〈
女
〉
と
い
う
性
的
外
部
の
ま
な
ざ
し
を
持
つ
も
の
は
、
〈
東
京
〉
と
い
う
外
部
の
視
点

か
ら
見
る
者
で
あ
り
、

固
定
化
し
た
故
郷
の
論
理
を
〈
詩
〉
に
よ
っ
て
相
対
化
で
き
る
〈
詩
人
〉
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
露
野
の
物
語
の
始
ま
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り
の
〈
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
直
結
さ
れ
て
い
る
煙
管
を
落
と
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
礼
吉
が
父
の
死
を
き
っ
か
け
と
し
て
故
郷
の
家
を
引
き
払

い
、
〈
東
京
〉
を
本
拠
地
と
す
る
転
換
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
詩
人
と
し
て
独
り
立
ち
す
る
出
発
点
で
も
あ
っ
た
と
遡
っ
て
了
解
す
る
こ
と
は

(6
) 

無
理
で
は
な
い
。
露
野
の
物
語
は
、
「
由
縁
の
女
」
冒
頭
で
は
何
者
と
も
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
礼
吉
を
〈
詩
人
〉
と
し
て
つ
く
り
あ
げ

(7
) 

て
い
く
物
語
言
説
な
の
で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
、
〈
詩
人
〉
の
成
立
と
絶
対
的
な
関
係
を
持
つ

〈
詩
〉
を
作
る
こ
と
を
、
そ
の
過
程
に
見
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
露
野
の
物
語
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
加
賀
騒
動
」
と
〈
記
憶
〉
の
対
立
に
至
る
礼
吉
と
大
郷
子
の
対
立
を
含
む
も
の
で
も
あ

り
、
こ
の
対
立
は
〈
詩
〉
を
め
ぐ
る
対
立
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
の
物
語
を
枠
取
り
、
故
郷
の
人
聞
が
共
有
す
る
「
加
賀
騒

動
」
が
、
語
り
手
の
物
語
か
ら
照
射
さ
れ
る
礼
吉
の
個
人
的
〈
記
憶
〉
に
よ
っ
て
ず
ら
き
れ
て
い
く
こ
と
を
す
で
に
確
認
し
た
が
、こ
の
こ

と
は
、

言
葉
と
現
実
の
一
般
的
な
あ
り
か
た
と
相
同
性
を
も
っ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
言
葉
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
共



同
体
の
成
員
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
共
有
の
言
葉
を
使
っ
て
、
現
実
を
枠
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
現
実
の
ほ
う
は
常
に
そ

の
言
葉
に
は
お
き
ま
り
き
れ
な
い
。
共
有
さ
れ
る
言
葉
と
現
実
と
の
組
酷
を
掬
い
と
ろ
う
と
す
る
な
ら
、

人
は
個
々
人
の
現
実
を
よ
り
う
ま

く
言
い
当
て
ら
れ
る
意
味
を
言
葉
に
新
た
に
付
与
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
新
し
い
言
葉
は
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
の
意

昧
を
引
き
離
し
て
い
く
が
、

そ
の
新
し
い
言
葉
も
言
葉
で
あ
る
以
上
、
完
結
し
た
体
系
で
あ
る
こ
と
は
共
有
さ
れ
る
言
葉
と
変
わ
り
な
い
。

「
由
縁
の
女
」
に
お
い
て
、〈
記
憶
〉
が
「
加
賀
騒
動
」
を
ず
ら
す
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
言
葉
を
引
き
離
す
新
し
い
言
葉
の
発
明
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り
、
〈
記
憶
〉
こ
そ
礼
吉
に
と
っ
て
の
〈
詩
〉
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
し
た
が
っ
て
、

」
こ
で
は
新
し
い
言

葉
の
体
系
を
〈
詩
〉
と
呼
ぶ
が
、
〈
詩
〉の
言
葉
と
一
般
的
な
言
葉
が
質
的
に
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
。

そ
れ
は
一
般
的
に
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
新
し
い
言
葉
が
腔
胎
し
、
全
体
と
し
て
は
言
葉
と
い
う
体
系
を
生
き
延
び
さ
せ

て
い
く
一
つ
の
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
運
動
を
既
に
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
で
の
変
奏
と
し
て
見
て
き
た
こ
と
を
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思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
〈
姦
通
〉
と
〈
詩
〉
と
の
類
同
的
な
関
係
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
礼
吉
が
大
郷
子
ら
に
攻
撃
き
れ

が
、
〈
詩
〉
と
の
セ
ッ
ト
で
指
摘
さ
れ
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
「
彼
、
陰

険
、
執
助
、
不
敵
な
る
悪
詩
人
は
、
辛
う
じ
て
蹴
据
ゑ
ら
れ
た
る
身
を
膝
行
り
起
す
や
、
同
行
し
た
る
研
き
年
増
の
、
夜
目
に
も
白
き
項
を

