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今
回
の
討
議
で
は
、
川
端
康
成

の
作
品
の
中
か
ら
と
く
に

「
雪
国
」
と

「
山

日
本
文
学
、
外
国
文
学
、
比
較
思
想
を
専
攻
す
る
三
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異

っ

た
立
場
か
ら
、
日
本
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
に
つ
い
て
の
研
究
を

進
め
て
お
り
、
そ
の
研
究
の

一
環

と
し
て
、
川
端
康
成
の
文
学
を
と
り
あ
げ
た

の
で
あ
る
。
な
お
、
川
端
康
成
の
文
学
を
テ
ー
マ
に
し
た
の
は
、
前
年
度
の
志

賀
直
哉
と
同
様
に
、
川
端
康
成
が
近
代
日
本
文
学
の
代
表
的
作
家

で

あ

る

こ

と
、
ま
た
そ
の
文
学
が
自
然
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
日
本
文
学
に
お
け
る
自

然
と
自
然
観
を
考
察
す
る
上
で
、

重
要
な
位
置
を
占
め
る
作
家
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

川
端
康
成
は
、
多
彩
な
文
学
活
動
を
行
な

っ
た
作
家
で
あ
り
、
そ
の
文
学
史

的
な
位
置
づ
け
は
、
い
ま
だ
定
ま

っ
て
い
な
い
が
、
川
端
文
学
の
特

徴

と

し

て
、
自
然
と
の
濃
密
な
関
連
性
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
自
然
に

お
け
る
美
の
凝
視
が
、
や
が
て
虚
無
的
な
世
界
と

つ
な
が

っ
て
ゆ
く
と
い
う
の

が
、
作
品

の

一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
の
伝
統
的
自
然
観
と

西

村

真
一

川
端
康
成
の
文
学
に
お
け
る
自
然

1

「
雪
国
」
を
通
じ
て

ー

総
合
科
目

「自
然
保
護
」
に
人
文
科
学
の
領
域
か
ら
参
加
し
て
い
る
西
村
、

深
沢
、
鵜
木
の
三
名
は
、
昭
和
五
十
年
度
の
講
義
の
総
括
と
し
て

「
川
端
康
成

の
文
学
に
お
け
る
自
然
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
、
共
同
討
議
を
行
な

っ
た
。
(
こ

れ
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
の

「志
賀
直
哉
の
文
学
に
お
け
る
自
然
」
に
続
く
も

の
で
、
昭
和
五
十

一
年
度
は

「永
井
荷
風
の
文
学
に
お
け
る
自
然
」
に
つ
い
て

の
共
同
討
議
を
行
な
う
予
定
で
あ
る
。)

の
音
」

の
二
つ
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
二
作
品
を
通
じ
て
、
川
端
康
成
の
文
学

に
お
け
る
自
然
と
自
然
観
を
考
察
し
た
。
こ
の
報
告
は
、
共
同
討
議
に
お
け
る

発
表
内
容
を
各
自
が
要
約
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
草
稿

の
段
階
で
こ
れ
を
回
覧

し
、
疑
問
点
や
問
題
点
を
補
足
し
て
後

に
記
し
た
。
共
同
討
議
の
形
式
を
忠
実

に
再
現
し
た
も
の
と
は
い
え
ぬ
ま
で
も
、
い
く
ら
か
そ
の
形
式
に
近
づ
け
た
と

は
思

っ
て
い
る
。
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の
関
連
が
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
小
説
「
雪
国
」
は
題
名
に
も
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
雪
国
を
舞
台
と
し
、
そ
の
自
然
を
背
景
と
し
た
男
女
の
姿
を
デ
ッ
サ

ン
の
よ
う
に
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
雪
国
の
自
然
は
、
清
新

で
、
「
こ
の
作
品
が
出
た
後
で
は
、
雪
国
の
現
実
が
こ
の
作
品
を
模
倣
す
る
傾

向
を
も
つ
」
注
一
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
文
学
的
な
高
さ
に
達
し
て
い
る
。
そ
こ

で
「
雪
国
」
に
あ
ら
わ
れ
た
自
然
描
写
（
こ
こ
で
い
う
自
然
描
写
と
は
、
単
な

る
風
景
描
写
や
叙
景
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
意
味
の
、
人
間
と
自
然
と
の
か

か
わ
り
合
い
に
関
す
る
叙
述
を
意
味
す
る
。
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

川
端
康
成
の
文
学
に
お
い
て
自
然
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
明

ら
か
に
し
、
川
端
の
美
意
識
や
自
然
観
と
の
関
係
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
「
雪
国
」
は
、
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
夜
の

底
が
白
く
な
っ
た
Q
」
と
い
う
有
名
な
冒
頭
の
文
章
で
始
ま
る
。
こ
の
文
章
に

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
舞
台
は
、
長
い
ト
ン
ネ
ル
に
よ
っ

て
、
日
常
的
・
現
実
的
な
世
界
と
へ
だ
て
ら
れ
た
雪
国
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
雪
国
は
、
自
然
主
義
の
作
家
等
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
雪
国
、
す
な

わ
ち
き
び
し
い
風
雪
に
と
ざ
さ
れ
た
、
人
々
の
苦
し
い
生
活
の
場
と
し
て
雪
国

と
等
質
の
も
の
で
は
な
い
。

　
主
人
公
の
島
村
は
、
雪
国
の
温
泉
に
む
か
う
汽
車
の
中
で
、
連
れ
の
病
気
の

青
年
を
介
抱
す
る
娘
（
葉
子
）
の
姿
を
鏡
の
よ
う
な
車
窓
に
見
出
す
。
島
村
の

眼
に
は
そ
の
姿
が
、
次
の
よ
う
に
写
る
。

　
鏡
の
底
に
は
夕
暮
色
が
流
れ
て
み
て
、
つ
ま
り
写
る
も
の
と
写
す
鏡
と
が
、

　
映
画
の
二
重
写
し
の
や
う
に
動
く
鏡
だ
っ
た
。
し
か
も
人
物
は
透
明
の
は
か

　
な
さ
で
、
風
景
は
夕
闇
の
お
ぼ
ろ
な
流
れ
で
、
そ
の
二
つ
が
融
け
合
ひ
な
が

　
ら
こ
の
世
な
ら
ぬ
象
徴
の
世
界
を
描
い
て
み
た
。
（
傍
点
西
村
、
以
下
同
じ
。
）

ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
出
た
こ
な
た
に
在
る
雪
国
は
、
現
実
の
世
界
と
は
別
の
世
界

で
あ
り
、
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
象
徴
の
世
界
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

こ
に
お
け
る
人
間
の
営
み
は
、
島
村
の
眼
に
は
「
透
明
の
は
か
な
さ
」
を
も
っ

て
譲
る
の
で
あ
る
。

　
島
村
と
い
う
人
物
は
、
舞
踊
評
論
な
ど
を
書
く
「
文
筆
家
の
は
し
く
れ
」
と

設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
は
「
親
譲
り
の
財
産
で
徒
食
す
る
」
人
間
で

あ
る
。
彼
は
、
妻
子
を
東
京
に
残
し
て
温
泉
場
に
長
逗
留
で
き
る
気
楽
な
存
在

で
、
生
活
者
と
し
て
の
匂
い
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
現
実
生

活
の
営
み
を
す
べ
て
「
徒
労
」
で
あ
る
と
傍
観
し
、
現
実
の
葛
藤
の
外
側
に
居

て
、
専
ら
自
然
美
や
女
性
美
の
追
求
者
と
し
て
ふ
る
ま
う
人
間
な
の
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
唐
突
な
い
い
方
を
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
人
物
は
、
文
学
史
に
お
け

る
「
隠
遁
者
」
や
「
世
捨
人
」
の
系
譜
に
立
つ
人
間
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
隠

遁
者
や
世
捨
人
が
、
実
社
会
の
枠
外
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
索
家
で
あ
り
自

然
美
の
追
求
者
で
あ
り
得
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
島
村
も
ま
た
生
活
者
と
し
て

の
役
割
を
放
棄
し
て
は
じ
め
て
、
雪
国
に
お
け
る
自
然
美
や
女
性
美
の
観
照
者

と
し
て
、
実
在
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
注
脚
。

　
雪
国
の
世
界
は
、
美
的
、
幻
想
的
な
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
島
村
に
と
っ

て
は
、
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ
た
こ
ち
ら
側
の
雪
国
が
、
現
実
の
世
界
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
帰
京
の
際
に
見
た
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
駒
子
の
真
赤
な
頬
は

「
現
実
と
の
別
れ
際
の
色
」
で
あ
り
、
汽
車
が
動
き
出
す
と
彼
は
「
な
に
か
非

現
実
的
な
も
の
に
乗
っ
て
、
時
間
や
距
離
の
思
い
も
消
え
、
虚
し
く
体
を
運
ば

れ
て
行
く
や
う
な
放
心
状
態
に
落
ち
る
」
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
島
村
が
、
駒
子
の
居
る
山
の
温
泉
を
訪
ね
た
の
は
次
の
よ
う
な
経

緯
に
よ
る
。

　
　
無
為
徒
食
の
島
村
は
自
然
と
自
身
に
対
す
る
真
面
目
さ
も
失
ひ
が
ち
な
の

　
で
、
そ
れ
を
呼
び
戻
す
に
は
山
が
い
い
と
、
よ
く
一
人
で
山
歩
き
す
る
が
、

　
そ
の
夜
も
国
境
の
山
々
か
ら
七
日
振
り
で
温
泉
場
へ
下
り
て
来
る
と
、
芸
者
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を
呼
ん
で
く
れ
と
言
っ
た
。

「
自
身
に
対
す
る
真
面
目
さ
も
失
ひ
が
ち
な
の
で
、
そ
れ
を
呼
び
戻
す
」
た
め

に
自
然
に
入
り
こ
む
こ
と
、
す
わ
ち
失
わ
れ
た
人
間
性
を
回
復
す
る
手
段
と
し

て
、
自
己
を
自
然
の
中
に
没
入
さ
せ
る
こ
と
は
、
人
間
が
し
ば
し
ば
試
み
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
方
は
、
古
く
か
ら
日
本
人

の
自
然
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
ご
く
ふ
つ
う
の
態
度
で
あ

る
。
自
然
に
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
傷
つ
き
衰
え
た
精
神
を
慰
撫

し
、
浄
化
す
る
こ
と
を
は
か
る
。
そ
し
て
、
自
然
の
生
命
力
に
よ
っ
て
、
人
間

本
来
の
力
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
島
村
は
、
新
緑
の
山
々
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
活
力
を
取
り
戻
し
、
里
へ
下

り
た
。
活
力
の
回
復
は
、
性
欲
の
発
動
を
も
意
味
す
る
。
島
村
は
、
そ
こ
で
あ

ら
わ
れ
た
駒
子
に
、
次
の
よ
う
に
女
の
世
話
を
頼
む
の
で
あ
る
。

　
「
な
ん
で
も
な
い
こ
と
ち
ゃ
な
い
か
。
山
で
丈
夫
に
な
っ
て
来
た
ん
だ
よ
。

　
頭
が
さ
っ
ぱ
り
し
な
い
ん
だ
。
君
と
だ
っ
て
、
か
ら
っ
と
し
た
気
持
で
話
が

　
出
来
や
し
な
い
。
」

万
物
の
生
命
の
根
源
で
あ
る
自
然
は
、
旺
盛
な
生
命
力
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の

生
命
力
を
す
べ
て
の
生
き
物
に
分
か
ち
与
え
て
止
む
こ
と
が
な
い
。
島
村
も
、

自
然
の
原
始
的
な
生
命
力
に
触
れ
て
、
生
気
を
回
復
し
、
性
欲
を
自
覚
し
た
の

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
島
村
の
前
に
現
わ
れ
た
の
は
「
肌
の
底
黒
い
腕
が
ま
だ
骨
張
っ
て
」

い
る
「
い
か
に
も
山
里
の
芸
者
」
で
あ
っ
た
。
興
ざ
め
し
た
島
村
は
「
宿
の
玄

関
で
若
葉
の
匂
ひ
の
強
い
裏
山
を
見
上
げ
る
と
そ
れ
に
誘
は
れ
る
よ
う
に
荒
っ

ぽ
く
登
っ
て
」
行
く
。
そ
れ
は
体
内
に
う
っ
屈
し
た
性
欲
を
発
散
さ
せ
よ
う
と

す
る
行
為
で
あ
っ
た
。

　
ほ
ど
よ
く
疲
れ
た
と
こ
ろ
で
、
く
る
つ
と
振
り
向
き
ざ
ま
浴
衣
の
尻
か
ら
げ

　
れ
、
　
一
散
に
駈
け
下
り
る
と
、
足
も
と
か
ら
黄
蝶
が
二
羽
飛
び
立
っ
た
Q
蝶

　
は
も
つ
れ
合
ひ
な
が
ら
、
や
が
て
国
境
の
山
よ
り
高
く
、
黄
色
が
白
く
な
つ

　
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
遙
か
だ
っ
た
。

島
村
の
性
欲
は
、
こ
う
し
て
一
時
的
に
抑
制
さ
れ
る
が
、
杉
林
の
陰
で
島
村
は

駒
子
と
会
い
、
自
分
が
性
欲
の
対
象
と
し
て
い
た
の
が
、
実
は
駒
子
で
あ
っ
た

こ
と
を
自
覚
し
て
、
次
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
Q

　
七
日
間
の
山
の
健
康
を
簡
単
に
洗
濯
し
よ
う
と
思
ひ
つ
い
た
の
も
、
実
は
初

　
め
に
こ
の
清
潔
な
女
を
見
た
か
ら
だ
っ
た
ら
う
か
と
、
島
村
は
今
に
な
っ
て

　
気
が
つ
い
た
。

そ
し
て
島
村
は
、
大
雨
の
そ
の
夜
、
駒
子
と
は
じ
め
て
官
能
的
な
一
夜
を
明
か

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
島
村
の
心
理
と
行
動
は
、
自
然
の
リ
ズ
ム

と
微
妙
な
か
ら
み
合
い
を
み
せ
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
島
村
が
駒
子
に
見
出
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
清
潔
な
美
し
さ
と
雪
国
の

自
然
の
中
で
生
き
て
い
る
「
自
然
人
」
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
駒
子
の
清
潔
な
美

し
さ
は
、
島
村
の
駒
子
に
対
す
る
第
一
印
象
を
叙
べ
た
次
の
個
所
に
、
明
確
に

表
わ
れ
て
い
る
。

　
　
女
の
印
象
は
不
思
議
な
く
ら
ゐ
清
潔
で
あ
っ
た
。
足
指
の
裏
の
窪
み
ま
で

　
き
れ
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
た
。
山
々
の
初
夏
を
見
て
来
た
自
分
の
限
の
せ

　
み
か
と
島
村
は
疑
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

他
に
も
、

　
鏡
の
奥
が
真
白
に
光
っ
て
み
る
の
は
雪
で
あ
る
。
そ
の
雪
の
中
に
女
の
真
赤

　
な
頬
が
浮
ん
で
み
る
Q
な
ん
と
も
い
へ
ぬ
清
潔
な
美
し
さ
で
あ
っ
た
。

と
か
、

　
　
白
粉
は
な
く
、
都
会
の
水
商
売
で
透
き
通
っ
た
と
こ
ろ
へ
山
の
色
が
染
め

　
た
と
で
も
い
ふ
百
合
か
玉
葱
み
た
い
な
球
根
を
む
い
た
新
し
さ
の
皮
膚
は
、

　
首
ま
で
ほ
ん
の
り
血
の
色
が
上
っ
て
み
て
、
な
に
よ
り
も
清
潔
だ
っ
た
。

と
い
う
よ
う
な
、
同
様
の
描
写
が
少
な
く
な
い
。
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駒
子
に
関
す
る
右
の
よ
う
な
描
写
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
人
物
描
写
で
あ
っ

て
、
自
然
描
写
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
強
調
さ
れ
て
い
る
「
清
潔
な
美
し

さ
」
は
、
駒
子
の
天
性
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
環
境
と
し
て
雪
国
の
自

然
が
磨
き
を
か
け
た
も
の
で
あ
り
、
自
然
の
清
浄
な
美
し
さ
の
反
映
で
も
あ

る
。　

こ
う
し
た
美
し
さ
は
ま
た
、
都
会
の
女
性
の
脆
弱
な
美
し
さ
と
は
異
質
の
野

性
的
な
強
さ
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
。
駒
子
が
島
村
と
再
会
し
て
一
夜
を
明
か

し
た
翌
朝
の
叙
述
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。

　
　
帯
を
結
び
終
っ
て
か
ら
も
、
女
は
立
っ
た
り
座
っ
た
り
、
さ
う
し
て
ま
た

　
窓
の
方
ば
か
り
見
て
歩
き
廻
っ
た
。
そ
れ
は
夜
行
動
物
が
朝
を
恐
れ
て
い
ら

　
い
ら
歩
き
廻
る
や
う
な
落
ち
つ
き
の
な
さ
だ
っ
た
。
遅
し
い
野
性
が
た
か
ぶ

　
っ
て
来
る
さ
ま
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
「
自
然
の
女
」
で
あ
る
駒
子
は
ま
た
、
島
村
の
宿
を
訪
ね
る
と
き
、

裏
山
の
杉
林
の
中
を
か
き
分
け
て
上
っ
て
く
る
よ
う
な
女
で
あ
る
。
島
村
は

「
そ
の
ま
ま
窓
へ
行
っ
て
女
が
掻
き
登
っ
て
き
た
と
い
ふ
あ
た
り
を
見
下
す
と

灌
木
類
の
茂
り
の
裾
が
猛
々
し
く
拡
が
っ
て
み
た
。
」
と
、
そ
れ
を
感
嘆
し
て

眺
め
る
の
で
あ
っ
た
。

　
駒
子
の
三
味
線
の
音
色
が
、
自
然
を
相
手
に
稽
古
し
た
も
の
ゆ
え
に
、
強
い

響
き
を
も
っ
と
い
う
、
次
の
叙
述
は
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
る
。

　
「
こ
ん
な
日
は
音
が
ち
が
ふ
。
」
と
、
雪
の
晴
天
を
見
上
げ
て
駒
子
が
言
っ
た

　
だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
た
。
空
気
が
ち
が
ふ
の
で
あ
る
。
劇
場
の
壁
も
な
け
れ

　
ば
、
聴
衆
も
な
け
れ
ば
、
都
会
の
塵
埃
も
な
け
れ
ば
、
音
は
た
だ
純
粋
な
冬

　
の
朝
に
澄
み
通
っ
て
、
遠
く
の
山
山
ま
で
真
直
ぐ
に
響
い
て
い
っ
た
。

　
　
い
つ
も
山
峡
の
大
き
な
自
然
を
、
自
ら
は
知
ら
ぬ
な
が
ら
相
手
と
し
て
孤

　
独
に
稽
古
す
る
の
が
、
彼
女
の
習
は
し
で
あ
っ
た
ゆ
ゑ
、
携
の
強
く
な
る
の

　
は
自
然
で
あ
る
。
そ
の
孤
独
は
哀
愁
を
踏
み
破
っ
て
、
野
性
の
意
力
を
宿
し

　
て
る
た
。

「
生
き
て
い
る
こ
と
も
徒
労
で
あ
る
」
と
観
じ
、
駒
子
の
生
き
方
を
「
虚
し
い

徒
労
」
と
思
い
、
「
遠
い
憧
憬
」
と
哀
れ
む
島
村
も
、
駒
子
の
三
味
線
の
音
色

に
こ
め
ら
れ
た
自
然
の
力
の
前
に
は
、
「
自
分
は
た
だ
も
う
無
力
」
で
あ
っ
て
、

「
思
ひ
の
ま
ま
押
し
流
さ
れ
る
の
を
快
い
と
身
を
捨
て
て
浮
ぶ
よ
り
し
か
た
が

な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
川
端
康
成
は
、
は
り
つ
め
た
少
女
の
美
や
少
女
の
持
つ
危
険
な
美
を
し
ば
し