キ
ス

（
中
略
）
彼
は
其
の
年
増
と
接
吻
せ
り
。
」
（
四
十
四
）
と
い
う
「
姦
通
詩
人
」
と
は
、
単
に
礼
吉
の
属
性
を
表
し
た
語
で
は
な
く
、

る
〈
姦
通
〉
の
罪
（
露
野
の
み
な
ら
ず
お
光
と
の
関
係
に
も
及
ぶ
）

抱
け
り
。

〈
姦
通
〉
と
〈
詩
〉
と
の
根
源
的
な
類
向
性
に
お
い
て
、
「
由
縁
の
女
」
が
〈
詩
人
〉
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
語
な
の
で
あ
る
。

3 

そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
礼
吉
が
参
入
す
る
白
菊
谷
は
ど
の
よ
う
な
場
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
菊
谷
は
大
郷
子
と
対
立
す
る
礼
吉
の
み
が



訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
場
で
あ
る
が
、
故
郷
の
町
と
白
菊
谷
の
空
間
的
境
界
領
域
で
あ
る
二
股
尾
を
越
え
る
場
面
の
前
後
に
、

そ
れ
ま
で
の

物
語
世
界
を
相
対
化
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
集
約
し
て
現
れ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
水
の
流
れ
る
方
向
軸
の
転
換
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
大

郷
子
と
札
吉
の
対
立
は

こ
の
地
を
流
れ
る
大
川
に
沿
っ
て
、
中
心
と
な
る
町
と
、

そ
れ
以
外
の
上
流
（
白
菊
谷
）
あ
る
い
は
下
流
（
堀

)|| 

の
周
縁
部
と
し
て
水
平
軸
に
沿
っ
て
分
節
化
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
白
菊
谷
行
き
を
決
心
し
た
礼
吉
が
降
り
こ
め
ら
れ
る
大
雨
は
上

下
の
水
の
流
れ
を
作
り
出
す
。

雨
は
ど
し
ゃ
降
り
に
ど
ツ
と
寺
を
包
ん
だ
。

薮
よ
、
竹
薮
に
か
、
る
音
、
卵
塔
よ
、
卵
塔
に
流
る
、
音
、
屋
の
棟
よ
、
屋
の
棟
を
た
冶
く
音
と
聞
静
め
た
の
も
束
の
間
で
、
忽
ち

轟
々
と
降
埋
め
る
。
大
川
に
人
の
形
に
立
っ
て
、
寺
を
抱
へ
た
ゃ
う
で
あ
っ
た
。

六
十
四

が
大
郷
子
と
の
対
立
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
以
後
ま
っ
た
く
対
立
を
脱
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
決
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こ
こ
に
お
い
て
地
図
の
よ
う
に
平
面
化
さ
れ
て
い
た
大
川
は
一
気
に
高
き
を
持
つ
三
次
元
的
世
界
へ
拡
張
さ
れ
る
。
礼
吉
の
白
菊
谷
行
き

定
的
な
転
換
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
幼
い
礼
吉
が
母
と
訪
れ
た
思
い
出
の
場
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
以
下
そ
れ
を

解
明
し
た
い
。

こ
こ
ま
で
で
礼
吉
が
〈
詩
人
〉
と
し
て
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
股
越
え
に
「
詩
」
が
引
用
き

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
と
は
「
新
体
詩
抄
」
（
明
日
・8
）
に
訳
出
さ
れ
た
こ
と
や
、
当
時
英
語
の
教
科
書
と
し
て
一
般
的
で
あ

っ
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
名
高
い
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
の
「
巴
認
可
当

1
2
2
E
ω
n
g
E

ミ

（V
F
C
R
F
3
E
」
（
一
七
五
一
年
）
で
あ
る
。
読
者
に
英
語
力
か
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
語
り
手
の
解
説
と
あ
わ
せ
て
、
名
将

ウ
ル
フ
が
敵
弾
に
倒
れ
な
が
ら
彼
が
称
え
る
詩
人
と
同
じ
栄
光
を
得
る
こ
と
に
託
し
て
、

現
在
生
死
の
境
に
い
る
礼
吉
が
語
ら
れ
て
い
る
と



(8
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知
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
意
味
に
拘
る
こ
と
で
取
り
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

い
な
づ
ま

の
詩
が
「
色
は
紫
に
似
て
、
句
は
雷
の
如
く
、
礼
吉
の
脳
裏
に
閃
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
に
秘
境
と
称
へ
ら
る
＼
白
菊
谷
、
小
黒
部
の
峨
、
二
股
尾
の
断
崖
に
し
て
、
ま
さ
に
生
死
の
危
難
に
面
し
た
時
、
色
は
紫
に
似

い
な
づ
ま

て
、
句
は
雷
の
如
く
、
礼
吉
の
脳
裏
に
閃
い
た
の
は
此
の
一
章
で
あ
っ
た
。

一
方
で
こ

評
す
べ
き
知
恵
も
な
く
、
味
ふ
べ
き
余
裕
も
な
く
、
た
、y

、

い
つ
か
学
校
に
於
て
教
へ
ら
れ
た
ま
冶
に
垢
つ
か
ず
、
汚
れ
ず
、
古
び

ず
、
新
し
く
純
な
る
ま
、
に
、
太
陽
に
輝
き
、
雲
に
映
じ
て
、

た
と
へ
ば
A

と
言
ふ
字
き
へ
、
偉
大
な
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
如
く
臆
毛
に