ば
作
品
に
描
い
た
。
「
雪
国
」
の
駒
子
も
、
ひ
た
む
き
な
哀
れ
さ
を
背
負
っ
た

女
と
し
て
、
川
端
康
成
の
描
く
独
特
の
女
性
像
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
駒
子
の
美
し
さ
は
、
都
会
の
少
女
の
美
し
さ
と
は
全
く
異
質
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
駒
子
が
、
雪
国
の
自
然
の
所
産
と
も
い
う
べ
き
女
だ
か
ら

で
あ
る
。
駒
子
の
清
潔
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
し
く
雪
国
の
透
明
な
空
気
と
純

白
の
雪
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
。
そ
の
ひ
た
む
き
さ
や
哀
し
さ
も
、
は
か
な

く
消
え
去
る
雪
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
面
、

駒
子
は
そ
の
体
内
に
、
赤
く
あ
た
た
か
い
血
が
流
れ
て
い
る
女
で
あ
る
。
自
然

と
調
和
し
て
生
き
て
い
る
人
間
の
持
つ
し
た
た
か
な
強
さ
を
駒
子
の
中
に
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
人
間
の
生
き
方
は
、
環
境
と
し
て
の
自
然
の
大
ぎ
な
影
響
を
受
け
る
。
人
間

の
生
活
は
、
自
然
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い
。
そ
し
て
自
然
と
調
和
し
、
一
体
化
し
て
生
き
る
こ
と
が
、
人
間
の
あ
る
べ

き
姿
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
明
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
人

間
は
、
自
然
か
ら
離
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
、
人
間
が
自
然
の
中
に
在
っ
た
時

に
持
っ
て
い
た
原
始
的
な
生
命
力
は
衰
え
、
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
「
自
然
の
女
」

で
あ
る
駒
子
は
、
原
始
的
な
生
命
力
を
強
く
そ
の
身
に
宿
し
た
女
で
あ
る
。

　
岩
場
で
遭
難
が
あ
っ
た
と
い
う
山
を
指
し
て
、
駒
子
が
次
の
よ
う
に
言
う
の

を
、
夕
日
に
映
え
る
山
を
眺
め
な
が
ら
島
村
が
思
い
出
す
場
面
が
あ
る
。
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「
人
間
な
ん
て
脆
い
も
ん
ね
。
頭
か
ら
骨
ま
で
、
す
っ
か
り
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ

　
に
つ
ぶ
れ
て
た
ん
で
す
っ
て
。
熊
な
ん
か
、
も
っ
と
高
い
岩
場
か
ら
落
ち
た

　
っ
て
、
体
は
ち
っ
と
も
傷
が
つ
か
な
い
さ
う
よ
。
」

し
か
し
島
村
は
、
次
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
熊
の
や
う
に
硬
く
厚
い
毛
皮
な
ら
ぽ
、
人
間
の
官
能
は
よ
ほ
ど
ち
が
っ
た

　
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
人
間
は
薄
く
な
め
ら
か
な
皮
膚
を
愛
し
合

　
っ
て
み
る
の
だ
。

こ
こ
に
、
自
然
の
強
さ
に
思
い
を
寄
せ
る
駒
子
と
人
間
の
官
能
に
思
い
至
る
島

村
の
思
考
の
差
が
、
歴
然
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。
し
か
し
、
感

覚
や
宮
能
に
依
っ
て
生
き
る
都
会
者
の
島
村
が
魅
か
れ
た
の
は
、
実
は
、
駒
子

に
体
現
さ
れ
た
自
然
の
美
し
さ
や
生
命
力
の
強
さ
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
島
村
は
、
駒
子
を
通
じ
て
、
失
わ
れ
た
聖
な
る
自
然
の
回
復
を
試
み

よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一

　
物
語
に
お
け
る
人
物
の
心
理
や
行
動
、
筋
の
展
開
が
季
節
の
推
移
と
密
接
な

関
連
を
も
つ
こ
と
、
自
然
描
写
と
心
理
描
写
が
、
相
互
に
作
用
し
、
映
発
し
な

が
ら
物
語
が
進
行
す
る
と
い
う
手
法
は
、
わ
が
国
の
物
語
・
小
説
に
み
ら
れ
る

伝
統
的
な
手
法
で
あ
っ
た
。
日
本
の
物
語
や
小
説
は
、
季
節
の
ロ
マ
ン
と
し
て

の
性
格
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
る
注
三
。
「
源
氏
物
語
」
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、

近
代
の
小
説
に
つ
い
て
み
て
も
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
細
雪
」
な
ど
に
、
こ
う
し

た
手
法
は
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

　
「
雪
国
」
に
は
、
さ
し
て
大
き
な
筋
の
展
開
と
い
う
も
の
は
み
ら
れ
ぬ
が
、

季
節
の
め
ぐ
り
は
、
こ
の
作
品
の
重
要
な
要
素
を
占
め
て
い
る
。

　
回
想
に
よ
れ
ば
、
島
村
が
初
め
て
駒
子
を
知
っ
た
の
は
、
新
緑
が
も
え
る
初

夏
の
頃
で
あ
る
。
そ
し
て
十
二
月
の
初
め
、
雪
の
季
節
の
直
前
に
、
島
村
が
駒

子
を
訪
ね
て
ゆ
く
車
中
の
描
写
か
ら
、
こ
の
作
品
は
始
ま
る
。
半
月
あ
ま
り
の

滞
在
の
後
に
、
島
村
は
帰
京
し
、
彼
が
三
た
び
そ
こ
を
訪
ね
た
の
は
、
翌
年
の

秋
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
島
村
と
駒
子
の
物
語
は
、
山
の
温
泉
場

の
風
物
を
背
景
と
し
て
、
季
節
の
推
移
と
微
妙
に
か
ら
み
合
い
な
が
ら
進
行
す

る
の
で
あ
る
。

　
「
雪
国
」
の
季
節
の
中
心
は
、
冬
と
秋
に
あ
る
。
駒
子
と
再
会
し
た
島
村
は
、

「
冷
た
い
髪
の
毛
」
に
よ
っ
て
、
雪
国
の
女
と
の
再
会
を
実
感
す
る
。
そ
の
夜

の
、
次
の
よ
う
な
自
然
描
写
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
も
、
最
も
美
し
い
も
の
の

］
つ
で
あ
る
。

　
　
一
面
の
雪
の
凍
り
つ
く
音
が
地
の
底
深
く
鳴
っ
て
み
る
や
う
な
、
厳
し
い

　
夜
景
で
あ
っ
た
。
月
は
な
か
っ
た
。
嘘
の
や
う
に
多
い
星
は
、
見
上
げ
て
ゐ

　
る
と
、
虚
し
い
速
さ
で
落
ち
つ
つ
あ
る
と
思
は
れ
る
ほ
ど
、
あ
ざ
や
か
に
浮

　
き
出
て
み
た
。
星
の
群
が
目
へ
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
。
国
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
さ
う
な
い
ぶ
し
た
黒
で
、
星
空
の
裾

　
に
重
器
を
垂
れ
て
み
た
。
す
べ
て
、
冴
え
静
ま
っ
た
調
和
で
あ
っ
た
σ

こ
の
冴
え
静
ま
っ
た
冬
の
夜
を
島
村
と
駒
子
は
共
に
過
ご
す
。
二
人
は
あ
ら
が

い
、
そ
し
て
和
解
す
る
σ
駒
子
は
翌
朝
、
島
村
の
も
と
を
去
る
。
厳
し
い
雪
国

の
冬
の
寒
さ
の
中
で
、
男
女
の
心
の
通
い
合
う
さ
ま
が
、
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
で

描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
雪
国
」
の
中
心
を
な
す
冬
の
風
物
の
描
写
は
、
き
わ
め
て
清
新
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
対
象
を
客
観
的
に
描
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
島
村
の
限

を
通
じ
て
、
そ
こ
に
作
者
の
鋭
敏
な
感
覚
と
美
意
識
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
島
村
は
、
国
境
の
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ
て
雪
国
の
世
界
に
入
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
美
と
女
性
美
の
観
照
者
と
し
て
の
資
格
を
得
る
こ
と
を

先
に
指
摘
し
た
。
島
村
は
透
徹
し
た
観
照
者
の
眼
で
、
雪
国
の
自
然
と
そ
こ
に

生
き
る
女
の
姿
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
島
村
の
眼
を
通

し
て
描
か
れ
た
も
の
が
、
「
雪
国
」
の
自
然
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
客
観
的
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存
在
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
美
的
、
ロ
ー
マ
ン
的
自
然
と
呼
ぶ

べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
左
四
。

　
自
然
の
も
つ
粗
野
で
荒
々
し
い
面
を
捨
象
し
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
美
的
側
面
だ

け
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
、
日
本
人
の
伝
統
的
自
然
観
の
中
に
顕
著
に

み
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
雪
国
」
の
島
村

も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
自
然
観
の
持
主
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
彼
は
雪
国
の
自
然
と
人
間
の
た
た
ず
ま
い
の
中
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
美
し

い
も
の
だ
け
を
選
り
出
し
て
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
季
節
の
め
ぐ
り
の
う

ち
、
秋
か
ら
冬
へ
と
い
う
時
の
流
れ
の
中
に
自
己
を
埋
没
さ
せ
て
い
る
の
も
、

そ
う
し
た
美
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
島
村
が
三
た
び
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
が
、
万
物
の
凋
落
の
季
節
で
あ
る
秋
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
作
品
の
本
質
と
大
き
く
か
か
わ
り
合
う
こ
と
で
あ
る
。
汽
車

か
ら
降
り
立
っ
た
島
村
の
目
を
う
ぼ
っ
た
の
は
、
満
開
の
白
い
萱
の
穂
波
で
あ

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
み
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
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
白
萩
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

秋
の
陽
を
浴
び
て
、
一
時
の
花
の
盛
り
を
み
せ
る
萱
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
季
節
の

象
徴
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
の
営
み
に
も
い
く
つ
か
の
変
化
が
あ
っ
た
。

冬
の
別
れ
に
危
篤
だ
っ
た
駒
子
の
か
つ
て
の
婚
約
者
行
男
は
死
に
、
三
味
線
の

師
匠
も
死
ん
だ
。
そ
し
て
年
増
芸
者
の
菊
勇
は
、
年
期
が
明
け
て
こ
の
村
を
去

っ
た
。
季
節
と
共
に
人
の
世
も
確
実
に
移
ろ
い
ゆ
く
の
で
あ
る
。
島
村
は
、
宿

の
］
室
で
虫
の
姿
に
死
の
影
を
見
る
。

　
窓
は
ま
だ
夏
の
虫
除
け
の
金
網
が
張
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
網
へ
貼
り

　
つ
け
た
や
う
に
、
や
は
り
蛾
が
一
匹
じ
っ
と
静
ま
っ
て
み
た
。
魚
皮
色
の
小

　
さ
い
羽
毛
の
や
う
な
触
角
を
突
き
出
し
て
み
た
。
し
か
し
翅
は
透
き
通
る
や

　
う
な
薄
緑
だ
っ
た
。
女
の
指
の
長
さ
ほ
ど
あ
る
翅
だ
っ
た
。
そ
の
向
う
に
連

　
る
国
境
の
山
々
は
夕
日
を
受
け
て
、
も
う
秋
に
色
づ
い
て
み
る
の
で
、
こ
の

　
一
点
の
薄
緑
は
反
っ
て
死
の
や
う
で
あ
っ
た
。
前
の
翅
と
後
の
翅
と
の
重
な

　
っ
て
み
る
部
分
だ
け
は
、
緑
が
濃
い
。
秋
風
が
来
る
と
、
そ
の
翅
は
薄
紙
の

　
や
う
に
ひ
ら
ひ
ら
と
揺
れ
た
。

精
細
な
対
象
描
写
の
中
に
、
島
村
の
眼
を
通
じ
て
、
作
者
の
、
死
の
世
界
を
見

ぎ
わ
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
鋭
い
眼
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
次
の
個
所
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
彼
は
昆
虫
ど
も
の
悶
死
す
る
あ
り
さ
ま
を
、
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
み
た
。

　
　
秋
が
冷
え
る
に
つ
れ
て
、
彼
の
部
屋
の
畳
の
上
で
死
ん
で
ゆ
く
虫
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
転
び
、
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
触
角
を
顛
は
せ
て
悶
え
て
み
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
小
さ
い
死

　
の
場
所
と
し
て
、
八
畳
の
畳
は
た
い
へ
ん
広
い
も
の
の
や
う
に
眺
め
ら
れ

　
た
。

　
　
窓
の
金
網
に
い
つ
ま
で
も
と
ま
っ
て
み
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
み
る
の
だ

　
ら
う
と
、
島
村
は
思
っ
た
。

昆
虫
の
死
は
、
季
節
の
移
ろ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
な
死
の
よ
う
に
見
え

て
、
よ
く
み
れ
ぽ
、
生
へ
の
は
か
な
い
欲
求
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
や
が
て

は
死
の
世
界
へ
と
帰
結
す
る
。
そ
し
て
、
昆
虫
の
死
と
い
う
滅
び
の
姿
を
見
つ

め
た
島
村
は
、
「
な
ぜ
こ
ん
な
に
美
し
く
出
来
て
み
る
の
だ
ら
う
」
と
感
動
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
島
村
の
眼
と
心
境
に
は
、
作
者
の
美
意
識
の
裏
付
け
が
あ

る
注
五
。
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「
雪
国
」
に
お
け
る
季
節
と
時
間
の
背
景
を
み
て
み
る
と
、
季
節
で
は
秋
と

冬
が
、
時
間
で
は
夕
暮
と
夜
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
季
節
や
時
間
の
描
写
に
お
い
て
、
作
者
の
筆
は
、
も
っ
と
も
冴

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
然
が
見
せ
る
多
様
な
姿
の
中
で
、
生
成
躍
動

の
相
よ
り
も
滅
び
の
相
に
美
を
見
出
そ
う
と
す
る
美
意
識
は
、
と
く
に
中
世

の
、
わ
び
・
さ
び
・
冷
え
・
枯
れ
と
い
っ
た
美
的
理
念
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
万
物
の
究
極
的
な
滅
び
を
主
張
す
る
仏
教
的
無
常
観
は
、
中
世
の

虚
無
の
美
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
た
。
「
雪
国
」
に
お
い
て
、
秋
や
冬
、
そ

し
て
夕
暮
や
夜
の
美
を
強
調
し
、
「
透
明
な
は
か
な
さ
」
の
世
界
を
追
求
し
た

川
端
は
、
中
世
的
な
美
の
系
譜
に
立
つ
作
家
で
あ
っ
た
。

　
季
節
は
や
が
て
晩
秋
か
ら
初
冬
へ
と
移
る
。

　
　
紅
葉
の
銃
色
が
日
毎
に
暗
く
な
っ
て
み
た
遠
い
山
は
、
初
雪
で
あ
ざ
や
か

　
に
生
ぎ
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
。

そ
れ
は
、
こ
う
し
た
風
物
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
き
び
し
く
孤
独
な

季
節
の
到
来
で
あ
っ
た
。
島
村
に
と
っ
て
は
、
「
妻
子
の
う
ち
へ
帰
る
の
も
忘

れ
た
や
う
な
長
逗
留
」
と
な
っ
た
が
、
駒
子
と
の
関
係
を
続
け
な
が
ら
も
、
島

村
の
心
は
駒
子
と
通
じ
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
「
駒
子
の
す
べ
て
が
島
村
に
通

じ
て
来
る
の
に
、
島
村
の
な
に
も
駒
子
に
は
通
じ
て
み
さ
う
に
な
い
」
と
い
う

心
を
抱
き
な
が
ら
「
駒
子
が
虚
し
い
壁
に
突
き
当
る
木
霊
に
似
た
音
」
を
、
島

村
は
「
自
分
の
胸
の
底
に
雪
が
降
り
つ
む
や
う
に
聞
い
」
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
こ
ん
ど
帰
っ
た
ら
も
う
か
り
そ
め
に
こ
の
温
泉
に
は
来
れ
な
い
だ
ら

う
」
と
思
い
つ
つ
、
駒
子
と
の
別
れ
を
心
に
思
い
始
め
る
。

　
繭
倉
の
火
事
は
、
島
村
が
縮
の
産
地
の
村
を
訪
ね
て
、
温
泉
場
に
戻
っ
た
日

の
、
夜
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
雪
国
」
と
い
う
作
品
は
、
昭
和
十
年
に

冒
頭
の
部
分
が
「
夕
景
色
の
鏡
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
て
以
来
、
断
続
的
に
書

き
つ
が
れ
、
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
、
二
十
二
年
に
補
作
部
分
が
発
表
さ
れ
て

完
結
を
見
、
昭
和
二
十
三
年
に
完
結
版
「
雪
国
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
注
六
。
そ
し
て
、
最
後
の
繭
倉
の
火
事
の
場
面
は
、
戦
後
補
作
さ
れ
た
部

分
に
相
当
す
る
。
こ
の
場
面
が
、
そ
れ
以
前
の
物
語
の
展
開
か
ら
み
て
や
や
唐

突
な
感
が
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
魚
倉
の
火
事
の
場
面
は
、
物
語
の
全
体
の
構
想
の
中
で
特
殊

な
部
分
を
占
め
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
改
め
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
焼
け
落
ち
た
繭
倉
か
ら
、
葉
子
が
水
平
の
ま
ま
地
上
に
転
落
す

る
叙
述
や
、
島
村
が
葉
子
の
「
内
生
命
の
変
形
」
を
感
じ
る
と
い
う
叙
述
も
、

自
然
と
肉
体
の
相
互
連
関
と
い
う
意
味
で
興
味
を
引
く
が
、
そ
の
考
察
は
片
口

を
期
す
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
火
事
場
へ
急
ぐ
島
村
と
駒
子
が
、

天
の
河
を
振
り
仰
ぐ
場
面
に
触
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
あ
あ
、
天
の
河
と
、
島
村
も
振
り
仰
い
だ
と
た
ん
に
、
天
の
河
の
な
か
へ

　
体
が
ふ
う
と
浮
き
上
っ
て
ゆ
く
や
う
だ
っ
た
。
天
の
河
の
明
る
さ
が
島
村
を

　
掬
ひ
上
げ
さ
う
に
近
か
っ
た
。
旅
の
芭
蕉
が
荒
海
の
上
に
見
た
の
は
、
こ
の

　
や
う
に
あ
ざ
や
か
な
天
の
河
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
か
。
裸
の
天
の
河
は
夜
の

　
大
地
を
素
肌
で
巻
か
う
と
し
て
、
直
ぐ
そ
こ
に
降
り
て
来
て
み
る
。
恐
ろ
し

　
い
艶
め
か
し
さ
だ
。
島
村
は
自
分
の
小
さ
い
影
が
地
上
か
ら
逆
に
天
の
河
へ

　
写
っ
て
み
さ
う
に
感
じ
た
。
天
の
河
に
い
っ
ぱ
い
の
星
が
一
つ
一
つ
見
え
る

　
ば
か
り
で
な
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
光
雲
の
銀
砂
子
も
一
粒
一
粒
見
え
る
ほ
ど

　
澄
み
渡
り
、
し
か
も
天
の
河
の
底
な
し
の
深
さ
が
視
線
を
吸
ひ
込
ん
で
行
っ

b
・

こ
こ
に
は
、
人
間
が
極
限
ま
で
自
然
に
接
近
し
、
や
が
て
一
体
化
す
る
過
程
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
が
極
小
化
さ
れ
、
大
自
然
の
中
に
包
摂

さ
れ
て
し
ま
う
現
象
で
あ
る
。
「
天
の
河
の
中
へ
、
体
が
ふ
う
と
浮
き
上
っ
て
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ゆ
く
」
よ
う
な
感
覚
は
、
小
さ
な
人
間
の
肉
体
が
、
無
限
の
大
き
さ
を
も
つ
自

然
の
中
へ
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
時
に
感
じ
ら
れ
る
、
一
種
の
陶
酔
感
で
あ
る
注
七
。