釜
え
た
の
で
あ
る
。

六
十
五

か
つ
て
暗
記
し
た
も
の
が
反
射
的
に
口
を
つ
い
て
出
る
何
人
に
も
珍
し
く
は
な
い
体
験
で
あ
る
。
自
ら
努
力
し
て
思
い
出
す
能
動
的
操
作

の
の
よ
う
に
感
じ

一
瞬
間
遅
れ
て
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
葉
が
、
音
あ
る
い
は
文
字
と
い
っ
た
意
味
す
る
も
の
と
、
意
味
き

(9
) 

こ
の
体
験
は
両
者
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
が
行
う
の
は
、
意
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で
な
い
こ
う
し
た
体
験
で
は
、
自
ら
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
な
が
ら
、
詩
の
言
葉
が
勝
手
に
浮
か
ん
で
き
て
我
々
は
そ
れ
を
与
え
ら
れ
た
も

れ
る
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る
と

味
き
れ
る
も
の
を
を
持
た
な
い

「A
」
が
「
偉
大
な
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
を
意
味
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
意
味
す
る
も
の
自
体
が
意
味
き
れ
る

も
の
と
は
別
の
意
味
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
言
葉
を
意
味
す
る
も
の
と
意
味
さ
れ
る
も
の
の
両
面
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
白
菊
谷
と
は
何
よ
り
も
意
味
す
る
も
の
が
強
調

さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
札
吉
の
〈
記
憶
〉
の
中
の
白
菊
谷
は
、
母
と
二
人
で
寝
た
こ
と
、
そ
こ
で
聞
い
た
二
つ
の
唄
を
中
心
に
し
て
い
る
。

「
随
笛
吹
き
、
猿
か
な
づ
。
稲
子
丸
は
拍
子
拍
つ
。
蝶
蜂
。
蛤
榔
は
斧
の
舞
」
（
三
十
五
）

「
海
道
は
波
高
し
、
山
道
は
山
巌
し
、

ま
し
て
北
陸
道
は
雪
高
か
ん
な
る
も
の
を
や
、

い
ぎ
く
伊
勢
路
を
志
さ
む
」
（
三
十
六



例
え
ば
前
者
は
、
唄
わ
れ
て
い
る
稲
子
丸
と
幡
蜂
と
蛤
蝋
が
実
際
に
登
場
す
る
な
ど
の
点
で
意
味
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

こ
の
唄
が
札
吉
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
母
が
唄
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
い
る
。
「
あ
れ
が
鹿
の
声
ら
し
い
、

ぃ
、
；
え
お
つ
か

：
・
聞
い
た
か
い
。
」
と
母
に
間
わ
れ
た
礼
吉
は
「
否
、
私
は
母
き
ん
の
声
ば
か
り
。
」
（
三
十
五
）
と
答
え
る
。
鹿
の
声
が
意
味
さ
れ
る
も
の

し E

が

そ
れ
以
上
に

を
持
た
な
い
音
で
あ
る
よ
う
に
、
札
吉
が
聞
い
て
い
る
の
は
「
母
の
声
」

つ
ま
り
声
の
質
、
抑
揚
、
母
の
作
り
出
す
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
唄
は
か
け
が
え
が
な
い
。
ま
た
母
は
「
海
道
は
波
高
し
：
・
」の
唄
を
礼
吉
に
教
え
る
。
「
（
ま
し
て
北
陸
道
は
｜
｜

（
ま
し
て
北
陸
道
は
｜
｜
（
雪
｜
｜
（
雪
｜
｜
（
高
か
ん
な
る
｜
｜
（
な
ゆ
｜
｜
（
な
る
｜
｜
（
な
る
｜
｜
」
と
札
吉
が
こ
ま
ぎ
れ
に
繰
り

返
し
、
言
い
間
違
え
さ
え
す
る
の
は
、
彼
が
こ
の
「
昔
の
唄
」
の
言
葉
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
そ
の
音
と
意
味
き
れ
る
も
の
と
の

結
び
付
き
さ
え
解
ら
な
い
礼
吉
が

一
つ
も
聞
き
漏
ら
す
ま
い
と
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
る
の
は
音
声
と
し
て
の
母
の
声
な
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
う
し
た
意
味
す
る
も
の
は
、