だ
が
、
夜
の
大
地
と
天
の
河
の
接
近
を
「
恐
ろ
し
い
艶
め
か
し
さ
」
と
官
能
的

に
と
ら
え
た
島
村
の
感
覚
も
、
遂
に
は
ひ
ろ
び
う
と
虚
無
的
な
ひ
ろ
が
り
を
み

せ
て
い
る
天
の
河
の
「
底
な
し
の
深
さ
」
に
吸
い
込
ま
れ
て
、
無
と
化
し
て
し

ま
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
踏
み
こ
た
へ
て
目
を
上
げ
た
途
端
、
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
。

と
い
う
最
後
の
一
節
も
、
同
様
に
、
人
間
存
在
と
自
然
が
渾
然
と
一
体
化
す
る

瞬
間
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
秋
か
ら
冬
へ
と
い
う
季
節
の
推
移
の
な
か
で
、
島
村
と
駒
子
の
は
か
な
い
愛

の
終
焉
を
暗
示
し
た
後
、
作
者
は
終
章
に
お
い
て
、
繭
倉
の
火
事
と
い
う
突
発

的
な
事
件
を
構
想
し
て
、
物
語
に
結
末
を
つ
け
た
。
島
村
と
駒
子
は
、
寒
天
の

下
を
火
事
場
に
急
ぎ
、
葉
子
が
燃
え
さ
か
る
繭
倉
の
二
階
か
ら
転
落
す
る
の
を

目
撃
す
る
。
そ
れ
は
、
葉
子
と
い
う
一
個
の
美
し
い
生
命
の
滅
び
で
あ
る
と
同

時
に
、
「
雪
国
」
に
お
け
る
島
村
と
駒
子
の
愛
の
世
界
の
滅
び
を
も
意
味
し
て

い
た
。

　
川
端
康
成
は
、
近
代
日
本
文
学
の
作
家
の
中
で
、
伝
統
的
な
自
然
観
や
美
意

識
を
最
も
濃
密
に
受
け
つ
い
だ
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
作
家
に
、

谷
崎
潤
一
郎
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
谷
崎
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
的
世
界
の
遍
歴
の

後
に
、
王
朝
的
な
美
の
世
界
に
到
達
し
た
の
に
対
し
、
川
端
は
、
人
間
や
自
然

の
滅
び
の
姿
と
虚
無
の
世
界
に
最
高
の
美
を
求
め
て
中
世
的
な
美
の
世
界
に
至

っ
た
と
い
え
よ
う
注
八
。

　
川
端
康
成
の
自
然
観
や
美
意
識
は
、
晩
年
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
「
美
し
い
日

本
の
私
そ
の
序
説
」
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
、

　
山
の
端
に
わ
れ
も
入
り
な
む
月
も
入
れ
夜
な
夜
な
毎
に
ま
た
友
と
せ
む
と
い

う
、
鎌
倉
時
代
の
明
恵
上
人
の
歌
を
挙
げ
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
自
然
と
人
間

の
↓
如
の
境
地
を
賞
讃
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
形
見
と
て
何
か
残
さ
ん
春
は
花
山
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
も
み
ち
葉

と
い
う
良
寛
の
辞
世
に
、
日
本
人
の
自
然
美
に
対
す
る
究
極
的
な
態
度
を
見
出

し
て
い
る
Q
そ
し
て
、

　
真
萩
散
る
庭
の
秋
風
身
に
し
み
て
夕
日
の
影
ぞ
壁
に
消
え
ゆ
く

と
い
う
鎌
倉
時
代
の
女
流
歌
人
、
永
福
門
院
の
歌
境
が
、
「
日
本
の
繊
細
な
哀

愁
の
象
徴
」
で
、
「
私
に
よ
り
多
く
近
い
と
感
じ
ら
れ
ま
す
σ
」
と
も
言
っ
て
い

る
。
川
端
の
志
向
し
た
美
の
世
界
が
、
お
よ
そ
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
右

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
雪
国
」
の
世
界
と
も
そ
の
ま
ま
結

び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

唯

一
　
手
塚
富
雄
「
人
と
文
学
」
（
筑
摩
書
房
、
現
代
文
学
大
系
『
川
端
康
成
集
』
所
収
）

二
　
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
は
、
内
面
の
自
由
と
自
律
を
保
証
す
る
場
を
、
現
実
と
は

　
別
の
次
元
に
構
築
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
創
り
出
さ
れ
た
文
学
で
あ
り
、
長
明
の

　
草
庵
は
、
都
で
の
生
活
者
に
対
置
さ
れ
た
知
識
人
の
観
念
世
界
で
あ
っ
た
た
め
に
、

　
そ
こ
に
は
生
活
者
と
し
て
の
視
点
も
介
入
し
な
け
れ
ば
、
無
常
の
影
も
さ
さ
な
か
っ

　
た
、
と
い
う
伊
藤
博
之
氏
の
「
方
丈
記
」
論
（
「
方
丈
記
の
成
立
」
『
隠
遁
の
文
学
』

　
所
収
）
は
、
「
雪
国
」
に
お
け
る
島
村
の
存
在
を
考
え
る
上
で
も
有
益
で
あ
る
。

三
　
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
「
日
本
文
学
に
み
る
自
然
」
（
講
座
比
較
文
化
第
七
巻
『
日

　
本
人
の
価
値
観
』
所
収
）
は
、
日
本
文
学
の
か
か
る
性
格
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
考

　
察
で
あ
る
。

四
　
創
元
社
版
「
雪
国
」
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
発
行
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
川

　
端
は
「
雪
国
」
の
材
料
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
そ
の
後
に
も
こ
の

　
温
泉
宿
へ
行
っ
て
、
そ
の
場
で
書
い
た
部
分
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
描
写
に
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は
、
空
想
と
見
え
る
と
こ
ろ
も
案
外
写
生
が
も
と
に
な
っ
て
み
る
と
言
へ
る
。
今
日

　
で
は
小
説
家
が
自
然
を
よ
く
見
て
書
く
と
い
ふ
こ
と
は
少
い
の
で
、
写
生
に
念
を
入

　
れ
る
と
却
っ
て
空
想
か
と
取
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
『
雪
国
』
全
体
と
し
て
言

　
っ
て
も
、
読
老
は
事
実
と
受
け
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
案
外
作
者
の
空
想
で
あ
っ
た

　
り
、
空
想
と
受
け
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
案
外
事
実
で
あ
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な

　
い
と
、
作
者
の
私
は
考
へ
る
時
も
あ
る
。
」

五
　
注
四
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
「
島
村
は
無
論
私
で
は
な
い
。
　
つ
ま
る
と
こ
ろ
駒

　
子
を
引
き
立
て
る
道
具
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ら
う
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
失
敗
で
あ

　
り
、
ま
た
成
功
な
の
か
も
し
れ
ぬ
。
雷
干
は
作
中
人
物
と
し
て
の
駒
子
の
な
か
へ
深

　
く
は
い
り
、
島
村
に
は
浅
く
背
を
向
け
た
。
そ
の
意
味
で
私
は
島
村
で
あ
る
よ
り
も

　
駒
子
で
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
ら
う
。
私
は
意
識
し
て
島
村
を
な
る
べ
く
自
分
と
離
し
て

書
い
た
。
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
「
独
影
自
命
－
作
品
自
解
」
（
『
川
端
康
成
全
集
駈
第

　
十
四
巻
所
収
）
で
は
、
「
そ
れ
は
さ
う
に
は
ち
が
ひ
な
い
が
、
し
か
し
か
う
い
ふ
こ

　
と
は
あ
ま
り
確
か
に
は
言
ひ
切
れ
さ
う
も
な
い
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
島

　
村
の
限
が
作
者
の
眼
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
定
説
で
あ
る
と
い
っ

　
て
よ
い
だ
ろ
う
。

六
　
下
五
の
「
独
影
自
命
－
作
品
自
解
」
に
、
「
雪
の
な
か
で
緕
を
つ
く
り
、
雪
の
な

　
か
で
織
り
、
雪
の
水
に
洗
ひ
、
雪
の
上
に
晒
す
。
」
以
下
が
後
に
書
き
加
え
た
終
章

　
で
あ
る
、
と
い
う
作
者
の
解
説
が
あ
る
。

七
　
志
賀
直
哉
の
「
暗
夜
行
路
」
に
も
、
主
人
公
時
任
謙
作
が
大
山
の
山
中
で
、
こ
う

　
し
た
経
験
を
し
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
度

　
の
共
同
討
議
報
告
「
志
賀
直
哉
の
文
学
に
お
け
る
自
然
」
に
お
い
て
論
じ
た
。

八
　
吉
田
精
一
は
、
川
端
の
思
想
に
つ
い
て
、
「
生
と
死
を
一
如
に
観
じ
、
生
の
う
ち

　
に
常
に
死
を
見
つ
め
る
点
で
、
彼
の
思
想
は
そ
も
そ
も
か
ら
、
い
ち
ぢ
る
し
く
中
世

　
的
で
あ
り
、
仏
教
的
で
あ
る
。
」
と
し
、
「
『
死
』
を
常
に
足
も
と
に
み
る
ゆ
え
に
、

　
は
か
な
く
ヶ
つ
ろ
い
や
す
い
『
あ
は
れ
』
を
人
生
の
本
質
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
あ

　
は
れ
を
ふ
か
く
痛
感
す
る
と
こ
ろ
に
人
生
を
見
、
美
を
感
じ
、
芸
術
を
観
ず
る
。
」

　
と
述
べ
て
い
る
。
（
「
川
端
康
成
と
中
世
の
幽
玄
」
・
『
現
代
文
学
と
古
典
』
所
収
）

川
端
康
成
の
自
然
描
写
に
み
ら
れ
る
原
イ
メ
ー
ジ

1

深
　
沢
　
恒
　
男

　
「
雪
国
」
（
昭
1
0
～
2
2
）
に
は
、
数
々
の
自
然
描
写
が
み
ら
れ
る
が
、
特
に
聞

題
と
な
る
の
は
、
最
初
の
、
車
窓
に
映
る
、
人
物
と
と
も
し
火
の
二
重
写
し
の

場
面
と
、
最
後
の
雪
中
火
事
の
場
面
で
あ
る
。

　
「
雪
国
」
は
次
の
よ
う
な
文
で
始
ま
る
。
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る

と
雪
国
で
あ
っ
た
。
夜
の
底
が
白
く
な
っ
た
」
。
暗
い
、
長
い
ト
ン
ネ
ル
が
続

ぎ
、
そ
の
後
に
、
突
然
視
界
が
開
け
、
雪
の
白
い
世
界
が
眼
に
入
っ
て
く
る
。

ト
ン
ネ
ル
の
暗
闇
と
雪
の
白
さ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
実
に
見
事
で
あ
る
。
更

に
、
ト
ン
ネ
ル
の
前
の
、
ほ
と
ん
ど
雪
の
な
い
関
東
平
野
と
、
ト
ン
ネ
ル
後
の

雪
国
と
の
対
比
も
あ
る
。
時
間
的
な
背
景
も
、
夕
方
と
な
っ
て
お
り
、
昼
か
ら

夜
へ
の
移
行
の
、
光
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。

　
突
然
に
、
視
界
が
開
け
、
白
い
色
が
見
え
る
と
い
う
設
定
は
、
技
法
的
に
す

ぐ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
読
者
を
一
気
に
雪
国
に
運
び
込
み
、
感
動
を
呼
び

お
こ
す
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
感
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の

よ
う
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
関
し
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
（
大
1
5
）
の
第
二
章
の
冒
頭
に
、
「
ト
ン
ネ

ル
の
出
口
か
ら
白
塗
り
の
柵
に
片
側
を
縫
は
れ
た
峠
道
が
稲
妻
の
や
う
に
流
れ

て
い
た
」
の
文
が
あ
る
。
こ
の
文
に
は
、
「
雪
国
」
と
の
類
似
が
い
く
つ
か
み

ら
れ
る
。
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
、
突
然
視
界
が
開
け
、
白
い
も
の
が
眼
に
入

っ
た
な
ど
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
同
じ
第
一
章
の
冒
頭
に
、
「
道
が
つ
づ
ら
折

り
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
天
城
峠
に
近
づ
い
た
と
思
ふ
頃
、
雨
脚
が
杉
の
密
林
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を
白
く
染
め
な
が
ら
、
す
さ
ま
じ
い
早
さ
で
麓
か
ら
私
を
追
っ
て
来
た
」
の
文

が
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
峠
に
近
づ
く
と
、
白
い
も
の
が
眼
に
入
っ
た
の
で
あ

る
。　

つ
ま
り
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
に
あ
る
よ
う
に
、
旅
先
で
、
ト
ン
ネ
ル
を
出
る

と
か
、
峠
に
近
づ
く
と
か
、
視
界
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
突
然
眼
に
入

っ
た
白
い
色
が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
が
原
型
と

な
っ
て
、
以
後
の
作
品
に
影
響
を
与
え
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
「
雪
国
」
の
冒

頭
も
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
の
応
用
で
あ
る
と
、
理
解
で
き
る
。

　
そ
の
例
は
、
い
ろ
い
ろ
な
作
品
に
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
母
」
（
大
1
5
）
の

二
章
の
心
頭
の
、
「
隣
家
の
庭
か
ら
木
蓮
の
花
弁
が
白
い
船
の
や
う
に
落
ち
て

来
た
」
と
か
、
「
死
体
紹
介
人
」
（
昭
4
～
5
）
の
十
章
の
冒
頭
の
、
「
娘
は
火

葬
場
の
広
い
門
で
ま
た
足
袋
を
脱
い
だ
。
…
…
彼
女
の
美
し
い
肌
が
早
熟
な
白

さ
で
あ
っ
た
」
や
、
更
に
「
眠
れ
る
美
女
」
（
昭
3
5
～
3
6
）
の
「
そ
れ
が
さ
ら

に
み
ぞ
れ
に
な
っ
て
い
る
の
を
江
口
老
人
が
気
づ
い
た
の
は
、
『
眠
れ
る
美
女
』

の
家
の
門
を
は
い
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
…
…
雨
に
ま
じ
る
白
い
も
の
が
見
え

た
」
な
ど
で
あ
る
。
庭
の
垣
根
、
門
の
境
を
越
え
る
と
、
違
っ
た
視
野
の
も
と

に
、
白
い
も
の
が
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
ど
の
作
品
に
も
、

旅
人
の
視
点
が
、
相
変
ら
ず
生
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
、
ま
た
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
景
色
と
し
て
み
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
女
性
と
て
例
外
で
は
な

い
。
女
性
も
一
つ
の
景
色
と
化
す
る
。

　
し
か
し
、
旅
人
の
視
点
と
い
っ
て
も
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
で
は
、
実
際
に
歩

き
な
が
ら
で
あ
り
、
「
雪
国
」
で
は
、
車
窓
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
車
窓
か
ら

だ
と
、
乗
物
が
動
く
の
で
、
視
点
自
体
も
動
的
な
リ
ズ
ム
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ

に
応
じ
て
、
外
の
景
色
も
変
化
す
る
。
「
山
の
音
」
（
昭
2
6
～
2
9
）
の
、
「
電
車

の
窓
に
ふ
と
赤
い
花
が
う
つ
っ
て
、
曼
珠
沙
華
だ
っ
た
」
に
、
そ
の
一
例
が
み

ら
れ
る
。

　
川
端
康
成
は
、
景
色
を
そ
の
ま
ま
直
接
に
描
写
し
な
い
。
一
旦
、
窓
ガ
ラ
ス

に
映
し
て
か
ら
、
鏡
に
映
っ
た
景
色
と
し
て
描
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の

景
色
は
非
現
実
の
景
色
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
鏡
に
映
る
美
し
い
景
色

は
、
「
雪
国
」
の
「
鏡
の
底
に
は
夕
景
色
が
流
れ
て
い
て
、
つ
ま
り
写
る
も
の

と
写
す
鏡
と
が
、
映
画
の
二
重
写
し
の
よ
う
に
動
く
の
だ
っ
た
。
登
場
人
物
と

背
景
と
は
な
ん
の
か
が
わ
り
も
な
い
の
だ
っ
た
。
…
…
殊
に
女
の
顔
の
た
だ
な

か
に
野
山
の
と
も
し
火
が
と
も
っ
た
時
に
は
、
島
村
は
な
ん
と
も
い
え
ぬ
美
し

さ
に
胸
が
顛
え
た
ほ
ど
だ
っ
た
」
の
箇
所
に
良
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
例
の
よ
う
に
、
「
鏡
の
底
」
や
、
「
夜
の
底
」
な
ど
の
表
現
が
好
ん
で
使

わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
車
窓
か
ら
の
視
点
が
、
上
に
あ
っ
て
、
下
を
見
る
の

で
、
下
方
の
変
化
が
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

〈
底
V
の
表
現
に
は
、
も
っ
と
内
的
な
、
心
の
底
か
ら
の
意
味
が
あ
る
。
コ
佼

の
底
」
の
白
い
色
は
、
主
人
公
の
心
象
風
景
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
更
に
、

こ
の
〈
底
〉
と
関
連
し
て
、
作
者
に
は
、
ふ
と
足
下
の
白
い
も
の
に
、
心
を
奪

わ
れ
る
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
峠
か
ら
麓
を
見
お
ろ
す
こ
と
に

も
通
じ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
上
か
ら
下
を
見
る
視
点
と
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
雪
中
火
事
の
天
の
河
の
場
面
に
あ
る
、
下
か
ら
上
を
見
る
視
点
と
考

え
合
わ
せ
る
と
、
川
端
康
成
に
は
、
垂
直
思
考
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
窓
ガ
ラ
ス
に
映
る
、
人
物
と
背
景
の
二
重
写
し
の
、
鏡
の
世

界
は
、
白
い
舞
台
で
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
こ
で

新
た
に
、
白
い
色
と
、
と
も
し
火
の
赤
い
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
登
場
し
て
く

る
。
こ
の
白
と
赤
の
、
二
重
写
し
の
場
面
の
成
功
は
、
作
家
の
美
意
識
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
以
後
に
も
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
生
か
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
応
用
の
一
例
は
、
＝
雪
国
」
の
最
後
の
、
雪
中
火
事
に
み

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
そ
の
火
の
子
は
天
の
河
の
な
か
に
ひ
ろ
が
り
散
っ
て
、

島
村
は
ま
た
天
の
河
へ
掬
ひ
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
や
う
だ
っ
た
。
煙
が
天
の
河
を
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流
れ
る
の
と
逆
に
天
の
河
が
さ
あ
っ
と
流
れ
下
り
て
来
た
し
の
文
で
あ
る
。
更

に
、
駒
子
の
描
写
に
も
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
生
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
島
村

は
そ
の
方
を
見
て
、
ひ
ょ
っ
と
首
を
縮
め
た
。
鏡
の
奥
が
真
白
に
光
っ
て
い
る

の
は
雪
で
あ
る
。
そ
の
雪
の
な
か
に
女
の
真
赤
な
頬
が
浮
ん
で
い
る
。
な
ん
と

も
い
え
ぬ
清
潔
な
美
し
さ
で
あ
る
」
の
文
に
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
と
も
し
火
や
火
事
の
、
急
激
に
燃
焼
し
つ
く
す
赤
い
色
は
、
や
が
て
、

桜
の
花
な
ど
の
、
お
だ
や
か
な
桃
色
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
例
と
し
て
、

「
千
羽
鶴
」
（
昭
2
4
～
2
6
）
に
、
「
桃
色
の
ち
り
め
ん
に
白
の
千
羽
鶴
の
風
呂
敷

を
持
っ
た
令
嬢
は
美
し
か
っ
た
」
の
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
の
文
は
、
「
鎌
倉
円

覚
寺
の
境
内
に
は
い
っ
て
か
ら
も
、
菊
治
は
茶
会
へ
行
か
う
か
行
く
ま
い
か
と

迷
っ
て
い
た
」
の
文
の
後
の
方
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
境
内
に
は
い
る
と
、
桃

色
と
白
色
に
出
会
う
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
題
名
の
「
千
羽
鶴
」
に
し
て
も
、

こ
の
白
い
千
羽
鶴
の
風
呂
敷
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
古
都
」
（
昭