死
ん
だ
母
へ
の
郷
愁
を
か
き
た
て
る
心
理
的
効
果
だ
け
の
た
め
に
重
要
な
の
で
は

32 

了
、
。

式
d

し

水
と
雲
・
・
・
菊
、白菊
、
白
菊
谷
｜
｜
貴
婦
人
、
！
ー
ー

南
海
慈
航

餅
水
楊
・
：

楊
枝
、
楊
、
お
楊
さ
ん
、

ハ
ツ
と
打
つ
気
が
、
蝋
燭
の
灯
を
驚
か
し
て

一
挺
ス
ツ
と
伏
っ
た
。

世
を
か
へ
た
り
と
も
許
き
る
ま
じ
き

人
妻
を
、
我
が
此
の
恋
は
何
事
ぞ
。
（
五
十
二
）

白
菊
谷
へ
療
養
に
向
か
っ
た
礼
吉
の
初
恋
の
相
手
、

お
楊
の
名
が
突
然
礼
吉
を
襲
う
場
面
で
あ
る
。
蓮
性
寺
で
鬼
子
母
神
の
供
物
の
賓
油



入
に
書
か
れ
た
観
音
の
慈
備
を
礼
吉
は
眺
め
て
い
た
の
だ
が
、
「
南
海
慈
航
／
餅
水
楊
枝
／
皆
見
性
」
「
伽
山
浄
土
／
夜
叉
龍
女
／
墨
生
天
」

と
い
う
慈
備
の
「
楊
」
の
文
字
あ
る
い
は
音
が
、
楊
の
枝
と
い
う
慈
備
に
お
い
て
意
味
さ
れ
る
も
の
と
い
っ
た
ん
切
り
離
さ
れ
、
お
楊
と
い

7

女
性
の
名
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま
り
意
味
す
る
も
の
が
、
自
明
の
意
味
さ
れ
る
も
の
か
ら
隔
絶
し
た
別
な
も
の
を
指
し
示
し
、
新

た
な
言
葉
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
礼
吉
の
〈
記
憶
〉
が
「
加
賀
騒
動
」
を
ず
ら
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
す
で
に
述
べ
た
〈
詩
〉
の
言
葉
の

ゃ
う

創
造
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
楊
」
を
め
ぐ
る
意
味
の
転
換
が
そ
の
ま
ま
〈
姦
通
〉
で
あ
る
の
も
、
そ
の
転
換
自
体
が
一
つ
の

秩
序
を
覆
す
〈
詩
〉
と
し
て
〈
姦
通
〉
と
類
向
性
を
持
つ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
母
の
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
と

し
て
強
調
さ
れ
る
の
も
、

そ
れ
が
新
た
な
意
味
を
生
む
無
限
の
可
能
性
を
含
む
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

お
楊
と
母
は
、
馬
に
乗
っ
て

白
菊
谷
へ
行
く
姿
が
一
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
言
葉
の
意
味
の
組
み
か
え
に
な
ん
ら
か
の
接
点
を
持
つ
点
で
一
致
す
る
。
母
の
記
憶
と
お
楊

い
司
令
。
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に
連
な
る
白
菊
谷
が
〈
詩
〉
作
そ
の
も
の
の
世
界
化
と
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
二
股
尾
を
通
過
し
て
礼
吉
は
そ
こ
へ
参
入
し
よ
う
と
し
て

き
て
、
白
菊
谷
で
札
吉
は
〈
姦
通
〉
で
あ
る
お
楊
と
の
逢
瀬
を
か
な
え
る
。
そ
の
際
お
楊
は
「
お
母
様
を
念
じ
て
下
さ
い
。
観
音
様
を
、

鬼
子
母
神
様
を
念
じ
て
下
さ
い
。
」
（
七
十
二
と
礼
吉
に
語
り
か
け
る
。
礼
吉
に
と
っ
て
、
観
音
様
や
鬼
子
母
神
様
を
念
じ
る
こ
と
、

そ
グ〉

信
仰
の
根
幹
で
あ
る
だ
ろ
う
経
が
、
「
父
や
祖
母
の
を
聞
き
覚
え
」
（
五
）た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
記
憶
の
中
の
白
菊
谷
で
母
の
声
を
意
味

も
考
え
ず
に
真
似
た
よ
う
に
、
上
人
や
ま
わ
り
の
大
人
た
ち
の
声
を
そ
っ
く
り
真
似
る
こ
と
で
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
じ
て
習
慣
化
す
れ

ば
な
お
さ
ら
、
同
じ
文
言
を
繰
り
返
す
こ
と
が
目
的
と
な
り
、
経
は
意
味
を
考
え
ず
に
反
射
的
に
発
声
す
る
言
葉
に
な
る
。
意
味
す
る
も
の

と
意
味
さ
れ
る
も
の
が
切
り
離
さ
れ
や
す
い
点
で
経
は
〈
詩
〉
に
最
も
近
い
。
母
、
観
音
様
、
鬼
子
母
神
様
が
同
列
に
並
べ
ら
れ
る
の
は
、

鏡
花
の
伝
記
的
事
実
に
も
根
拠
を
持
つ
に
し
ろ
、

む
し
ろ
〈
詩
〉
と
の
関
連
性
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
結
び
つ
け
る
お
楊
自
身



は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、

そ
の
名
に
関
す
る
意
味
の
組
み
か
え
が
「
観
音
の
慈
偏
」
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
て
お
り
、
母
、
観
音
様
、
鬼
子