36

`
3
7
）
に
、
「
千
重
子
は
神
苑
の
入
り
口
を
は
い
る
な
り
、
咲
き
満
ち
た
近

し
だ
れ
桜
の
花
の
色
が
、
胸
の
底
に
ま
で
咲
き
満
ち
で
、
『
あ
あ
、
今
年
も
京

の
春
に
会
っ
た
』
と
立
ち
つ
く
し
て
な
が
め
た
」
の
例
が
あ
る
が
、
紅
し
だ
れ

桜
の
あ
る
岸
べ
の
反
対
側
に
は
、
「
し
か
し
、
岸
と
反
対
の
木
立
に
は
、
あ
し

び
も
つ
つ
ま
し
く
白
い
花
を
つ
け
て
い
た
」
の
よ
う
に
、
あ
し
び
の
白
い
花
が

あ
る
。

π

　
旅
先
で
、
ト
ン
ネ
ル
を
出
る
行
為
は
、
始
め
、
具
体
的
な
視
界
の
変
化
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
、
無
意
識
世
界
の
開
示
や
、
夢
の
中
の

出
来
事
に
係
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
か
な
り
意
図
的
に
、
計
算
さ

れ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
山
の
音
」
に
、
そ
の
一
例
が
み
ら
れ
る
。

「
信
吾
は
そ
の
音
と
と
も
に
、
暗
い
ト
ン
ネ
ル
を
通
る
汽
車
を
、
た
し
か
に
頭

で
感
じ
て
い
た
。
…
…
汽
車
が
ト
ン
ネ
ル
を
出
た
時
に
、
信
吾
も
ほ
っ
と
し

た
。
…
…
『
信
吾
さ
あ
ん
、
信
吾
さ
あ
ん
』
と
い
う
呼
び
声
を
信
吾
は
ゆ
め
う

つ
つ
に
き
い
た
。
そ
う
呼
ぶ
の
は
、
保
子
の
姉
し
か
い
な
い
」
の
箇
所
で
あ

る
。　

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ト
ン
ネ
ル
を
出
る
行
為
が
、
夢
の
中
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
暗
い
ト
ン
ネ
ル
は
、
夢
の
中
の
圧
迫
感
を
現
わ

し
、
そ
こ
か
ら
禺
た
後
の
安
心
感
と
解
放
感
が
、
通
常
で
は
忘
れ
て
い
る
が
、

心
の
中
で
本
当
に
望
ん
で
い
た
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
し
て
憧
れ
の

人
の
声
が
聞
え
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
永
遠
の
、
揖
性
の
声
で
も
あ
る
。
ま

る
で
フ
ロ
イ
ト
的
な
分
析
に
出
会
っ
て
い
る
み
た
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
ン

ネ
ル
を
出
る
行
為
が
、
主
人
公
の
本
当
の
願
望
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ト

ン
ネ
ル
を
出
た
後
の
、
白
い
世
界
は
、
ま
さ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
世
界
そ
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　
更
に
ま
た
、
ト
ン
ネ
ル
を
出
る
と
、
突
然
に
過
去
の
記
憶
が
呼
び
起
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
ブ
ル
ー
ス
ト
的
な
記
憶
作
用
に
も
会
う
こ
と
に
な
る
。
突
然
に
、

思
い
も
か
け
な
い
変
化
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
て
い
た
記
憶
が
再
現
す
る
形
式
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
」

で
あ
っ
た
し
、
捌
の
表
現
に
は
、
「
ふ
と
」
と
か
、
「
ふ
っ
と
」
が
あ
る
し
、
更

に
、
「
あ
あ
」
と
か
、
「
稲
妻
」
の
単
語
の
使
用
も
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、

「
『
あ
っ
』
と
信
吾
は
稲
妻
に
打
た
れ
た
。
夢
の
娘
は
菊
子
の
化
身
で
は
な
か
っ

た
の
か
」
（
山
の
音
）
の
例
に
も
っ
と
も
良
く
表
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
車
窓
か
ら
の
景
色
の
変
形
と
し
て
は
、
花
屋
の
窓
ガ
ラ
ス
が
あ

る
。
「
み
ず
う
み
」
（
昭
2
9
）
に
、
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
。
「
銀
平
は
花
屋
の
み

ず
う
み
ほ
ど
の
広
い
窓
ガ
ラ
ス
を
、
腕
で
突
き
や
ぶ
り
そ
う
に
感
じ
た
後
の
せ

い
か
、
氷
の
張
っ
た
み
ず
う
み
が
心
に
浮
か
ん
だ
。
母
の
村
の
み
ず
う
み
で
あ
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る
」
の
文
で
あ
る
。
窓
ガ
ラ
ス
の
連
想
か
ら
、
母
の
村
の
氷
の
張
っ
た
み
ず
う

み
を
思
い
出
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
窓
ガ
ラ
ス
は
、
単
に
具
体
的
な
存
在
と
な

っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
主
人
公
の
心
の
窓
、
過
去
の
思
い
出
が
映
し
出
さ
れ

る
窓
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
透
明
な
み
ず
う
み
も
、
心
の
窓
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
分
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
さ
ざ
波
も
な
い
大
き
い
鏡
の
よ
う
な
み
ず

う
み
だ
っ
た
」
の
例
に
み
ら
れ
る
。
み
ず
う
み
は
、
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
た
め

に
も
、
透
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
丁
度
、
雪
が
真
白
く
、
女
性
が
清
潔
で

あ
る
よ
う
に
。
そ
の
理
由
は
、
女
性
の
肌
が
、
清
潔
で
、
白
い
か
ら
こ
そ
、
赤

く
染
ま
る
事
実
と
、
み
ず
う
み
が
、
透
明
だ
か
ら
こ
そ
、
何
か
を
映
し
出
す
こ

と
が
で
き
る
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
自
然
に
対
し
て
も
、
実
在
す
る
自
然
そ
の
も
の
よ
り
、
鏡
に
映
る
も
の
や
、

時
間
の
か
な
た
の
も
の
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
技
法
的
に
は
、
そ
れ
が
、

「
～
す
る
と
、
急
に
～
」
の
形
を
と
る
。
一
つ
の
行
為
が
あ
る
と
、
そ
れ
に
と

も
な
っ
て
反
射
や
連
想
行
為
が
起
き
る
。
従
っ
て
、
「
～
す
る
と
」
の
後
は
、

「
浮
か
ん
だ
」
や
「
映
っ
た
」
、
更
に
「
ひ
ら
め
く
」
や
「
思
い
出
し
た
」
の
語

が
続
く
こ
と
に
な
る
。
視
覚
で
と
ら
え
ら
れ
た
像
は
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
な

く
、
心
象
風
景
と
な
っ
て
保
持
さ
れ
、
同
一
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
現
わ
れ
て
く

る
。　

同
じ
「
み
ず
う
み
」
に
、
次
の
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
。
「
し
ば
ら
く
目
を

つ
ぶ
る
と
、
二
人
が
燃
え
る
炎
に
乗
っ
て
水
の
上
を
ゆ
ら
ゆ
ら
流
れ
て
い
る
よ

う
な
幻
が
浮
か
ん
だ
」
や
、
「
銀
平
は
こ
の
ご
ろ
で
も
と
き
ど
き
、
母
の
村
の

み
ず
う
み
に
夜
の
稲
妻
の
ひ
ら
め
く
幻
を
見
る
」
の
文
で
あ
る
。
み
ず
う
み
に

炎
の
赤
色
が
加
わ
っ
た
り
、
夜
の
暗
闇
に
稲
妻
の
光
が
輝
い
た
り
の
、
明
と
暗
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
雪
国
」
の
、
人
物
と
と
も

し
火
の
二
重
写
し
や
雪
中
火
事
の
イ
メ
ー
ジ
の
く
り
返
し
で
も
あ
る
。
「
み
ず

う
み
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
、
「
幻
」
や
「
浮
か
ん
だ
」
な
ど
か
ら
、
「
雪

国
」
の
頃
の
、
視
覚
的
、
能
動
的
な
表
現
か
ら
、
幻
想
的
、
受
動
的
な
表
現
に

変
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
し
て
、
稲
妻
の
よ
う
に
、
突
然
過
去
の
記

億
が
呼
び
起
さ
れ
る
。
み
ず
う
み
は
母
の
村
に
あ
る
。
従
っ
て
、
母
の
思
い
出

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
幻
で
あ
る
の
で
、
つ
か
の
間
の
、
稲

妻
の
き
ら
め
き
に
す
ぎ
な
い
。
虚
構
の
故
郷
と
い
っ
た
ら
、
良
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
母
（
故
郷
）
を
求
め
る
が
、
そ
れ
は
実
在
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
、

永
遠
の
旅
人
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
具
体
的
な
ト
ン
ネ
ル
は
、
過
去
へ
の
ト
ン
ネ
ル
と
な
り
、
ト
ン
ネ
ル
か
ら
出

る
行
為
が
、
記
憶
再
現
の
回
想
行
為
と
な
る
。
ま
さ
に
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン
と
な

っ
て
い
る
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
稲
妻
」
の
単
語
は
、
す
で
に
例
と
し
て
あ
げ
た
「
伊
豆
の
踊

子
」
の
、
「
ト
ン
ネ
ル
の
出
口
か
ら
白
塗
り
の
柵
に
片
側
を
縫
わ
れ
た
峠
道
が

稲
妻
の
や
う
に
流
れ
て
い
た
」
の
文
に
あ
っ
た
が
、
暗
い
ト
ン
ネ
ル
か
ら
、
急

に
明
る
い
白
い
柵
に
出
会
っ
て
、
新
鮮
な
美
し
さ
を
感
じ
、
稲
妻
と
い
う
、
暗

闇
に
突
然
と
光
り
輝
く
、
同
じ
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
Q

一
瞬
の
、
明
暗
の
対
照
の
美
意
識
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
美
意
識

は
、
一
瞬
の
輝
き
で
消
滅
す
る
事
実
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〈
滅
び

の
美
V
で
あ
る
。
と
も
し
火
や
火
事
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ

う
。
稲
妻
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
雪
に
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
、
い
ず
れ
は
消
滅

す
る
も
の
で
あ
る
。
雪
国
の
人
達
に
と
っ
て
、
雪
は
生
活
の
一
部
分
で
あ
ろ
う

が
、
旅
行
者
に
と
っ
て
、
雪
は
美
し
い
景
色
で
あ
り
、
仮
の
も
の
で
あ
る
。
雪

国
は
、
非
現
実
の
、
美
の
世
界
と
な
る
。
ま
た
、
時
閲
の
消
滅
し
て
い
る
世
界

で
も
あ
る
Q

　
「
古
い
燃
え
か
す
の
火
に
向
っ
て
、
ポ
ン
プ
が
一
台
斜
め
に
弓
形
の
水
を
立

て
て
い
た
が
、
そ
の
前
に
ふ
っ
と
女
の
体
が
浮
ん
だ
。
そ
う
い
う
落
ち
方
だ
っ

た
。
…
…
非
現
実
的
な
世
界
の
幻
影
の
よ
う
だ
っ
た
。
…
…
生
も
死
も
休
止
し
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た
よ
う
な
姿
だ
っ
た
L
（
雪
国
）
の
例
に
み
ら
れ
る
の
は
、
時
間
の
停
止
し
た

状
態
で
あ
る
。
こ
の
一
瞬
は
、
高
速
度
カ
メ
ラ
が
と
ら
え
た
よ
う
に
、
ゆ
っ
く

り
と
動
い
て
ゆ
く
。
雪
と
火
事
と
天
の
河
、
そ
れ
に
美
女
の
死
の
危
険
が
か
ら

む
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
美
の
一
瞬
と
な
る
。
主
人
公
の
心
の
中
に
、
と
も
し
火
の

世
界
が
浮
か
び
上
が
り
、
現
実
と
回
想
が
一
体
と
な
る
。
美
と
死
の
予
感
の
世

界
が
、
彼
の
心
象
風
景
と
な
っ
て
、
輝
く
の
で
あ
る
。
彼
の
心
象
風
景
の
な
か

で
は
、
時
間
の
経
過
は
な
い
。
と
も
し
火
の
世
界
も
、
火
事
の
出
来
事
も
、
同

じ
く
今
、
起
っ
て
い
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

　
「
死
体
紹
介
人
」
の
十
六
章
の
冒
頭
に
、
「
病
室
の
廊
下
が
突
き
あ
た
っ
て
、

重
い
扉
を
開
く
と
、
そ
れ
は
死
の
廊
下
で
あ
っ
た
」
の
文
が
あ
る
が
、
扉
を
開

く
と
、
そ
こ
に
死
の
廊
下
が
あ
る
の
設
定
は
、
単
に
作
品
の
主
題
か
ら
そ
う
な

る
ば
か
り
で
な
く
、
境
の
向
う
の
世
界
が
、
美
の
世
界
で
あ
り
、
死
の
世
界
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
山
の
音
」
の
「
そ
う
し

て
、
ふ
と
信
吾
に
山
の
音
が
聞
え
た
。
…
…
音
が
や
ん
だ
後
で
、
信
吾
は
は
じ

め
て
恐
怖
に
お
そ
わ
れ
た
。
死
期
を
告
知
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
寒
け
が
し

た
。
…
…
鳴
っ
た
の
は
信
吾
の
家
の
裏
山
ら
し
か
っ
た
」
の
文
に
も
み
ら
れ

る
Q
死
を
告
知
す
る
山
の
音
は
、
家
の
裏
山
か
ら
聞
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
裏

山
の
向
う
は
、
ト
ン
ネ
ル
の
、
峠
の
、
扉
の
、
門
の
向
う
に
比
較
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
死
の
臭
い
は
、
他
の
作
品
に
も
み
ら
れ
る
。
「
雪
国
」
に
は
、
駒
子
の
婚
約

者
の
死
と
葉
子
の
死
の
予
感
が
あ
る
し
、
「
千
羽
鶴
」
に
は
、
太
田
未
亡
人
の

死
が
あ
り
、
コ
眠
れ
る
美
女
」
に
は
、
美
女
の
一
人
の
死
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

の
死
亡
の
特
微
は
、
婚
約
者
の
死
を
の
ぞ
い
て
、
思
い
も
か
け
な
い
急
な
死
に

方
に
あ
る
。
「
ふ
と
起
っ
た
」
よ
う
な
死
に
方
で
あ
る
。

璽

　
白
い
色
の
雪
が
、
や
が
て
消
滅
す
る
も
の
な
ら
ば
、
桃
色
の
花
（
特
に
桜
）

も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
〈
散
り
ゆ
く
花
〉
は
、
古
今
集
の
時
代
か
ら
、
は

か
な
い
運
命
を
現
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
雪
・
月
・
花
は
、
伝
統
的
な
美

意
識
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
「
山
の
音
」
に
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
「
古

風
な
色
の
口
紅
が
唇
の
縁
か
ら
な
か
へ
薄
れ
て
ゆ
く
、
そ
の
慈
童
の
下
唇
の
奥

ま
で
、
信
吾
は
見
た
と
感
じ
た
。
…
…
雪
の
上
の
花
の
つ
ぼ
み
の
よ
う
な
唇

だ
」
の
文
で
あ
る
。
下
唇
の
境
を
越
え
て
、
奥
ま
で
見
た
と
感
じ
た
と
き
、
雪

と
花
の
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
美
意
識
が
生
じ
る
。
白
を
基
調
と
し
た
、
赤
な

り
、
桜
な
り
の
、
色
の
配
合
が
生
じ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
白
色
に
対
す
る
好
み
は
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
も
分
る
。

「
母
の
初
恋
」
（
昭
1
5
）
の
冒
頭
の
、
「
婚
礼
の
時
に
、
白
粉
の
の
り
が
悪
い
と

み
っ
と
も
な
い
か
ら
、
も
う
雪
子
に
は
水
仕
事
を
さ
せ
ぬ
や
う
に
と
、
佐
山
は

妻
の
時
枝
に
注
意
し
た
」
や
、
「
名
人
」
（
昭
2
6
～
2
9
）
の
八
章
の
冒
頭
の
、
「
私

が
観
戦
記
に
書
い
た
名
人
の
眉
毛
は
、
左
の
眉
の
一
本
の
白
毛
で
あ
っ
た
」
な

ど
が
あ
り
、
更
に
「
白
」
の
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
含
め
れ
ば
、
「
禽
獣
」

　
（
昭
8
）
の
冒
頭
の
、
「
小
鳥
の
鳴
声
に
、
彼
の
白
日
夢
は
破
れ
た
」
や
、
「
十

六
歳
の
日
記
」
（
大
1
4
）
の
冒
頭
の
、
「
中
学
校
か
ら
家
へ
帰
っ
た
の
は
五
時
半

頃
。
門
口
の
戸
は
訪
問
客
を
避
け
る
た
め
に
し
ま
っ
て
い
る
。
祖
父
が
唯
一
人

寝
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
が
来
て
は
困
る
。
（
祖
父
は
白
内
障
で
、
そ
の
こ
ろ

は
盲
目
で
し
た
。
）
」
の
文
も
該
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
冒
頭
に
よ
く
白
色
を
出
す
こ
と
か
ら
、
好
み
だ
け
で
な
く
、
技
法
的
に
も
計

算
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
の
技
法
と
し
て
使
用
さ

れ
た
の
は
、
「
千
羽
鶴
」
で
あ
る
。
美
女
と
白
い
色
が
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
こ
と
は
、
「
あ
ご
を
突
き
出
し
て
、
首
の
線
が
伸
び
て
い
た
。
火
明
り
が

青
白
い
顔
の
上
を
揺
れ
通
っ
た
」
（
雪
国
）
や
、
「
令
嬢
の
は
に
か
み
の
色
は
な

お
濃
く
な
っ
て
、
色
白
の
長
め
な
首
ま
で
染
ま
っ
て
来
た
」
（
千
羽
鶴
）
や
、
更

に
「
あ
ご
か
ら
首
の
線
が
言
い
よ
う
な
く
洗
練
さ
れ
た
美
し
さ
だ
っ
た
」
と

「
ほ
っ
そ
り
と
色
白
の
菊
子
か
ら
、
信
吾
は
保
子
の
姉
を
思
い
出
し
た
り
し
た
」

（
山
の
音
）
の
例
な
ど
か
ら
も
分
る
。
い
ず
れ
の
文
で
も
、
色
白
と
長
め
な
首

が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
女
性
像
に
た
え
ず
、
色
白
と
長
め
な
首
が
使
用

さ
れ
る
の
で
、
そ
の
女
性
の
実
在
感
が
、
自
然
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
感
覚
的
リ
ア
リ
テ
と
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
感
覚
に
よ

っ
て
描
き
出
さ
れ
た
細
部
描
写
が
、
生
き
生
き
と
し
た
感
じ
を
与
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
全
体
の
筋
の
流
れ
よ
り
、
こ
の
美
の
細
部
描
写
に
重
点
が
置
か
れ

る
。
美
の
細
部
描
写
に
は
、
ま
た
、
俳
句
や
連
歌
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
交
錯
や
、
象
徴
の
世
界
の
現
前
も
、
そ
の
影

響
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
白
色
は
、
や
が
て
水
色
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
事
実
は
、

「
雪
国
」
か
ら
「
み
ず
う
み
」
へ
の
推
移
で
示
さ
れ
る
。
「
み
ず
う
み
」
で
は
、

水
色
を
基
調
と
し
て
、
桃
色
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
銀
平
は
や

よ
い
と
み
ず
う
み
の
岸
で
、
山
桜
の
咲
く
下
に
な
ら
ん
で
坐
っ
て
い
た
。
花
の

影
が
水
に
う
つ
っ
て
小
鳥
の
鳴
く
の
が
聞
え
た
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
「
車
の

ガ
ラ
ス
ご
し
に
見
る
も
の
は
水
色
が
か
る
、
そ
の
対
照
で
、
運
転
席
の
ガ
ラ

ス
を
落
し
た
窓
か
ら
見
る
も
の
は
桃
色
く
な
る
」
の
例
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
、
「
雪
国
」
の
、
車
窓
に
映
る
二
重
写
し
の
変
形
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、

「
洗
い
セ
エ
タ
ア
を
着
て
、
ズ
ボ
ン
の
裾
に
赤
い
格
子
を
折
り
か
え
し
た
少
女

の
姿
が
、
銀
平
の
頭
の
な
か
を
す
う
っ
と
遠
ざ
か
っ
た
。
桃
色
の
空
が
銀
平
の

頭
を
染
め
る
よ
う
だ
っ
た
」
の
例
か
ら
す
る
と
、
夕
ば
え
と
桃
色
が
結
び
つ
く

こ
と
に
な
る
。
夕
ば
え
の
桃
色
は
、
都
会
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
、
美
し
い
景
色

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
白
と
赤
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
桃
色
に
な
っ
て
、
お
だ
や
か
な

対
照
に
変
る
。
別
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
桃
色
は
白
と
赤
の
混
合
と
も
考
え
ら

れ
る
の
だ
。
桃
色
へ
の
移
り
変
り
に
み
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
種
の
調
和
で
あ

る
。
そ
し
て
、
死
と
生
、
聖
と
俗
、
天
と
地
の
一
体
と
な
る
可
能
性
の
暗
示
が

み
ら
れ
る
。

　
赤
系
統
の
桃
色
は
、
具
体
的
に
は
、
花
と
夕
ば
え
で
示
さ
れ
る
。
夕
ば
え

は
、
暗
闇
に
な
る
前
の
、
瞬
時
の
輝
き
で
あ
る
。
稲
妻
と
同
じ
よ
う
に
、
す
ぐ

に
消
え
ゆ
く
運
命
を
も
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
赤
系
統
に
は
、
「
山
の
音
」
の
、
妻
の
姉
を
思
い
出
す
契
機
と
な
る

も
み
じ
が
あ
る
が
、
桜
の
花
と
同
じ
よ
う
に
、
季
節
の
移
り
変
り
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
桜
と
も
み
じ
の
よ
う
に
、
作
者
は
四
季
の
変
化
に
敏
感
で
あ
る
。

「
雪
国
」
で
は
、
冬
で
始
ま
る
が
、
そ
の
前
の
初
夏
に
も
話
が
及
び
、
さ
ら
に

翌
年
の
秋
か
ら
初
冬
ま
で
の
期
間
が
続
い
て
い
る
。
「
山
の
音
」
で
は
、
期
間

が
夏
か
ら
翌
年
の
秋
ま
で
と
な
り
、
隠
題
も
季
節
に
関
連
の
深
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
「
古
都
」
で
は
、
そ
の
傾
向
が
一
段
と
進
み
、
京
都
の
歳
時
記
と
な

っ
て
い
る
。

　
四
季
の
変
化
の
中
で
も
、
特
に
秋
か
ら
冬
へ
の
移
り
変
り
に
比
重
が
置
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
タ
ベ
か
ら
夜
へ
の
時
間
の
推
移
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
と
同
一
で
あ
る
。
四
季
の
循
環
は
、
誕
生
↓
死
↓
再
生
の
く
り
返
し
で
あ

る
が
、
作
者
の
関
心
は
、
よ
り
強
く
、
滅
び
の
方
向
、
死
の
方
向
に
向
か
っ
て

い
る
。

　
更
に
、
白
と
赤
の
対
照
は
、
や
が
て
、
白
の
基
調
は
変
ら
な
い
が
、
赤
の
方

は
全
て
の
色
に
拡
散
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
小
さ
い
ト
ン
ネ
ル
を
出
る
と
、

小
さ
い
山
か
小
さ
い
入
海
に
虹
が
か
か
っ
て
い
た
」
（
眠
れ
る
美
女
）
や
、
「
朝

汐
の
太
陽
に
染
ま
っ
て
ど
の
よ
う
な
色
に
も
見
え
る
。
桃
色
で
も
あ
れ
ば
紫
で
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も
あ
る
、
朝
焼
け
夕
映
え
の
天
の
色
の
変
化
と
同
じ
だ
」
（
み
ず
う
み
）
の
例

に
み
ら
れ
る
。

　
「
染
ま
る
」
と
は
、
白
を
基
調
と
し
て
、
始
め
は
赤
系
統
に
、
後
に
は
全
て
の

色
に
変
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
激
し
い
赤
い
色
が
、

お
だ
や
か
な
桃
色
に
変
り
、
し
だ
い
に
全
て
の
色
に
染
ま
っ
て
ゆ
く
経
過
で
説

明
さ
れ
る
。
だ
ん
だ
ん
と
お
だ
や
か
な
色
に
な
り
、
つ
い
に
は
、
全
て
の
色
に

ひ
ろ
が
り
散
っ
て
ゆ
く
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
の
色
と
は

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
白
い
色
は
、
雪
に
よ
っ
て
の
み
示
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
関

し
、
死
へ
の
旅
立
が
、
白
装
束
を
ま
と
う
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

白
装
束
と
赤
い
血
に
は
、
確
か
に
自
殺
の
美
学
が
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
の
作
品

に
は
、
そ
れ
の
意
図
的
な
使
い
方
が
み
ら
れ
る
。
「
御
堂
も
渡
殿
も
、
支
え
る

木
組
も
、
風
雨
に
洗
わ
れ
て
、
清
ら
か
に
白
く
て
、
白
骨
の
よ
う
で
あ
る
」

（
金
閣
寺
）
や
、
「
中
尉
は
、
闇
の
中
か
ら
伏
目
が
ち
に
彼
に
従
っ
て
昇
っ
て
く

る
妻
の
白
無
垢
の
姿
の
美
し
さ
に
目
を
み
は
っ
た
」
（
憂
国
）
な
ど
で
み
ら
れ

る
。
白
色
を
帯
び
る
と
は
、
無
に
帰
る
こ
と
で
あ
り
、
死
に
帰
る
こ
と
で
あ

る
。
三
島
由
紀
夫
が
、
「
白
を
欲
し
た
」
と
す
れ
ば
、
川
端
康
成
は
、
「
白
を
好

ん
だ
」
と
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
白
色
の
心
象
風
景
に
み
ら
れ
る
の
は
、
孤
独

な
、
美
の
巡
礼
者
の
、
無
の
世
界
を
さ
ま
よ
う
姿
で
あ
る
。

　
白
色
は
、
白
い
色
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
ま
だ
何
に
も
染
ま
っ
て
い
な
い
清

潔
な
色
で
あ
る
。
従
っ
て
、
美
少
女
に
ふ
さ
わ
し
い
色
と
な
る
。
そ
れ
故
、
川

端
康
成
の
美
少
女
憧
憬
は
、
白
色
の
美
意
識
に
結
び
つ
く
。

　
美
少
女
は
、
や
が
て
大
人
に
な
り
、
老
人
に
な
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
川

端
の
作
品
の
少
女
傑
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
間
の
進
展
は
み
ら
れ
な
い
。
美
少

女
は
手
を
触
れ
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
、
少
女
の
ま
ま
で
あ
る
。
白
色
の
世
界
の
時
闘

消
滅
は
、
こ
の
点
で
も
、
美
少
女
憧
憬
に
結
び
つ
く
。

　
主
人
公
か
ら
、
手
を
触
れ
ら
れ
ぬ
美
少
女
群
は
、
「
雪
子
」
の
葉
子
、
「
山
の

音
」
の
保
子
の
姉
と
嫁
の
菊
子
、
そ
れ
に
「
千
羽
鶴
」
の
段
階
で
の
ゆ
き
子
、

「
眠
れ
る
美
女
」
の
美
少
女
達
や
「
み
ず
う
み
」
の
町
枝
な
ど
で
あ
る
。
「
雪
国
」

の
駒
子
と
葉
子
は
、
同
じ
人
間
の
、
現
実
と
夢
、
肉
体
と
魂
の
分
化
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
現
実
に
あ
っ
て
も
、
見
果
て
ぬ
夢
を
抱
き
つ
づ
け
る
こ
と

が
、
川
端
の
気
質
で
あ
り
、
宿
命
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
駒
子
の
側
に
あ

り
な
が
ら
も
、
葉
子
に
視
点
が
い
っ
て
し
ま
う
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
果
て
し
な
い
夢
の
、
美
少
女
憧
憬
の
背
後
に
は
、
母
性
へ
の
憧
れ
が

ひ
そ
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
手
に
触
れ
ら
れ
ぬ
原
因
で
も
あ
る
。
「
『
母
が
自
分
の

女
だ
っ
て
？
』
し
か
も
六
十
七
才
に
も
な
っ
た
今
、
二
人
の
は
だ
か
の
娘
の
あ

い
だ
に
横
た
わ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
真
実
が
不
意
に
胸
の
底
の
ど
こ
か
ら
か

湧
い
て
来
た
。
冒
濱
か
憧
憬
か
」
（
眠
れ
る
美
女
）
の
例
に
み
ら
れ
る
。
し
か

し
、
確
固
と
し
た
母
の
記
憶
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
は
単
な
る
夢
に
終
っ
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
無
の
色
で
あ
る
、
白
色
を
さ
が
し
求
め
る
彼
の
意
識
の
底

に
は
、
こ
の
美
少
女
憧
憬
の
形
を
か
り
た
、
母
性
へ
の
憧
れ
が
隠
れ
て
い
る
。

　
雪
は
と
け
て
水
に
な
る
。
と
す
れ
ぽ
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
の
こ
例
、
峠
に
近

づ
く
と
、
雨
に
あ
っ
た
の
箇
所
と
、
ト
ン
ネ
ル
を
出
る
と
、
白
い
柵
の
峠
道
が

稲
妻
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
箇
所
は
、
と
も
に
、
雨
、
稲
妻
と
水
に
関
連
し
た
イ

メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。
ト
ン
ネ
ル
の
暗
闇
と
水
が
結
び
つ
け
ば
、
そ
れ
は
、

心
理
分
析
的
に
は
、
幼
児
退
行
、
子
宮
（
羊
水
）
へ
の
回
帰
と
な
ろ
う
が
、
そ

こ
ま
で
推
論
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
「
伊
豆
の
踊
子
」
の
白
い
色
か
ら
、

「
雪
国
」
の
雪
へ
、
更
に
、
「
み
ず
う
み
」
の
水
色
へ
の
変
化
に
は
、
常
に
、
水

と
関
連
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
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水
と
関
連
す
る
、
雪
も
、
雨
も
、
稲
妻
も
、
と
も
に
天
上
か
ら
地
上
に
降
り

て
く
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
天
の
河
や
虹
、
天
の
色
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
垂
直
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
か
ら
、
天
上
に
対
す
る
希
求
を
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
天
上
の
も
の
が
地
上
に
降
り
、
地
上
の
も
の
が
天
上
に
登
る
。

そ
こ
に
、
あ
る
種
の
宗
教
感
情
が
生
じ
る
。
「
雪
国
」
の
例
と
し
て
、
す
で
に

あ
げ
た
「
そ
の
火
の
子
は
天
の
河
の
な
か
に
ひ
ろ
が
り
散
っ
て
、
島
村
は
ま
た

天
の
河
へ
掬
ひ
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
や
う
だ
っ
た
」
の
文
に
も
、
そ
れ
を
見
出
だ

す
こ
と
が
で
き
る
・

　
自
己
を
自
然
に
解
体
さ
せ
る
作
業
を
、
鋭
敏
な
、
美
の
感
覚
を
通
し
て
行
な

う
と
こ
ろ
に
、
川
端
独
特
の
方
法
が
あ
る
。
白
色
と
赤
色
が
全
て
の
色
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
彼
自
身
を
、
自
然
の
中
に
ひ
ろ
が
り
散
ら
せ
る
、
そ
れ

が
、
彼
の
無
に
帰
す
る
、
エ
ロ
ス
的
な
美
学
の
、
自
己
救
済
の
↓
形
式
で
あ
っ

た
の
だ
。
つ
ま
り
、
全
て
の
色
へ
の
拡
散
、
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
天
上
へ
の
希
求

に
は
、
自
己
解
体
の
願
望
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
更
に
、
「
み
ず
う
み
」
の
「
銀
平
は
天
か
ら
降
る
玉
を
受
け
る
形
に
片
方
の
掌

を
上
向
け
て
円
め
て
、
穿
る
い
灯
の
町
を
さ
ま
よ
っ
た
」
の
文
か
ら
は
、
悟
り

に
も
似
た
境
地
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
川
端
の
、
最
後
に
辿

り
着
い
た
美
に
よ
る
救
済
で
あ
、
つ
た
の
だ
。
た
と
え
そ
れ
が
、
無
に
帰
す
る
、

死
の
救
済
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。

「
雪
国
」
の
音
、
「
山
の
音
」
の
雪

1
　
構
　
造

鵜
木
奎
治
郎

「
雪
国
」
に
於
け
る
主
人
公
島
村
は
東
京
生
ま
れ
の
無
為
無
策
、
中
年
肥
り

の
審
美
家
で
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
東
京
と
雪
国
と
の
問
を
往
復
し
な
が
ら
、
た

え
ず
楽
園
と
し
て
の
雪
国
に
憧
れ
て
い
る
の
だ
。
一
方
「
山
の
音
」
に
於
け
る

主
人
公
尾
形
信
吾
は
、
信
州
出
身
、
既
に
老
齢
の
衰
え
を
ま
じ
ま
じ
と
感
じ
る

六
十
一
才
と
い
う
年
齢
設
定
な
が
ら
も
、
少
く
と
も
島
村
よ
り
は
事
務
的
な
、

審
美
家
の
会
社
員
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
も
又
た
え
ず
居
住
地
鎌
倉
と
、
勤
務
地

東
京
の
間
を
往
復
し
な
が
ら
、
生
れ
故
郷
の
信
州
に
憧
れ
て
い
る
の
だ
。
併
も

こ
の
両
者
の
行
動
は
、
雪
国
や
信
州
の
自
然
の
美
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
触
発
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
よ
り
も
、
そ
こ
に
介
在
す
る
仲
保
者
と
し
て
の
芸
者

駒
子
、
あ
る
い
は
息
子
信
一
の
嫁
菊
子
の
幻
影
に
、
自
ら
半
ば
意
識
的
半
ば
無

意
識
の
状
態
で
酔
っ
て
い
る
の
だ
。
更
に
駒
子
の
存
在
は
、
「
刺
す
よ
う
に
美

し
い
眼
」
と
「
悲
し
い
ほ
ど
美
し
い
声
」
の
持
主
で
あ
る
葉
子
の
存
在
に
よ
っ

て
、
そ
の
美
が
補
完
さ
れ
て
い
く
。
島
村
の
感
覚
は
、
駒
子
と
葉
子
の
間
を
移

動
し
て
そ
の
女
性
像
は
一
見
渾
然
と
融
和
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
結
局
最

後
は
葉
子
の
犠
牲
の
上
に
、
駒
子
が
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
っ
て
君
臨
し
た
事
を
知
覚

す
る
の
だ
。
ま
さ
に
彼
女
は
、
荒
廃
の
道
を
徐
徐
に
歩
い
て
い
た
戦
前
の
日
本

に
あ
っ
て
の
、
唯
↓
の
楽
園
と
も
い
う
べ
き
「
雪
国
」
に
存
在
し
得
た
、
典
型
的
な

雪
国
的
女
性
の
、
象
徴
な
の
で
あ
る
。
又
一
方
の
菊
子
も
、
彼
女
自
身
の
は
か

な
く
痛
ま
し
い
存
在
の
美
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
よ
り
も
彼
女
自
身
に
、
信

吾
の
妻
保
子
の
姉
の
像
が
、
つ
ま
り
曾
て
信
吾
の
憧
れ
の
的
で
あ
っ
た
今
は
亡

き
美
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ

の
消
極
的
な
女
性
菊
子
が
、
こ
の
作
品
に
於
て
隠
然
た
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
成
り
済

ま
す
の
だ
。
彼
女
は
荒
廃
し
切
っ
た
敗
戦
国
日
本
に
あ
っ
て
、
戦
塵
に
ま
み
れ

て
い
な
い
楽
園
鎌
倉
を
象
微
す
る
に
足
る
唯
一
の
女
性
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
当
然
の
事
な
が
ら
、
駒
子
と
い
い
、
菊
子
と
い
い
、
あ
る
い
は
雪
国
、
あ
る

い
は
鎌
倉
と
い
う
自
然
の
風
物
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
の
人
間
像
が
彷
彿
と
浮

ヒ
し
て
来
な
い
の
だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
西
洋
式
の
純
粋
の
色
情
小
説
で
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も
な
け
れ
ば
、
恋
愛
小
説
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
専
ら
受
動
的
で
、

あ
た
か
も
彼
自
身
が
一
個
の
カ
メ
ラ
に
化
身
し
た
か
の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
物

を
写
す
事
に
だ
け
専
念
し
て
い
る
島
村
の
消
極
性
に
対
比
し
て
、
駒
子
の
生
活

力
旺
盛
で
活
動
的
な
生
き
方
が
、
女
性
ら
し
い
積
極
性
が
こ
れ
迄
論
者
達
に
よ

っ
て
評
価
さ
れ
て
来
た
。
私
は
何
も
こ
の
評
価
自
体
に
対
し
て
敢
て
異
を
唱
え

る
も
の
で
は
な
い
。
併
し
、
駒
子
自
身
は
「
都
会
の
水
商
売
」
に
失
敗
し
て
雪

国
に
辿
り
着
い
た
流
れ
者
で
あ
り
、
こ
こ
で
今
一
度
彼
女
を
東
京
に
帰
し
て
み

て
も
彼
女
の
活
力
が
復
活
す
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
如
何
に
彼
女

が
「
山
気
に
染
ま
っ
て
生
き
生
き
し
た
血
色
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
　
↓
方
で
は

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

れ
て
無
心
な
夢
の
や
う
」
な
状
態
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
島
村
の
限
に
は
そ

れ
が
「
単
純
な
徒
労
」
と
の
み
し
か
映
ら
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
ま
さ
に
ひ

と
り
雪
国
の
中
に
あ
っ
て
こ
そ
、
駒
子
の
存
在
価
値
が
高
ま
ろ
う
と
い
う
も
の

だ
。
例
え
ば
ト
ー
マ
ス
・
E
・
ス
ワ
ン
は
仮
に
島
村
が
駒
子
を
愛
す
る
こ
と
が

で
き
た
ら
、
「
駒
子
は
人
生
の
空
虚
な
無
意
味
さ
か
ら
も
、
孤
独
か
ら
も
救
わ

れ
た
」
e
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
島
村
が
雪
国
に
定
住
し
得
な
い
、
無
責

任
な
旅
人
で
あ
る
事
を
忘
れ
た
批
評
で
あ
ろ
う
。
島
村
が
雪
国
に
定
住
し
得
な

い
限
り
、
両
者
の
愛
は
結
実
し
な
い
の
で
あ
る
。
然
も
駒
子
は
、
こ
の
都
会
人

の
無
責
任
さ
を
本
能
的
に
悟
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
あ
ん
た
、
な
ん
し
に
来

た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
な
ん
し
に
来
た
。
」
「
君
に
会
ひ
に
来
た
。
」
「
心
に
も
な

い
こ
と
。
東
京
の
人
は
嘘
つ
き
だ
か
ら
嫌
ひ
。
」
或
い
は
「
分
ら
な
い
わ
、
東

京
の
人
は
複
雑
で
。
あ
た
り
が
騒
々
し
い
か
ら
、
気
が
散
る
の
ね
。
」
「
な
に
も

か
も
散
っ
ち
ゃ
っ
て
る
よ
。
」
か
く
て
駒
子
の
定
義
で
は
、
都
会
人
の
一
見
深

遠
で
あ
る
か
の
如
く
に
見
え
る
複
雑
性
も
、
そ
の
実
浅
薄
な
虚
偽
に
他
な
ら
ぬ

と
い
う
事
に
な
る
の
だ
。
私
が
駒
子
に
驚
く
の
は
、
そ
の
純
粋
で
ひ
た
む
き
な

感
情
の
真
摯
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
以
上
の
如
き
辛
辣
で
英
知
的
な
批
評
家
の