母
神
様
に
加
え
て
〈
姦
通
〉
と
し
て
の
お
楊
と
の
逢
瀬
は
一
体
化
し
て
〈
詩
〉
作
そ
の
も
の
の
世
界
白
菊
谷
を
つ
く
り
だ
す
。だ
か
ら
こ
そ

一
方
で
鬼
子
母
神
や
上
人
が
〈
姦
通
〉
を
退
け
る
道
徳
的
規
範
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
札
吉
の
〈
姦
通
〉の
成
就
す
る
白
菊
谷
が
浄
土
の

イ
メ
ー
ジ
で
書
か
れ
る

（
「
白
菊
谷
は
、
爺
に
も
婆
に
も
安
養
浄
土
な
ん
だ
か
ら
、
」
（
三
十
四
）
、
「
蓮
に
成
っ
た
ら
う
。
然
ら
ば
極
楽
に
生

れ
た
。
」
（
六
十
五
）
、
何
よ
り
、
母
と
お
楊
が
馬
に
乗
る
姿
は
普
賢
菩
薩
が
白
象
に
乗
る
姿
（
八
）
と
重
な
っ
て
い
る
。
）
と
い
う
矛
盾
も
説

明
で
き
る
。
例
え
ば
礼
吉
と
お
楊
の

〈
姦
通
〉
は
「
吉
祥
果
と
て
、
香
櫨
と
て
み
な
鬼
子
母
神
の
も
の
で
あ
る
。
其
の
い
づ
れ
の
一
つ
を

取
っ
て
、
可
恐
き
魔
を
防
が
う
と
し
て
も
、

人
妻
を
恋
ふ
る
も
の
の
た
め
に
、
何
と
て
霊
験
あ
ら
せ
給
ふ
べ
き
。
」
（
六
十
四
）と
鬼
子
母
神

に
よ
っ
て
障
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
礼
吉
と
お
光
の
関
係
も
、

か
つ
て
夜
の
川
べ
り
で
二
人
が
話
し
て
い
る
の
を
目
撃
し
た
上
人
に
「
此
慮
は

魔
所
ぢ
や
ぞ
・
：
誰
も
知
る
ま
い
が
の
、
鬼
子
母
神
様
が
御
存
じ
ぢ
や
。
」四
十

と
一
喝
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の
進
展
を
見

34-

せ
な
い
。
家
業
の
た
め
に
職
人
と
め
あ
わ
さ
れ
た
お
光
に
札
吉
と
の
駆
け
落
ち
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
の
も
、
観
音
様
、
鬼
子
母
神
様
と
同

じ
く
日
蓮
宗
の
神
と
も
い
え
る
「
お
祖
師
様
」
（
十
二
で
あ
る
。

お
上
人
が
請
す
る
よ
う
に
お
経
に
は
二
通
り
の
読
み
方
が
あ
る
が

四

十
二
、
お
祖
師
様
を
思
っ
て
お
光
が
念
じ
て
い
る
「
本
身
よ
り
仏
身
に
至
る
ま
で
、

し
き
や
う
な
ん
じ
に
や
く
ざ
ん
じ
し
ゃ
が
そ
く
く
わ
ん
ぎ
し
よ
ぷ
つ
や
く
ね
ん
に
よ
ぜ
し
に
ん
し
ょ
ぷ
っ
し
ょ
た
ん

経
「
此
経
難
持
。
若
暫
時
者
。
我
即
歓
喜
。
諸
仏
亦
然
。
如
是
之
人
。
諸
仏
所
嘆
。
」 よ
く
保
ち
た
て
ま
つ
る
。
」
を
、
礼
吉
の
唱
え
て
い
る

（
五
）と
比
較
す
る
な
ら
、
規
範
と
な
る
道
徳
性
を
支

え
て
い
る
の
が
読
下
し
に
よ
っ
て
よ
く
把
握
さ
れ
る
〈
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
〉

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に
、
物
語
世
界
で
礼
吉
が
開

き
覚
、
ぇ
、唱
え
る
経
が
日
本
語
の
意
味
と
し
て
は
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
音
読
み
で
あ
り
、
意
味
す
る
も
の
が
意
味
さ
れ
る
も
の

と
切
り
離
き
れ
る
別
の
世
界
の
可
能
性
を
開
示
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
別
世
界
日
浄
土
が
経
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
出
す
る
の
に
な
ぞ
ら

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
経
、
母
、
お
楊
、
〈
姦
通
〉
が
す
べ
ら
れ
る
と
き
、
白
菊
谷
は
意
味
す
る
も
の
と
意
味
さ
れ
る
も
の
の
固
定
化
し
た



繋
が
り
の
崩
壊
の
先
に
新
た
な
意
味
が
現
出
す
る
〈
詩
〉

（
叩
）

の
世
界
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
経
、
母
、
お
楊
、
〈
姦
通
〉
の
連
関
を
い
う
こ
と
で
、
白
菊
谷
ま
で
の
旅
が
〈
詩
〉
作
過
程
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ

こ
と
は
い
え
る
が
、

理
想
郷
で
あ
る
白
菊
谷
は
札
吉
に
語
ら
れ
る
〈
記
憶
〉

の
領
域
の
土
地
で
も
あ
っ
た

三
十
四
i

三
十
六
）
。
つ
ま
り

語
り
の
レ
ベ
ル
を
介
在
き
せ
る
と
、
そ
の
白
菊
谷
行
き
が
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
限
り
、
礼
吉
は
依
然
と
し
て
〈
記
憶
〉
の
中
の
礼
吉

と
は
分
裂
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
分
裂
を
消
去
し
、
礼
吉
を
〈
記
憶
〉
の
領
域
に
一
気
に
ひ
き
あ
げ
る
の
が
彼
の
〈
死
〉
だ
と
い
っ
て
よ

徴
的
に
い
え
ば
礼
吉
の
〈
記
憶
〉

い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
礼
吉
の
〈
死
〉
と
は
、
語
り
手
の
語
り
か
ら
札
古
の
存
在
を
消
す
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、

（
日
）

の
世
界
と
し
て
の
白
菊
谷
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

」
れ
に
よ
っ
て
、
象

の
領
域
は
独
立
し
、
〈
詩
〉

語
り
に
端
を
発
し
た
こ
の
礼
吉
の
領
域
の
移
動
が
、
す
で
に
述
べ
た
三
次
元
的
世
界
へ
の
転
換
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か

〈
死
〉
が
大
郷
子
と
の
軌
擦
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

（
「
お
橘
は
当
時
、
暗
一
嘩
の
た
め
に
傷
つ
い
た
と
思
っ
た
の
で
あ
っ
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に
礼
吉
の
み
が
参
入
で
き
る
白
菊
谷
が

い
わ
ば
平
面
上
で
の
大
郷
子
と
札
吉
の
対
立
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
札
吉
の

た
。
」
（
七
十
二
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
）
や
、
外
部
と
し
て
故
郷
の
論
理
を
免
れ
て
い
る
は
ず
の
〈
東
京
〉
に
お
い
て
も
故
郷
で
起
こ
っ

た
事
件
が
無
効
に
な
ら
な
い
こ
と

て
目
が
覚
め
る
や
う
に
蘇
生
る
」
（
七
十
こ

（
「
此
の
生
ま
れ
た
ま
、
の
江
戸
児
は
、田
舎
で
な
ん
ぞ
死
ん
だ
も
の
は
、
箱
根
を
越
し
ゃ
あ
、
誰
だ
っ

は
ず
の
札
吉
は
生
き
返
ら
な
い
）
は
、
礼
吉
と
大
郷
子
の
対
立
だ
け
で
は
白
菊
谷
を
説
明
で

き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
礼
吉
は
甚
次
郎
の
一
撃
に
よ
っ
て
斑
猫
に
な
り
お
楊
の
胸
に
抱
か
れ
る
。
「
我
が
頭
は
、

頭
赤
く
羽
黒
く
し

て
者
あ
る
毒
虫
に
殆
ど
其
の
ま
冶
で
あ
る
か
に
迷
っ
た
」
（
七
十
二
。
「
加
賀
騒
動
」
の
斑
猫
の
機
能
の
よ
う
に
、
札
吉
は
秩
序
を
ず
ら
す

も
の
で
あ
り

そ
れ
は
お
楊
と
の

〈
姦
通
〉
が
成
就
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
礼
吉
は
語
り
手
の
語
り
の
領
域
を
離
れ
て
〈
記
憶
〉

の
領
域

に
粒
致
き
れ
る
。
〈
記
憶
〉
の
中
で
幼
い
礼
吉
が
当
時
名
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
の
「
藍
子
」
と
い
う
詩
人
の
名
で
よ
ば
れ
る
六
十
八



の
は
、
そ
れ
が
〈
詩
〉
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
り
、
〈
死
〉
が
〈
詩
〉
の
完
成
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
名
も
な
き
詩
人
に
は
、
藍
子
に
は
、
む
し

ろ
本
懐
」
（
七
十
二

な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
語
り
手
は
礼
吉
の

〈
死
〉
そ
の
も
の
を
語
ろ
う
と
し
な
い

（
札
吉
が
病
院
で
一
時
意
識
を
回
復
し
た
こ
と
と
遺
骨
に
な
っ
て

箱
根
を
越
え
る
こ
と
の
聞
は
空
白
で
あ
る
）
。
札
吉
の
死
と
は
、
〈
記
憶
〉
U

〈
詩
〉
を
そ
れ
を
発
し
た
礼
吉
な
し
に
独
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
物
語
末
尾
の
お
楊
の
手
紙
の
み
が
そ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
。
手
紙
と
は
、

そ
れ
を
発
し
た

（
書
い
た
）
本
人
が
い
な
く
て
も
、
言
葉
だ

け
で
独
立
し
て
機
能
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
現
実
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
る
現
実
の
補
完
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
書
か
れ
て