眼
で
都
会
文
明
の
功
罪
を
見
抜
く
た
ゆ
ま
ざ
る
生
活
者
の
眼
で
あ
る
。
こ
の
鋭

さ
は
島
村
自
身
も
嫌
っ
た
よ
う
に
、
と
て
も
芸
者
風
情
の
述
べ
得
る
ざ
れ
言
で

は
な
い
。
作
者
川
端
の
巧
ま
ざ
る
文
明
批
評
な
の
で
あ
る
。

　
併
し
、
’
菊
子
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
逞
し
い
生
活
者
と
し
て
の
鋭
さ
は

な
い
。
戦
争
直
後
に
於
け
る
日
本
で
、
配
偶
者
と
し
て
の
適
不
適
を
論
ず
る
な

ら
ば
、
お
よ
そ
菊
子
猛
た
よ
り
な
い
妻
は
い
な
い
。
彼
女
に
は
生
活
力
は
皆
無

で
あ
る
、
そ
し
て
当
時
は
、
修
一
で
代
表
さ
れ
る
、
無
気
力
で
生
き
る
目
標
を

失
っ
た
男
性
に
と
っ
て
は
、
女
性
の
生
活
力
こ
そ
最
大
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
修
一
が
心
引
か
れ
た
戦
争
未
亡
人
の
絹
子
は
「
お
店
で
も
大
事
に
さ
れ

て
」
い
る
位
の
有
能
な
洋
裁
師
だ
っ
た
の
だ
。
非
文
学
的
且
つ
社
会
学
的
発
想

で
い
け
ぽ
斜
陽
然
た
る
、
末
っ
子
で
お
嬢
さ
ん
育
ち
を
う
り
も
の
に
し
て
い
る

甘
っ
た
れ
た
女
性
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
既
に
社
会
的
な
地
位
が
歴
然
と
確
認

さ
れ
て
い
る
信
吾
の
よ
う
な
男
性
に
と
っ
て
の
み
、
魅
力
的
・
審
美
的
な
存
在

で
あ
り
得
た
の
だ
。
そ
こ
で
川
端
は
技
巧
を
弄
し
て
彼
女
の
生
理
的
で
、
精
神

的
な
、
年
配
好
み
の
哀
れ
さ
と
惨
め
さ
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
「
難

産
で
額
に
鉤
を
か
け
ら
れ
」
て
出
生
し
た
た
め
、
そ
れ
が
「
額
の
か
す
か
な
傷

あ
と
」
と
し
て
残
っ
た
の
だ
と
い
う
。
西
洋
的
な
文
脈
で
言
え
ば
、
菊
子
に
於

け
る
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
原
罪
性
の
指
摘
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
又
、
彼
女
の
潔

癖
さ
は
修
一
を
許
す
事
が
出
来
ず
、
そ
の
為
の
報
復
手
段
と
し
て
、
や
っ
と
身

籠
っ
た
子
を
お
ろ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
然
も
そ
の
費
用
が
絹
子
か
ら
出
て

い
る
事
に
気
付
か
な
い
の
だ
。
こ
う
し
て
「
菊
子
の
潔
癖
は
、
ま
っ
た
く
踏
み

に
じ
ら
れ
た
」
事
に
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
菊
子
に
潜
む
一
種
の
精
神
の
無
智
を

示
す
と
共
に
、
そ
の
単
純
さ
も
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
ら
ぬ
が
佛
と
は
よ

く
ぞ
言
っ
た
、
西
洋
的
な
文
脈
で
言
え
ば
、
菊
子
に
於
け
る
無
知
の
知
の
顕
現

と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
ひ
弱
さ
、
単
純
さ
と
評
す
る
の
が
酷
で
あ
る
と
す
れ

ぽ
、
脆
さ
、
純
粋
さ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
脆
さ
と
純
粋
さ
な
ら
、
こ
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れ
は
確
か
駒
子
の
特
質
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し

て
、
我
々
は
性
格
も
、
そ
の
社
会
的
地
位
も
極
度
に
異
る
二
人
の
女
性
像
に
、

一
脈
通
ず
る
共
通
点
を
発
見
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
一
歩
進
め
て
、
各
々
の
作
品
の
終
結
部
に
目
を
注
い
で
み
よ
う
。
単
な

る
審
美
家
に
す
ぎ
な
い
島
村
は
既
に
駒
子
の
美
を
十
分
堪
能
し
尽
し
て
、
い
わ

ば
飽
き
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
「
こ
ん
ど
帰
っ
た
ら
も
う
か
り
そ
め
に
こ
の
温

泉
へ
は
来
れ
な
い
だ
ら
う
と
い
ふ
気
が
し
て
」
い
た
の
だ
。
こ
れ
ま
で
の
雪
国

訪
問
は
す
べ
て
か
り
そ
め
の
出
来
心
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
揚
句
の
は
て

に
、
「
最
早
こ
こ
を
去
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
心
立
っ
た
。
」
の
だ
。
こ
れ
に
対
す
る

駒
子
の
反
応
は
「
あ
ん
た
と
離
れ
る
の
は
こ
わ
い
わ
。
だ
け
ど
も
う
早
く
行
っ

ち
ゃ
ひ
な
さ
い
。
」
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
し
て
更
に
は
っ
き
り
と
「
あ
ん
た

が
行
っ
た
ら
、
私
は
真
面
目
に
暮
す
の
。
」
と
言
う
の
だ
が
勿
論
こ
れ
は
彼
女

が
芸
者
稼
業
を
廃
業
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
所
詮
島
村
と
駒
子
は

終
始
一
貫
し
て
別
離
の
歌
を
歌
い
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
川
端
が
最
初
こ
の

作
品
を
分
載
し
た
時
の
標
題
に
従
え
ば
、
ま
さ
に
「
天
の
河
」
の
主
題
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
の
菊
子
は
ど
う
か
。
駒
子
と
は
逆
に
、
彼
女
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て

も
、
不
貞
の
亭
主
信
一
と
別
れ
る
事
を
夢
想
し
た
事
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
な
る
ほ
ど
、
い
さ
さ
か
嗜
虐
的
に
信
吾
は
菊
子
に
一
応
尋
ね
は
す
る
、

「
菊
子
は
別
居
し
た
方
が
、
よ
く
は
な
い
の
？
」
こ
れ
に
対
す
る
菊
子
の
反
応

は
、
表
現
は
複
雑
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
単
純
率
直
で
あ
る
。

「
い
い
え
、
私
で
し
た
ら
、
お
父
さ
ま
に
や
さ
し
く
し
て
い
た
だ
い
て
、
い
っ

し
ょ
に
る
た
い
ん
で
す
の
。
…
…
別
居
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
恐
ろ
し
い
気
が
し

ま
す
わ
。
」
次
の
機
会
に
は
更
に
加
虐
的
な
質
問
を
信
吾
は
菊
子
に
試
み
る
の

だ
。
「
『
か
り
に
、
修
一
と
心
中
す
る
と
し
て
、
菊
子
は
自
分
の
遺
書
は
い
ら
な

い
か
。
』
う
っ
か
り
言
っ
て
か
ら
、
信
吾
は
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
…
…
『
お
父

さ
ま
に
は
、
な
に
か
言
ひ
遺
し
た
い
気
が
し
ま
す
わ
。
』
菊
子
の
目
は
幼
げ
に

う
る
ん
で
、
そ
し
て
涙
が
た
ま
っ
た
。
L
今
や
作
者
川
端
の
筆
致
は
メ
ロ
ド
ラ

マ
テ
ィ
ッ
ク
と
言
っ
て
も
よ
い
程
の
感
傷
に
流
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
持
っ

て
回
っ
た
よ
う
な
甘
さ
は
「
雪
国
」
で
は
曾
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
し
ろ
物
だ
。

改
め
て
、
本
当
に
菊
子
が
信
吾
の
期
待
す
る
通
り
の
潔
癖
な
女
性
な
ら
、
こ
ん

な
見
え
す
い
た
返
答
を
す
る
だ
ろ
う
か
と
、
怪
し
ま
ず
に
は
お
れ
な
い
。
更

に
、
終
局
に
及
ん
で
な
お
「
私
は
自
由
で
せ
う
か
。
」
と
コ
涙
ぐ
ん
だ
。
し
に
至
っ

て
は
、
語
る
に
落
ち
た
と
言
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
要
す
る
に
菊
子
は
、
終
始
一
貫

別
離
を
予
期
し
て
い
る
よ
う
に
は
全
然
思
わ
れ
な
い
の
だ
。
こ
の
為
、
菊
子
の

行
動
に
は
懐
槍
苛
烈
な
一
期
一
会
の
悲
壮
美
が
な
い
。
あ
る
意
味
に
於
て
は
、

貞
淑
極
ま
る
淫
婦
で
あ
る
。
あ
る
意
味
に
撃
て
は
、
信
一
の
姦
通
に
刺
激
さ
れ

て
、
ま
さ
に
最
初
信
一
が
期
待
し
た
通
り
の
娼
婦
的
な
女
に
開
眼
し
て
い
く
の

だ
。
従
っ
て
こ
の
作
品
で
は
「
雪
国
」
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
破
局
は
遂
に
訪
れ

て
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
何
が
し
か
の
静
誰
を
極
め
た
和
解
を

予
想
さ
せ
る
大
団
円
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
即
ち
土
壇
場

で
生
死
不
明
の
亭
主
を
諦
め
て
、
ふ
て
ぶ
て
し
く
実
家
に
居
坐
り
を
き
め
こ
む

子
づ
れ
の
出
戻
り
娘
房
子
は
、
生
き
る
手
段
と
し
て
水
商
売
を
や
ろ
う
と
企
む

の
だ
。
そ
し
て
な
ん
と
「
『
お
姉
さ
ま
（
房
子
）
に
も
お
出
来
に
な
り
ま
す
わ
。

女
は
み
ん
な
水
商
売
が
出
来
ま
す
も
の
（
傍
点
鵜
木
、
以
下
同
じ
）
。
』
と
菊
子

が
思
ひ
が
け
な
く
言
ひ
出
し
た
。
」
と
い
う
次
第
に
な
る
の
で
あ
る
。
菊
子
は

「
私
だ
っ
て
お
手
つ
だ
ひ
」
出
来
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
今
や
結
果
的
に

は
駒
子
と
大
差
な
し
と
言
え
な
く
も
な
い
、
思
い
も
か
け
ぬ
菊
子
の
変
身
ぶ

り
で
、
「
夕
飯
の
場
は
し
い
ん
と
し
て
し
ま
っ
た
。
」
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
る

が
、
最
も
驚
愕
し
た
の
は
誰
よ
り
も
信
吾
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
私
を
し
て
言

わ
し
め
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
は
予
定
通
り
の
変
貌
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
こ
の
作
品

は
、
信
吾
の
錯
覚
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
錯
覚
を
、
こ
の
期
に
及
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ん
で
も
ま
だ
暖
め
直
す
の
で
あ
る
、
，
即
ち
彼
の
口
癖
で
あ
っ
た
憧
れ
の
信
州

に
、
今
度
は
菊
子
を
連
れ
て
い
こ
う
と
提
案
す
る
の
だ
。
そ
し
て
菊
子
は
呆
気

な
く
「
は
い
。
旨
と
答
え
て
房
子
と
修
一
を
白
け
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
雰
囲

気
は
、
島
村
が
雪
国
を
去
ろ
う
と
決
心
を
固
め
た
情
況
と
、
ま
さ
に
正
反
対
で

あ
る
。
「
雪
国
」
は
既
に
楽
園
を
見
て
し
ま
っ
た
人
の
郷
愁
の
物
語
、
失
楽
園

で
あ
り
、
「
山
の
音
」
は
未
だ
楽
園
を
見
ざ
り
し
人
の
、
復
楽
園
憧
憬
の
物
語

な
の
で
あ
る
。
だ
が
信
吾
は
永
遠
に
、
菊
子
を
信
州
に
同
行
出
来
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
信
州
は
、
ど
の
道
水
商
売
を
や
る
に
は
最
も
不
適
当
な
土
地
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

皿
　
倫
　
理

　
「
雪
国
」
も
「
山
の
音
」
も
何
れ
も
淫
靡
な
る
背
徳
の
物
語
で
あ
る
。
な
か

ん
ず
く
島
村
に
就
い
て
倫
理
的
批
判
を
浴
び
せ
る
事
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
、

併
し
駒
子
が
島
村
に
面
と
向
っ
て
浴
び
せ
る
「
あ
ん
た
、
そ
れ
が
い
け
な
い
の

よ
。
」
「
あ
ん
た
素
直
な
人
ね
。
」
「
あ
ん
た
は
贅
沢
に
暮
し
て
、
い
い
加
減
だ

わ
。
」
と
い
う
よ
う
な
激
し
い
言
葉
に
も
、
又
島
村
の
↓
見
無
気
力
な
「
君
は

い
い
子
だ
ね
。
」
「
君
は
い
い
女
だ
ね
。
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
し
て
み
て
も
、

そ
こ
に
作
者
川
端
が
注
意
深
く
、
非
文
学
的
な
倫
理
的
価
値
判
断
の
言
葉
を
避

け
て
い
る
事
が
分
る
の
だ
。

　
併
し
「
山
の
音
」
で
は
そ
の
様
相
が
一
変
す
る
。
即
ち
主
人
公
の
信
吾
は
不

気
味
な
程
に
倫
理
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
口
に
出
し
て
言
う
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
息
子
の
信
一
に
対
し
て
は
「
さ
う
い
う
こ
と
が
、
天
を
恐
れ
ぬ

破
線
だ
。
人
を
愛
さ
ぬ
誰
懐
だ
。
」
と
叱
責
し
、
は
て
は
「
お
前
の
良
心
の
問

題
ぢ
や
な
い
か
。
」
と
声
も
震
え
る
程
慨
嘆
し
て
み
せ
た
。
要
す
る
に
信
一
の

中
に
「
お
そ
ろ
し
い
精
神
の
麻
痺
」
を
見
、
「
い
ま
は
し
い
頽
廃
と
背
徳
の
臭
ひ
」

を
嗅
ぎ
つ
け
、
「
い
っ
そ
ん
な
に
堕
落
し
た
」
の
か
と
驚
愕
し
た
。
こ
れ
は
あ

ま
り
に
も
倫
理
過
剰
の
態
度
で
あ
っ
た
、
こ
の
事
実
は
結
局
信
吾
が
、
島
村
的

な
、
物
を
映
す
と
い
う
だ
け
の
鏡
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
事
を
示
し
て

い
る
の
だ
。
何
故
な
ら
鏡
の
本
質
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
物
を
端
的
に
映
す
だ

け
で
あ
っ
て
、
そ
の
善
悪
迄
は
映
し
と
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
、
「
天
を
恐

れ
ぬ
」
と
い
う
表
現
の
中
に
は
、
西
洋
的
な
神
は
い
な
い
。
そ
こ
で
彼
の
倫
理

的
判
断
は
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
情
況
倫
理
と
な
り
恣
意
的
な
も
の
と
な

り
、
そ
の
た
め
か
え
っ
て
、
こ
の
作
品
に
奥
行
き
を
与
え
る
事
に
な
っ
た
。
例

え
ば
信
一
が
と
に
角
、
い
っ
た
ん
石
女
と
も
思
わ
れ
た
「
菊
子
も
（
流
産
し
た

以
上
）
子
供
が
出
来
る
と
わ
か
っ
た
ん
」
だ
か
ら
、
安
心
だ
と
う
そ
ぶ
く
と
、

「
お
前
は
後
が
産
ま
れ
る
と
、
保
証
出
来
る
の
か
。
」
と
面
罵
す
る
。
と
こ
ろ
が

一
方
で
は
信
一
の
情
婦
絹
子
に
向
っ
て
、
不
義
の
子
は
お
ろ
せ
、
何
故
な
ら

「
こ
れ
か
ら
結
婚
な
さ
れ
ば
、
ま
た
子
供
は
出
来
る
で
せ
う
し
…
…
」
と
あ
っ

さ
り
言
っ
て
の
け
る
の
だ
。
ひ
ん
ぱ
ん
に
菊
子
の
夢
を
見
て
は
、
夢
ど
こ
ろ

か
、
「
う
つ
つ
だ
っ
て
、
ひ
そ
か
に
菊
子
を
愛
し
て
み
た
っ
て
い
い
で
は
な
い

か
。
」
と
開
き
直
る
。
こ
の
よ
う
な
「
重
苦
し
」
い
態
度
は
、
信
一
に
は
つ
い

ぞ
な
い
、
な
に
せ
「
田
舎
出
の
信
吾
の
青
年
時
代
と
ち
が
っ
て
、
修
］
は
情
慾

に
も
恋
愛
に
も
悩
む
風
が
な
い
」
と
い
う
有
様
だ
か
ら
だ
。
悩
む
事
は
田
舎
者

の
性
格
と
い
う
わ
け
だ
。
都
会
人
島
村
の
無
責
任
な
性
格
は
、
幾
分
か
修
一
に

受
け
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

皿
　
美

　
我
々
は
両
作
品
の
構
造
を
解
明
し
、
そ
の
非
倫
理
的
世
界
を
あ
ぽ
い
て
み
た

の
で
あ
る
が
、
実
は
問
題
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
世
界
の
ど
こ
に
、
川
端

独
自
の
美
の
世
界
が
、
ひ
っ
そ
り
と
息
を
こ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
Q
そ



36

の
美
の
世
界
は
自
然
の
美
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
人
工
の
美
の
織

り
な
す
あ
や
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
接
近
す
る
為
の
第
一
の
指
標
と
し
て
私
は
先
ず
音
を
と
り
あ
げ

た
い
。
「
雪
国
」
で
は
、
葉
子
の
「
悲
し
い
ほ
ど
美
し
い
声
」
「
澄
み
通
っ
た
声
」

が
不
気
味
な
ほ
ど
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
声
の
美
し
さ
は
、
何
時
い
か

な
る
時
で
も
失
わ
れ
る
事
の
な
い
、
葉
子
の
天
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
声
と
い

う
一
点
に
関
す
る
限
り
、
流
石
の
駒
子
も
葉
子
に
一
歩
譲
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
だ
が
こ
こ
一
番
と
ば
か
り
に
「
さ
あ
と
身
構
へ
」
し
た
時
の
駒
子
の
声
の

凄
味
は
到
底
葉
子
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
彼
女
が
島
村
に
勧
進
帳
を
う
た

っ
て
き
か
せ
る
件
で
は
、
「
忽
ち
島
村
は
頬
か
ら
鳥
肌
立
ち
さ
う
に
涼
し
く
な

っ
て
、
腹
ま
で
澄
み
通
っ
て
来
た
。
…
…
全
く
彼
は
驚
い
て
し
ま
っ
た
と
言
ふ

よ
り
も
叩
き
の
め
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
、
凄
ま
じ
さ
で
あ
っ
た
。
彼
女

の
声
は
「
い
つ
も
山
峡
の
大
ぎ
い
自
然
を
、
自
ら
は
知
ら
ぬ
な
が
ら
相
手
と
し

て
孤
独
に
稽
古
」
し
た
為
、
鍛
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
酔
っ
た
彼
女
が
「
『
島
村

さ
あ
ん
、
島
村
さ
あ
ん
。
』
と
、
甲
高
く
叫
」
ぶ
声
も
肺
脇
を
え
ぐ
る
。
「
そ
れ

は
も
う
ま
ぎ
れ
も
な
く
女
の
裸
の
心
が
」
島
村
を
呼
ぶ
声
と
な
っ
て
い
た
の

だ
。
葉
子
の
声
と
対
比
し
た
時
に
、
駒
子
の
声
は
実
存
的
な
存
在
の
、
死
の
不

安
を
暗
示
す
る
生
々
し
さ
が
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
て
「
島
村
は
一
人
旅
の
温
泉

で
駒
子
と
会
ひ
つ
づ
け
る
う
ち
に
聴
覚
な
ど
が
妙
に
鋭
く
な
っ
て
来
て
み
る
の

か
、
海
や
山
の
鳴
る
音
を
思
っ
て
見
る
だ
け
で
、
そ
の
遠
鳴
が
耳
の
底
を
通
る

や
う
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
音
の
啓
示
が
「
山
の
音
」
の
世
界
へ
と
つ
な

が
る
事
は
明
か
だ
。
駒
子
の
声
は
今
や
不
安
の
暗
示
か
ら
、
不
安
の
象
徴
へ
と

高
め
ら
れ
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で
「
山
の
音
」
で
も
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
集
の
レ
コ
オ
ド
を
口
真
似
し
て

歌
う
菊
子
の
、
「
た
ど
た
ど
し
い
」
「
薄
い
歌
ひ
や
う
」
や
、
「
胸
に
や
さ
し
い

も
の
が
し
み
る
」
よ
う
な
「
娘
ら
し
く
て
ぎ
れ
い
な
」
声
は
、
「
し
ゃ
が
れ
て
」

「
エ
ロ
チ
ッ
ク
」
な
成
熟
し
き
っ
た
絹
子
の
不
愉
快
な
声
と
、
は
っ
き
り
対
比

出
来
る
の
だ
。
併
し
そ
の
声
も
、
そ
れ
が
電
話
を
通
じ
て
流
れ
て
来
る
限
り
、

暗
示
的
な
遠
来
の
声
で
あ
る
。
遠
来
の
声
の
暗
示
性
と
言
え
ば
、
美
貌
の
な
き

義
姉
が
叫
ぶ
「
『
信
吾
さ
あ
ん
、
信
吾
さ
あ
ん
。
』
と
い
う
呼
び
声
を
信
吾
は
ゆ

め
う
つ
つ
に
き
い
た
」
に
勝
る
も
の
は
な
い
。
も
し
信
吾
が
菊
子
の
中
に
、
妻

保
子
の
姉
の
面
影
を
追
い
求
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
菊
子
の
喚
起
す
る
「
お
栂

さ
ま
の
お
姉
さ
ま
が
お
な
く
な
り
に
な
る
前
に
、
山
の
鳴
る
の
を
お
聞
き
に
な

っ
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
れ
ま
た
ま
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
Q
信
吾
は
菊
子

の
声
の
中
に
、
姉
の
声
の
余
韻
を
追
い
求
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
然
も
そ
の
声

は
実
存
的
な
存
在
の
不
安
を
暗
示
す
る
山
の
音
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
事

に
な
る
の
だ
。

　
音
が
未
知
の
も
の
に
つ
い
て
の
不
安
の
象
徴
で
あ
る
限
り
、
も
は
や
そ
れ
は

聴
覚
的
な
音
で
は
あ
り
得
な
い
。
音
な
き
所
に
音
を
き
き
つ
け
る
幻
覚
的
な
、
形

而
上
的
な
超
感
覚
で
あ
る
。
併
し
具
体
的
な
音
が
消
失
し
た
以
上
、
音
な
き
音

は
必
然
的
に
具
体
的
な
幻
影
と
結
び
つ
い
て
い
く
事
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
我

々
は
た
だ
ち
に
「
雪
国
」
の
冒
頭
部
分
の
、
車
中
の
光
景
を
想
起
す
る
の
だ
。

　
　
鏡
の
底
に
は
夕
景
色
が
流
れ
て
み
て
、
つ
ま
り
写
る
も
の
と
写
す
鏡
と

　
が
、
映
画
の
二
重
写
し
の
や
う
に
動
く
の
だ
っ
た
。
登
場
人
物
と
背
景
と
は

　
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
の
だ
っ
た
。
し
か
も
人
物
は
透
明
の
は
か
な
さ

　
で
、
風
景
は
夕
闇
の
お
ぼ
ろ
な
流
れ
で
、
そ
の
二
つ
が
融
け
合
ひ
な
が
ら
こ

　
の
世
な
ら
ぬ
象
徴
の
世
界
を
描
い
て
み
た
。
…
…

　
そ
し
て
す
ぐ
川
端
は
こ
う
畳
み
掛
け
る
の
だ
、
「
向
う
に
風
景
の
流
れ
が
消

え
る
と
、
鏡
の
魅
力
も
失
は
れ
て
し
ま
っ
た
。
」
そ
し
て
更
に
こ
の
「
夕
景
色
の

流
れ
は
、
…
…
時
の
流
れ
の
象
徴
で
あ
っ
た
か
」
と
。
こ
こ
で
聞
こ
え
て
い
た

筈
の
具
体
的
な
汽
車
の
進
行
癌
は
、
も
う
消
え
て
し
ま
い
、
た
だ
川
端
は
幻
影

の
描
写
だ
け
に
専
念
す
る
。
然
も
そ
の
幻
影
は
、
極
め
て
移
ろ
ひ
易
く
変
化
し
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て
や
ま
ぬ
も
の
、
焦
点
を
合
わ
せ
る
事
が
不
可
能
な
も
の
、
と
押
え
ら
れ
て
い

る
以
上
、
こ
こ
に
こ
そ
川
端
文
学
の
真
髄
を
見
る
思
い
が
す
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
「
時
の
流
れ
の
象
徴
」
に
相
当
す
る
個
所
を
「
山
の
音
」
か
ら

拾
っ
て
み
よ
う
。

　
　
ア
メ
リ
カ
の
軍
用
機
が
低
く
飛
ん
で
来
た
。
音
に
び
っ
く
り
し
て
、
赤
ん

　
ぼ
は
山
を
見
上
げ
た
。
飛
行
機
は
見
え
な
い
が
、
そ
の
大
き
い
影
が
裏
山
の

　
斜
面
に
う
つ
っ
て
、
通
り
過
ぎ
た
。
影
は
赤
ん
ぼ
も
見
た
だ
ら
う
。

「
こ
の
子
は
空
襲
を
知
ら
な
い
ん
だ
ね
。
戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
が
、
も
う

い
っ
ぱ
い
生
れ
て
み
る
ん
だ
ね
。
」

　
「
今
の
国
子
の
目
つ
き
を
、
写
真
に
う
つ
し
て
お
く
と
よ
か
っ
た
ね
。
山
の

　
飛
行
機
の
影
も
入
れ
て
ね
。
さ
う
し
て
次
の
写
真
で
は
…
…
。
」

　
　
赤
ん
ぼ
が
飛
行
機
に
撃
た
れ
て
、
惨
死
し
て
み
る
。

　
　
信
吾
は
さ
う
言
ひ
た
か
っ
た
の
だ
が
、
：
・
…

　
私
は
こ
の
描
写
の
中
に
、
戦
前
か
ら
敗
戦
直
後
に
か
け
て
の
日
本
の
時
代
の

推
移
は
も
と
よ
り
、
信
吾
の
や
る
せ
な
い
幻
影
思
幕
の
心
象
風
景
も
、
あ
り
あ

り
と
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
見
た
い
の
だ
。
そ
も
そ
も
信
吾
が
保
子
と
結
婚

し
た
の
は
、
妻
に
「
保
子
の
姉
の
お
も
か
げ
」
を
求
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
が
、

間
に
生
ま
れ
た
房
子
は
保
子
よ
り
醜
い
娘
と
な
っ
て
、
信
吾
の
憧
憬
を
潰
す
事

に
な
る
。
だ
が
性
懲
り
も
な
く
信
吾
は
「
孫
に
ま
で
、
保
子
の
姉
の
面
影
を
も

と
め
よ
う
」
と
し
て
、
「
里
子
の
顔
立
ち
は
、
そ
の
母
親
の
房
子
よ
り
は
ま
し

ら
し
く
、
赤
ん
ぼ
の
国
子
は
ま
だ
み
こ
み
が
あ
る
。
」
と
観
察
す
る
の
だ
。
国

子
の
つ
ぶ
ら
な
ま
な
ざ
し
に
、
仮
空
の
死
の
幻
影
を
見
た
理
由
は
こ
こ
に
あ

る
、
即
ち
彼
は
孫
娘
と
し
て
愛
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
亡
き
義

姉
の
生
ま
れ
か
わ
り
と
し
て
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
更
に
彼
の
妄
想
は
昂
進
し
て
、
「
菊
子
が
流
産
し
た
子
供
、
こ
の
失
は
れ
た

孫
こ
そ
は
、
保
子
の
姉
の
生
れ
が
は
り
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
、
そ
し
て
こ
の

世
に
は
生
を
与
へ
ら
れ
ぬ
美
女
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
、
」
と
考
え
る
。
こ
の

幻
影
は
遂
に
焦
点
を
合
せ
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
前
期
は
既
に
去
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
ロ
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
つ

後
佛
は
い
ま
だ
世
に
出
で
ず
、
夢
の
中
間
に
生
れ
来
て
、
な
に
を
現
と
思
ふ
べ

き
。
」
と
い
う
の
が
信
吾
の
心
境
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
時
に
老
境
に
達
し

た
川
端
の
心
境
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
の
夢
の
中
間
の
意
識
を
演
出
す
る
も
う
哺
つ
の
重
大
な
舞
台
装
置

は
い
う
迄
も
な
く
自
然
で
あ
る
。
例
え
ば
「
雪
国
」
に
於
て
島
村
が
自
然
か
ら

受
け
る
感
銘
は
、
両
義
的
で
あ
る
。
も
と
も
と
無
為
徒
食
の
島
村
は
「
自
然
に

対
す
る
真
面
目
さ
も
失
ひ
が
ち
な
の
で
、
そ
れ
を
呼
び
戻
す
に
は
由
が
い
い

と
、
よ
く
一
人
で
山
歩
き
を
す
る
」
癖
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
結
果
な
ん
と

幾
ら
山
で
丈
夫
に
な
っ
て
来
て
も
「
頭
が
さ
っ
ぱ
り
し
な
い
」
し
、
あ
ま
っ

さ
え
「
自
分
の
胸
の
底
に
雪
が
降
り
つ
む
」
音
を
聞
く
ほ
ど
、
そ
の
心
も
冷
え

き
っ
て
い
く
の
だ
。
然
も
そ
の
体
の
冷
え
を
後
生
大
事
に
保
持
し
て
い
こ
う
と

い
う
よ
う
な
、
皮
膚
感
覚
の
不
思
議
さ
が
島
村
に
は
あ
る
の
だ
。
相
手
の
体
に

ふ
れ
て
は
、
「
温
い
。
」
と
眩
く
島
村
の
実
感
、
「
ま
あ
、
冷
た
い
。
」
と
驚
く
駒

子
の
驚
き
、
皮
膚
感
覚
の
微
妙
な
応
酬
。
「
雪
晒
し
」
の
「
白
縮
」
を
「
暑
中

に
」
も
身
に
つ
け
て
「
肌
に
涼
し
し
さ
を
感
じ
た
い
と
す
る
、
冷
涼
へ
の
憧
憬
。

こ
う
し
て
「
人
肌
が
な
つ
か
し
い
思
ひ
と
、
山
に
誘
は
れ
る
思
ひ
と
は
、
同
じ

夢
の
や
う
」
と
断
じ
、
は
て
は
冷
え
き
っ
た
「
裸
の
天
の
河
は
夜
の
大
地
を
素

肌
で
巻
か
う
」
と
す
る
と
、
と
ど
め
を
さ
す
。
結
局
自
然
と
人
間
を
か
ら
ま
せ

て
、
一
瞬
の
刹
那
刹
那
に
ス
ナ
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
的
に
開
示
さ
れ
る
強
い
自
然

の
啓
示
、
人
間
の
感
情
の
ゆ
ら
め
き
、
そ
し
て
自
然
と
人
間
と
の
た
ま
ゆ
ら
の

接
触
と
冷
酷
な
離
反
と
が
、
「
雪
国
」
に
於
け
る
美
で
あ
る
。
決
し
て
雪
国
に

感
情
移
入
を
行
っ
た
、
単
純
な
自
然
礼
讃
の
文
学
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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一
方
、
「
山
の
音
」
で
使
用
さ
れ
る
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
自
然
の
あ
ま
た

の
風
物
が
小
道
具
と
し
て
、
ぬ
け
め
な
く
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
用
さ
れ
、
連
句
的
な

俳
譜
の
世
界
を
垣
間
み
さ
せ
る
。
例
え
ば
疲
れ
き
っ
た
首
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な

が
る
ひ
ま
わ
り
の
花
、
菊
子
を
連
想
さ
せ
る
桜
と
そ
れ
を
妨
害
し
て
止
ま
ぬ
八

つ
手
の
葉
、
夫
婦
の
つ
き
ず
つ
か
ず
の
象
徴
た
る
二
本
の
松
。
信
吾
の
家
に
住

み
つ
い
て
出
産
す
る
よ
そ
さ
ま
の
飼
犬
テ
ル
、
裏
山
に
飛
び
か
う
血
統
不
明
の

鳶
、
こ
れ
ら
は
皆
、
尾
形
家
を
め
ぐ
る
妻
、
娘
、
嫁
の
、
同
じ
泥
沼
で
あ
が
く

離
合
集
散
を
暗
示
。
花
開
く
二
千
年
前
の
蓮
の
実
、
こ
れ
は
混
乱
の
人
の
世
に

生
き
残
り
得
る
何
も
の
か
の
啓
示
。
な
に
よ
り
も
「
盆
栽
の
棚
に
雪
の
積
っ
た

朝
、
素
直
な
髪
の
お
河
童
の
姉
さ
ん
が
、
赤
い
元
禄
袖
を
着
て
、
植
木
鉢
の
雪

を
梯
っ
て
み
る
姿
」
と
い
う
表
現
は
、
も
と
よ
り
信
吾
の
永
遠
の
憧
憬
を
示
し

て
い
る
の
だ
。
ま
さ
に
温
暖
の
地
鎌
倉
に
、
青
男
不
釣
合
い
の
イ
メ
ー
ジ
の
、

寒
冷
の
信
州
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
て
こ
の
作
品
は
「
雪
国
」
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
若
干
重
復
さ
せ
る
事

に
な
る
。
即
ち
「
こ
こ
ら
あ
た
り
は
山
家
ゆ
ゑ
、
紅
葉
の
あ
る
の
に
雪
が
降

る
。
」
と
歌
っ
た
の
が
駒
子
な
ら
、
「
も
み
ち
の
く
れ
な
み
の
色
は
、
寒
国
の
も

の
に
違
い
な
い
」
と
思
い
込
み
、
「
嫁
に
い
く
娘
に
」
二
つ
持
た
せ
た
」
「
も
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
だ
れ

ち
の
盆
栽
」
を
追
憶
す
る
の
が
信
吾
。
は
て
は
雪
国
的
な
「
大
き
い
雪
崩
の
雪

煙
」
の
幻
影
を
、
信
吾
は
目
ぶ
た
の
な
か
に
ま
で
見
る
。
そ
し
て
「
雪
国
」
が

飽
き
る
程
聞
か
せ
て
く
れ
た
徒
労
の
感
の
優
雅
な
修
正
。
即
ち
「
お
父
さ
ん
の

一
生
」
の
決
算
を
修
一
か
ら
問
わ
れ
て
、
あ
る
程
度
肯
定
す
る
信
吾
。
夫
婦
も

「
別
れ
て
間
も
な
く
も
ど
れ
ば
、
ま
た
工
合
よ
く
い
く
こ
と
も
あ
る
」
と
い
い

加
減
に
肯
定
す
る
保
子
。
だ
が
夫
婦
と
も
ど
も
そ
の
心
境
は
「
今
は
身
を
水
に

ま
か
す
や
秋
の
鮎
、
と
か
、
死
ぬ
こ
と
を
知
ら
で
下
る
や
瀬
々
の
鮎
、
」
の
境

地
、
‘
と
い
う
わ
け
。
「
雪
国
」
の
世
界
は
、
や
や
枯
淡
の
趣
き
を
湛
え
て
、
四

季
を
め
ぐ
る
風
物
詩
へ
と
、
生
生
流
転
の
人
間
悲
劇
へ
と
変
貌
し
て
い
る
の

だ
。
こ
う
し
て
度
重
な
る
信
吾
の
口
約
束
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
信
州
を
訪

れ
る
事
は
あ
る
ま
い
と
予
想
出
来
る
。
何
故
な
ら
信
州
へ
直
接
赴
く
事
は
信
吾

の
憧
憬
の
死
を
、
ひ
い
て
は
こ
の
作
品
の
終
焉
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
義
姉
の

名
が
遂
に
語
ら
れ
ぬ
の
も
、
同
じ
意
味
あ
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
り
に
彼
は

永
遠
に
自
己
の
周
辺
、
即
ち
あ
る
い
は
東
京
に
、
あ
る
い
は
鎌
倉
に
、
偽
似
信

州
を
見
つ
け
て
心
の
慰
謝
を
得
る
事
に
な
ろ
う
。
⇔
「
古
賀
氏
の
絵
に
向
ふ
と
、

私
は
先
つ
な
に
か
し
ら
遠
い
あ
こ
が
れ
と
、
ほ
の
ぼ
の
と
む
な
し
い
拡
が
り
を

感
じ
る
の
で
あ
る
。
虚
無
を
越
え
た
肯
定
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
、
を
さ

な
ご
こ
ろ
に
通
う
。
」
と
述
べ
た
、
川
端
自
身
の
「
末
期
の
眼
」
の
言
葉
ほ
ど
、

「
山
の
音
」
の
性
格
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

注

e
　
ト
…
マ
ス
・
E
・
ス
ワ
ン
　
武
田
勝
彦
訳
「
『
雪
国
』
管
見
」
『
川
端
文
学
－
海

　
外
の
評
価
一
』
　
一
九
七
〇
年
　
早
稲
田
大
学
出
版
部
　
＝
一
三
一
二
四
頁
。

⇔
　
山
本
七
平
『
比
較
文
化
論
の
試
み
』

　
を
参
照
。共

同
討
議
の
後
に

一
九
七
一
年
　
講
談
社
　
三
ニ
ー
三
六
頁

西
　
村
　
真
　
　
一

　
「
川
端
康
成
の
文
学
に
お
け
る
自
然
」
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と

し
て
、
深
沢
氏
と
鵜
木
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
「
色
」
（
視
覚
に
よ
る
形
象
）
と
「
音
」

（
聴
覚
に
よ
る
形
象
）
と
い
う
、
感
覚
的
形
象
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
有
効
な

方
法
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
し
ば
し
ぽ
自
然
を
清
浄
で
あ
る
と
か
雄
大
で
あ
る
と
か
静
寂
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で
あ
る
と
形
容
す
る
。
し
か
し
、
自
然
認
識
は
、
自
然
の
形
、
色
、
音
、
匂
い

と
い
っ
た
も
の
を
感
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
感
覚
が
あ
っ
て
、
後
に
こ
れ
を
抽
象
化
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
雪
国
」
の
自
然
美
も
そ
れ
を
分
析
す
れ
ば
、
形
や
色
や
音
や
匂
い
な
ど
の
要

素
に
分
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
川
端
康
成
は
、
と
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
で
、
自
然
の
形
や
色
を
見
つ
め
、
音

を
聞
き
、
物
に
触
れ
、
そ
れ
を
独
特
の
方
法
で
作
品
世
界
に
再
構
成
し
た
作
家

で
あ
る
。
「
雪
国
」
の
自
然
描
写
に
は
、
各
所
に
す
ぐ
れ
た
自
然
に
対
す
る
感

覚
が
み
ら
れ
る
。

　
自
然
美
の
享
受
者
は
、
何
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
感
覚
の
持
主
で
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
が
、
「
雪
国
」
の
主
人
公
の
島
村
は
ま
さ
に
そ
の
有
資
格
者
で
あ
る
。
ト

マ
ス
・
E
・
ス
ワ
ン
氏
が
い
う
よ
う
に
「
彼
の
精
神
生
活
は
、
感
覚
を
通
し
て

得
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
印
象
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
．
る
。
こ
の

感
覚
で
、
川
端
は
深
沢
氏
の
い
う
「
自
然
美
の
感
覚
的
リ
ア
リ
テ
」
を
追
求
す

る
の
で
あ
る
。

　
「
雪
国
」
の
自
然
描
写
の
特
徴
と
し
て
、
深
沢
氏
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
印
象

的
に
把
握
さ
れ
た
美
の
細
部
描
写
を
指
摘
す
る
。
鵜
木
氏
も
同
様
に
コ
瞬
の

刹
那
刹
那
に
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ヅ
ト
的
に
開
示
さ
れ
る
強
い
自
然
美
の
啓
示
L
を

特
色
の
一
つ
に
挙
げ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
自
然
描
写
の
手
法
は
、
同