い
る
指
示
対
象
そ
の
も
の
が
決
し
て
相
手
に
届
か
な
い
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
現
実
を
自
由
に
書
き
か
え
ら
れ
る
。
礼
吉
の
〈
記
憶
〉
H

〈
詩
〉
の
世
界
と
は
、
対
応
す
る
現
実
の
事
物
を
持
た
な
い
ゆ
え
に
意
味
を
横
滑
り
さ
せ
、
次
々
と
新
し
い
意
味
を
生
み
出
し
て
い
く
言
葉

-36-

遊
び
の
よ
う
に
、
言
葉
が
言
葉
独
自
の
創
造
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
場
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
一
訪
問
り
の
構
造
と
い
う

言
葉
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
の
語
り
な
し
に
〈
記
憶
〉
や
手
紙
だ
け
が
長
く
書
か
れ
る
と
し
た
ら
、
語
り

手
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
続
け
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
は
現
実
の
支
え
を
持
た
な
い
言
葉
の
ゆ
き
す
ぎ
が
言
葉
を
空
虚
に

し
て
し
ま
う
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
由
縁
の
女
」
に
は
そ
の
よ
う
な
地
点
は
な
い
。
輝
か
し
い
詩
的
言
語
の
世
界

を
垣
間
見
せ
て
「
由
縁
の
女
」
は
終
わ
る
。
読
後
の
カ
タ
ル
シ
ス
に
な
に
が
し
か
の
詩
し
さ
が
混
じ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
法
華
経
が
、
法
華

経
を
唱
え
る
こ
と
で
現
出
す
る
世
界
の
素
晴
ら
し
き
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
創
造
的
言
語
活
動
と
し
て
の
〈
詩
〉

の
成
立
を
物
語

る
「
由
縁
の
女
」
自
体
が
創
造
的
言
語
で
あ
る
と
い
う
自
己
言
及
性
の
ゆ
え
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

、
迂



冒
頭
で
東
京
を
〈
今
・
こ
こ
〉
で
展
開
す
る
と
見
せ
て
東
京
の
〈
日
常
〉
化
に
一
役
買
っ
て
い
た
語
り
手
の
語
り
の
現
前
化
作
用
が
、
同
様

に
故
郷
で
進
行
す
る
長
い
出
来
事
を
〈
今
・
こ
こ
〉
と
し
て
中
心
化
し
続
け
る
こ
と
で
、
故
郷
は
第
一
義
的
〈
日
常
〉
を
獲
得
し
、
背
景
化

き
れ
た
東
京
を
付
随
的
〈
非
日
常
〉
に
し
て
し
ま
う
。
一
見
我
々
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
価
値
観
を
生
き
て
い
る
故
郷
の
大
郷
子
が
〈
日

常
〉
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
現
代
の
読
者
を
含
む
す
べ
て
の
人
の
日
常
生
活
が
演
技
で
あ
る
こ
と
が
発
見
き
れ
る
戯

画
の
仕
組
み
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
故
郷
か
ら
新
た
に
括
り
出
さ
れ
る
〈
非
日
常
〉
と
し
て
の
白
菊
谷
や
堀
川
の
住
人
が
、

外
部
と
し
て
の
東
京
の
住
人
札
吉
と
結
び
つ
く
こ
と
も
、
故
郷
の
〈
日
常
〉
化
に
伴
う
東
京
の
〈
非
日
常
〉
化
を
媒
介
に
す
る
こ
と
な
し
に

は
説
明
で
き
な
い
。
〈
異
界
〉
を
静
的
構
造
で
な
く
過
程
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
た
め
に
も
読
書
過
程
の
考
察
は
急
務
な
の
だ
が
、
詳
し
く

触
れ
る
余
裕
は
な
い
。

故
郷
の
町
が
金
沢
と
お
ぼ
し
き
な
が
ら
膿
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
加
賀
騒
動
」
の
名
は
示
き
れ
て
お
ら
ず
、
内
容
も
独
自
な
も
の
で
あ
る

が
、
便
宜
上
そ
う
呼
ぶ
。
加
賀
騒
動
に
は
多
く
の
実
録
体
小
説
や
演
劇
化
、
講
談
が
あ
る
。
毒
薬
を
斑
猫
と
明
示
し
て
い
る
点
で
は
「
見
語

大
鵬
撰
」
、
大
火
の
怪
異
を
扱
う
点
で
同
書
と
「
北
雪
美
談
金
沢
実
記
」
、
ま
た
大
槻
の
敵
役
に
一
般
的
な
前
回
土
佐
守
で
は
な
く
織
田
利
勝

を
配
す
る
点
で
講
談
（
邑
井
一
の
速
記
本
「
加
賀
騒
動
北
路
梅
」
明
白
・
4

に
よ
る
）
や
、
織
田
に
擬
し
た
人
物
を
登
場
き
せ
る
合
巻
「
時

代
か
ゾ
み
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
典
拠
が
考
え
ら
れ
、
結
果
と
し
て
「
加
賀
騒
動
」
は
火
に
纏
わ
る
物
語
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
の
だ
が

今
は
省
く
。

吉
田
呂
志
「
泉
鏡
花
『
由
縁
の
女
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
幻
・
1

）
、
伊
原
淳
子
「
『
由
縁
の
女
』
私
論

｜
｜
お
楊
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
l

」
（
『
目
白
国
文
」
お
・3
）
な
ど
。

〈
女
〉
の
犠
牲
と
い
う
の
は
、
露
野
だ
け
で
な
く
、
「
が
、
友
の
薮
の
溝
に
、
紅
い
色
を
射
た
当
時
は
、
同
じ
色
の
帯
が
、
見
隠
れ
に
大
川
を

流
れ
た
。
け
れ
ど
、
其
の
身
投
の
女
は
、
何
慮
に
も
死
骸
が
上
ら
な
か
っ
た
と
言
ふ
し
、
い
や
、
心
黒
い
も
の
が
衣
だ
け
剥
い
だ
、
死
骸
を

裸
で
流
し
た
と
も
言
ふ
」
身
投
げ
の
女
性
と
も
重
層
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

白
菊
谷
の
少
女
霜
が
礼
吉
の
身
代
わ
り
に
な
っ
た
こ
と
が
東
京
で
思
い
出
き
れ
る
こ
と
（
三
十
三
）
、
ま
た
礼
吉
と
の
思
い
出
に
連
な
る
お

楊
の
「
何
と
か
言
ふ
人
の
東
京
土
産
」
の
人
形
が
「
男
の
児
の
人
形
だ
け
れ
ど
、
女
の
や
う
に
優
し
い
」
（
三
十
九
）
こ
と
も
同
様
の
交
点

で
あ
る
と
い
え
る
。

ほ
か
の
出
来
事
を
年
表
的
に
整
理
す
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
、

2 3 4 5 6 

天
神
橋
で
礼
吉
が
唄
う
「
父
き
ん
、
母
さ
ん
、

一37-

何
慮
に
や
ら
、
月
夜
に
水
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の
音
す
れ
ど
橋
に
私
の
影
あ
れ
ど
、
」
「
露
を
其
の
ま
、
手
向
草
、
桔
梗
刈
萱
女
郎
花
」
（
二
十
四
）

に
何
慮
か
形
の
似
た
」
（
四
十
四
）
礼
吉
の
〈
詩
〉
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
が
鏡
花
の
実
生
活
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
必
要
な
詮
索
で
は
な
い
が
、
鏡
花
自
身
も
父
の
死
と
貧

窮
に
よ
り
自
殺
を
決
意
し
た
こ
と
が
あ
り
、
作
品
を
書
く
こ
と
で
作
家
と
し
て
立
ち
直
っ
た
。
そ
の
際
、
同
時
期
に
自
殺
し
た
女
が
鏡
花
の

形
代
に
な
っ
た
と
の
指
摘
は
高
桑
法
子
「
異
界
と
幻
想
」
（
『
国
文
学
』
平
2

・
6

）
に
あ
る
（
注
4

参
照
）
。

蒲
生
欣
一
郎
『
鏡
花
文
学
新
論
』
（
花
）
、
伊
原
淳
子
前
掲
論
文
な
ど
。

こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
作
中
人
物
に
と
っ
て
の
音
声
と
文
字
は
両
者
と
も
意
味
の
組
み
替
え
の
媒
体
と
な
り
得
る
た
め
、
文
字
を
音
声
に
対

す
る
二
次
的
な
も
の
と
は
考
え
ず
、
共
に
「
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
両
者
を
区
別
し
な
い
。

白
菊
谷
で
お
楊
に
会
い
に
行
く
札
吉
を
「
い
で
歌
枕
見
る
た
め
の
、
大
宮
人
の
意
気
が
あ
る
。
」
（
岩
波
版
全
集
問
頁

4

行
）
と
書
い
た
後

に
、
自
筆
原
稿
で
は
「
詩
人
は
然
も
詩
中
に
あ
る
。
」
と
の
抹
消
部
分
が
あ
り
、
鏡
花
は
白
菊
谷
に
〈
詩
〉
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

甚
次
郎
は
（
語
り
手
の
語
り
の
中
で
は
）
言
葉
を
話
き
ず
、
だ
れ
も
が
免
れ
得
な
い
〈
現
実
〉
と
〈
言
葉
〉
の
両
方
に
跨
が
る
主
体
の
分
裂

を
た
だ
一
人
逃
れ
て
い
る
ゆ
え
に
「
神
秘
な
山
の
（
お
つ
か
は
し
め
）
」
（
三
十
こ
と
し
て
礼
吉
を
分
裂
か
ら
解
放
す
る
一
撃
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

38 

等
の
子
守
歌
や
鞠
歌
は
、
「
例
の
俳
譜
歌

9 8 10 11 

付
記

本
文
の
引
用
は
「
鏡
花
全
集
」
（
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
適
宣
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、ふり
が
な
を
省
略
し
た
。