じ
自
然
を
描
い
て
も
、
島
崎
藤
村
の
そ
れ
の
よ
う
に
対
象
に
じ
っ
く
り
取
り
組

み
、
連
続
的
に
描
く
手
法
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
感
覚
に
よ
る
印
象
に
基
づ
い
て
対
象
を
と
ら
え
、
そ
の
細
部
を
デ
ッ
サ
ン
の

よ
う
に
簡
潔
に
描
写
す
る
手
法
は
、
古
く
「
枕
草
子
」
の
自
然
描
写
に
み
ら
れ

る
。
日
本
の
古
典
文
学
に
お
け
る
自
然
の
見
方
が
非
常
に
個
別
的
で
精
細
で
、

そ
の
描
写
も
具
体
的
な
細
部
描
写
で
あ
る
こ
と
は
、
サ
イ
デ
ソ
ス
テ
ッ
カ
ー
氏

も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
日
本
文
学
に
お
け
る
伝
統

的
手
法
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
深
沢
氏
と
鵜
木
氏
は
、
俳
句
や
連
歌
な

ど
の
俳
譜
的
手
法
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
川
端
文
学
の
研

究
者
も
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
描
写
に
即
し
て
論
証
す
る
必
要
が

あ
．
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
描
写
を
俳
霊
的
手
法
に
基
づ
く
描
写
と

し
て
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω
　
蚕
の
や
う
に
駒
子
も
透
明
な
体
で
こ
こ
に
住
ん
で
み
る
か
と
思
は
れ
た
。

②
乾
い
た
豆
幹
か
ら
小
豆
が
小
粒
の
光
の
や
う
に
躍
り
出
る
。

㈲
　
山
裾
の
川
は
杉
の
梢
か
ら
流
れ
出
る
や
う
に
見
え
た
。

こ
れ
ら
は
簡
潔
で
あ
り
な
が
ら
、
鮮
明
な
印
象
で
対
象
を
把
握
し
た
描
写
で
あ

り
、
比
喩
も
ま
た
巧
み
で
あ
る
。

ω
窓
の
外
に
は
、
真
赤
に
熟
し
た
柿
の
実
に
夕
日
が
あ
た
っ
て
、
そ
の
光
は

　
自
在
鍵
の
竹
筒
に
ま
で
射
し
込
ん
で
来
る
か
と
思
は
れ
た
。

②
女
の
耳
の
凹
凸
も
は
っ
き
り
影
を
つ
く
る
ほ
ど
月
は
明
る
か
っ
た
。
深
く

　
射
し
こ
ん
で
畳
が
冷
た
く
青
む
や
う
で
あ
っ
た
。

右
の
描
写
も
、
精
細
で
具
体
的
な
細
部
描
写
の
典
型
的
な
例
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
次
の
い
く
つ
か
の
描
写
は
、
　
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。

ω
石
の
多
い
川
の
音
が
丸
い
甘
さ
で
聞
え
て
来
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

②
　
島
村
の
掌
の
あ
り
が
た
い
ふ
く
ら
み
は
だ
ん
だ
ん
熱
く
な
っ
て
き
た
。

㈲
　
「
気
持
の
悪
い
鳥
が
鳴
い
て
い
る
。
ど
こ
か
で
鳴
い
て
い
る
。
寒
い
わ
。
」

ω
は
、
短
文
で
あ
り
な
が
ら
、
き
わ
め
て
複
雑
で
陰
磐
に
富
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
②
は
、
島
村
が
駒
子
の
乳
房
を
愛
撫
す
る
描
写
で
あ
る

が
、
無
題
で
含
蓄
に
豊
ん
だ
表
現
で
あ
る
。
㈹
は
、
葉
子
が
行
男
の
容
態
の
急

変
を
告
げ
に
来
る
直
前
の
駒
子
の
言
葉
で
あ
り
、
鳥
の
鳴
き
声
を
不
幸
の
前
兆

と
し
て
、
象
徴
性
を
加
味
し
て
い
る
。

　
象
徴
的
な
要
素
の
強
い
描
写
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
個
所
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
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村
は
鎮
守
の
杉
林
の
陰
に
半
ば
隠
れ
て
み
る
が
、
自
動
車
で
十
分
足
ら
ず
の

　
停
車
場
の
燈
火
は
、
寒
さ
の
た
め
び
い
ん
び
い
ん
と
音
を
た
て
て
殿
れ
さ
う

　
に
瞬
い
て
み
た
。

右
は
、
宿
の
窓
か
ら
駒
子
が
夜
景
に
見
入
る
描
写
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
対

象
の
客
観
的
描
写
で
は
な
く
、
透
徹
し
て
冴
え
渡
っ
た
「
雪
国
」
の
世
界
を
象

徴
す
る
描
写
に
な
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
雪
国
」
の
描
写
に
は
、
対
象
の
印
象
的
把
握
、
精
細
で
具

体
的
な
表
現
、
含
蓄
と
余
情
の
豊
か
さ
、
そ
し
て
象
徴
性
と
い
っ
た
い
く
つ
か

の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
否
諾
的
な
性
格
と
結
び
つ
け
る
こ

と
は
、
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

深
　
沢
　
恒
　
男

　
御
二
人
の
論
文
と
も
、
私
の
と
は
だ
い
ぶ
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
違

い
か
ら
、
教
え
ら
れ
る
点
も
多
い
。

　
先
ず
、
西
村
氏
の
「
川
端
康
成
の
文
学
に
お
け
る
自
然
」
は
な
か
な
か
の
名

文
で
あ
る
。
全
体
の
筋
を
お
っ
て
、
て
い
ね
い
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
「
雪
国
」
の
問
題
点
は
、
ほ
ぼ
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

細
か
な
箇
所
の
、
例
え
ば
、
昆
虫
の
死
な
ど
の
指
摘
は
、
私
の
見
落
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
、
き
め
の
細
か
さ
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
氏
は
常
に
日
本
的
な
思
考
や
伝
統
的
な
自
然
観
の
擁
護
者
で
あ

っ
た
。
特
に
、
比
較
思
想
の
鵜
木
氏
や
、
外
国
文
学
の
私
の
、
外
部
か
ら
の
、

や
や
無
責
任
な
攻
撃
に
対
す
る
防
御
の
姿
勢
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
態
度
は
い
さ

さ
か
も
動
じ
な
い
。
む
し
ろ
、
氏
自
ら
が
、
R
本
的
な
も
の
を
攻
撃
し
て
く
れ

た
の
な
ら
、
鵜
木
氏
や
私
が
防
御
に
回
ら
な
い
も
の
で
も
な
い
の
に
。

　
西
村
氏
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
、
「
雪
国
」
の
駒
子
像
は
、
実
に
魅
力
的
で

美
し
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
作
品
の
、
実
際
の
駒
子
以
上
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
氏
が
、
駒
子
に
は
、
雪
の
よ
う
な
哀
し
さ
と
、
自
然
の
野
性
が
あ
る
と

い
う
と
き
、
「
雪
国
」
に
対
す
る
、
氏
の
感
動
の
深
さ
が
想
像
で
き
る
の
で
あ

る
。
氏
の
自
然
観
は
、
こ
の
言
葉
に
尽
き
て
い
る
と
思
う
。
氏
は
、
川
端
の
作

品
に
、
中
世
か
ら
の
伝
統
的
な
自
然
観
で
あ
る
、
〈
滅
び
の
美
〉
を
見
出
し
て

い
る
。
こ
の
立
場
を
貫
く
、
氏
の
情
熱
に
は
強
い
も
の
が
あ
る
。
葉
子
の
存
在

が
語
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
情
熱
の
犠
牲
の
、
一
例
で
あ
る
。

　
全
般
的
に
い
っ
て
、
氏
の
意
見
に
は
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
自

然
観
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
作
品
の
表
現
形
式
に
は
、
か
な
り
バ
タ
臭
い
面
も

み
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
技
法
的
な
問
題
も
考
え
な
い
と
、
コ
雪
国
」
の
最
後
の
、

雪
中
火
事
の
場
面
な
ど
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
に
か
く
、
氏
の
ひ
た
む
き
な
情
熱
と
卒
直
な
語
り
方
に
は
見
習
う
べ
き
点

が
多
い
。

　
鵜
木
氏
の
「
『
雪
国
』
の
音
、
『
山
の
音
』
の
雪
」
は
、
先
ず
、
表
題
の
ユ
ニ

ー
ク
さ
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
更
に
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
続
い
て
ゆ
く
。
氏
が

次
々
と
従
来
の
定
説
を
く
つ
が
え
し
て
ゆ
く
か
ら
だ
。
引
用
文
も
、
通
常
で
は

捨
て
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
選
ば
れ
る
。
駒
子
も
、
西
村
氏
と
は
ま
る
で
違

い
、
日
常
生
活
そ
の
も
の
の
女
と
な
る
。
ま
さ
に
批
評
精
神
そ
の
も
の
の
働
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
の
批
評
精
神
は
、
か
な
ら
ず
し
も
冷
静
で
あ
る
こ
と
を

音心

?
ｵ
な
い
。

　
氏
が
情
熱
を
見
せ
る
一
面
は
、
土
地
の
違
い
、
そ
れ
も
東
京
と
田
舎
と
の
思

考
の
差
違
で
あ
る
。
「
山
の
音
」
の
信
州
出
身
の
信
吾
像
や
、
「
雪
国
」
の
流
れ

者
と
し
て
の
駒
子
像
、
更
に
「
雪
国
」
が
失
楽
園
で
あ
る
と
し
、
「
山
の
音
」

を
復
楽
園
憧
憬
の
物
語
と
す
る
の
は
、
氏
な
ら
で
は
の
感
が
あ
る
。
故
郷
と
現

在
の
土
地
の
両
方
を
同
時
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
氏
の
、
複
限
の
洞
察
力
が
あ

る
ρ
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ま
た
、
氏
が
情
熱
を
見
せ
る
も
う
一
面
は
、
逆
転
へ
の
情
熱
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
批
評
精
神
そ
の
も
の
が
情
熱
に
な
っ
て
い
る
、
と
定
義
し
て
も
よ
い
Q
西

村
氏
が
駒
子
に
素
直
に
酔
う
と
す
れ
ば
、
鵜
木
氏
の
は
、
そ
れ
を
批
判
し
な
が

ら
、
そ
の
過
程
で
酔
う
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
き
る
な
ら

ぽ
、
作
品
に
素
直
に
酔
う
と
い
っ
た
、
初
な
心
も
持
ち
合
わ
せ
て
ほ
し
い
も
の

で
あ
る
。

　
氏
の
論
文
に
み
ら
れ
る
、
〈
音
V
の
問
題
は
、
私
が
触
れ
ず
に
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
い
に
示
唆
を
受
け
た
。
特
に
、
鵜
木
氏
の
「
具
体
的
な

音
が
消
失
し
た
以
上
、
音
な
き
音
は
必
然
的
に
幻
影
と
結
び
つ
く
」
の
言
は
見

事
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
－

　
氏
は
、
「
作
者
川
端
の
巧
ま
ざ
る
文
明
批
評
な
の
、
で
あ
る
」
と
書
か
れ
た
が
、

そ
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
氏
の
論
文
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

鵜
　
木
　
奎
　
治
　
郎

　
西
村
氏
の
「
雪
国
」
論
は
、
小
説
の
流
れ
を
追
っ
て
、
季
節
の
変
化
を
確
認

し
つ
つ
、
連
続
的
に
展
開
さ
れ
る
所
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
「
さ
し
て

大
き
な
筋
の
展
開
」
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、
明
か
に
こ
れ
も
一
b

の
方
法
で
あ
る
。
「
や
や
唐
突
な
感
が
あ
る
」
火
事
の
場
面
は
、
確
か
に
こ
の

方
法
で
う
ま
く
説
明
出
来
る
。
雪
国
を
一
種
の
秘
境
と
し
て
と
ら
え
（
こ
の
秘

境
に
入
る
時
と
出
る
時
に
異
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
指
摘
は
実
に
説
得
力
が
あ

る
。
野
性
人
駒
子
の
人
間
存
在
、
秋
か
ら
冬
へ
変
る
季
節
の
意
義
、
昆
虫
の
死

で
象
徴
さ
れ
る
滅
び
の
美
、
夜
の
大
地
と
天
の
河
の
異
常
な
人
間
へ
の
接
近
、

こ
れ
ら
も
す
べ
て
共
感
出
来
る
。
だ
が
全
体
像
の
把
握
と
い
う
事
に
な
る
と
、

と
の
方
法
で
は
若
干
の
無
理
が
伴
う
よ
う
だ
。
島
村
が
隠
遁
者
や
世
捨
人
で
あ

る
に
し
て
は
、
い
さ
さ
か
美
の
享
楽
者
で
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
だ
。
駒
子
自
身
の

姿
も
あ
ま
り
に
も
強
烈
な
自
然
人
の
一
面
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
、
彼
女
自
身
一

人
の
哀
れ
な
滅
び
の
姿
の
体
現
者
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
事
実
が
看
過
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
。
葉
子
の
役
割
が
全
然
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
故
意
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
島
村
の
言
う
「
山
で
丈
夫
に
な
っ
て
来
た
ん
だ
よ
。
頭

が
さ
っ
ぱ
り
し
な
い
ん
だ
。
」
と
い
う
台
詞
に
就
い
て
は
、
氏
の
解
釈
は
か
な
り

生
理
的
だ
っ
た
。
私
は
〈
山
は
肉
体
の
健
康
は
与
え
て
く
れ
て
も
、
精
神
の
健

康
は
与
え
て
く
れ
な
い
、
従
っ
て
こ
れ
は
島
村
が
単
純
に
自
然
の
美
の
中
に
没

入
出
来
な
い
苦
悩
を
述
べ
た
も
の
だ
〉
と
解
釈
し
て
い
た
の
で
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
た
。
結
局
氏
は
こ
の
作
品
を
伝
統
的
日
本
の
美
意
識
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の

と
見
て
い
る
が
、
駒
子
の
性
格
描
写
は
あ
ま
り
伝
統
的
な
日
本
女
性
だ
と
も
思

わ
れ
ぬ
し
、
雪
国
の
描
写
も
秘
境
的
で
あ
り
す
ぎ
る
。
山
本
七
平
氏
に
よ
る

と
、
日
本
人
は
土
地
に
執
着
す
る
聖
域
崇
拝
と
い
う
発
想
が
皆
無
に
近
い
そ
う

で
あ
る
。
私
は
こ
の
意
味
で
と
ら
え
す
ぎ
て
い
て
、
こ
の
作
品
は
日
本
美
の
衣

装
を
十
分
ま
と
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
随
分
ハ
イ
カ
ラ
な
小
説
だ
と
思
い
込

ん
で
い
た
。
伝
統
的
日
本
美
の
指
摘
は
、
私
に
と
っ
て
は
か
な
り
こ
た
え
た
。

　
深
沢
氏
の
批
評
は
川
端
文
学
全
般
に
わ
た
っ
て
、
明
と
暗
の
色
感
を
論
じ
た

珍
し
い
論
文
で
あ
る
。
氏
は
自
分
の
予
測
を
裏
づ
け
る
形
で
、
引
用
す
る
の

で
、
こ
の
点
西
村
氏
と
対
照
的
で
あ
る
。
西
村
氏
は
引
用
と
説
明
を
、
ほ
ぼ
同

時
に
併
行
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
も
印
象
を
ス
ケ
ッ
チ
風
に
記
録
す
る
と
い
う
感

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
深
沢
氏
の
見
解
は
総
合
的
な
批
評
に
興
味
深
い
も
の
が
見

い
だ
さ
れ
る
。
ト
ン
ネ
ル
乃
至
視
界
の
変
化
に
つ
い
て
の
フ
ロ
イ
ト
的
解
釈
、

時
問
の
彼
方
の
イ
メ
ー
ジ
の
存
在
、
な
ど
は
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
忘
れ
難
い
。

だ
が
氏
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化
に
少
し
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
よ
う
だ
、
「
視

覚
で
と
ら
え
た
像
は
、
…
…
心
象
風
景
と
な
っ
て
保
持
さ
れ
、
同
一
の
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
」
と
言
う
の
だ
。
そ
こ
で
例
え
ば
「
彼
の
心
象
風
景

の
な
か
で
は
、
時
間
の
経
過
は
な
い
。
」
と
説
い
た
、
「
雪
国
」
の
結
末
部
の
解



42

釈
は
白
眉
で
あ
る
。
然
し
同
一
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
ら
、
そ
の

機
能
が
衰
え
る
場
合
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
「
山
の
音
」
の
、
妻
保
子
の
姉
の

イ
メ
ー
ジ
な
ど
、
印
象
は
鮮
明
で
も
記
憶
は
暖
昧
で
あ
る
。
こ
の
場
合
な
ど
、

か
え
っ
て
時
間
の
経
過
の
意
識
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
又
「
全
体
の
筋
の

流
れ
よ
り
」
「
美
の
細
部
描
写
に
力
点
が
置
か
れ
る
。
」
「
美
の
細
部
描
写
に
は
、

ま
た
、
俳
旬
や
連
歌
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
い
う
の
は

ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
の
筋
の
流
れ
は
、
連
続
小
説
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
、
な
め
ら
か
に
見
え
る
し
、
連
句
な
ど
の
場
合
は
、
美
の
細
部
描
写
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
全
体
の
流
れ
を
重
視
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

少
々
明
暗
の
基
調
と
し
て
の
色
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
然
し
こ
れ
は
、
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
音
を
消
去
し
た
為
の
論
文
構
成
上
の
技

法
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
川
端
は
む
し
ろ
色
彩
感
覚
に
乏
し
く
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
音
の
描
写
の
方
が
鋭
い
作
家
だ
と
思
っ
て
い
た
。
例
え
ば
自
然
美
の
細
部

描
写
は
と
も
か
く
と
し
て
、
駒
子
や
菊
子
の
肉
体
の
、
視
覚
的
な
描
写
そ
の
も

の
は
、
か
な
り
ラ
フ
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
然
し
氏
の
説
明
で
、
二
色
の

配
色
に
基
づ
く
色
彩
の
変
調
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
、
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
世
界

で
あ
る
事
を
教
え
ら
れ
た
。
「
山
の
音
」
の
場
合
は
、
音
を
指
標
に
使
う
分
析

の
方
が
有
効
で
あ
る
と
思
う
が
、
「
雪
国
」
に
あ
っ
て
は
、
深
沢
氏
の
色
乃
至

明
暗
の
指
標
に
頼
る
分
析
の
方
が
、
優
れ
て
い
る
と
思
い
し
ら
さ
れ
た
。

　
両
氏
の
論
文
を
読
ん
で
共
通
し
て
感
銘
を
受
け
た
の
は
「
雪
国
」
に
於
け
る

印
象
の
み
ず
み
ず
し
さ
の
指
摘
で
あ
る
、
私
は
自
分
の
老
い
を
感
じ
な
い
わ
け

に
い
か
な
か
っ
た
。
智
に
働
き
す
ぎ
て
い
た
。



43 川端康成 の文学 におけ る 自然 「雪国」 と 「山 の音」を通 じて

Summary

Report on a joint  discussion  :

Nature in the Literature of Yasunari Kawabata

- Seen through his "Yuki-Guni" and "Yama-no-Oto" -

Shinichi  NISHIMURA 

Tsuneo FUKAZAWA 

 Keijiro UNOKI

   In an interdisciplinary subject "the protection of nature", we, Nishimura, Fuka-

zawa and Unoki, in charge of the lecture on "climate and culture" from the 

standpoint of the humanities, had a joint discussion on the theme, "Nature in the 

Literature of Yasunari Kawabata", as summary reports of the lecture in the 50th 

year of  Showa. (This report is continued from the theme, "Nature in the Litera-

ture of Naoya Shiga" in the 49th year of  Showa and we expect to have a joint 

discussion on the theme, "Nature in the Literature of  Kalil Nagai" in the  51  st 

year of  Showa.) 

   We respectively make a specialty of Japanese literature, foreign literature and 

comparative thought, and from our different standpoints we are making a study of 
"Nature and the view of Nature in Japanese literature" , and as a part of our study 

we took up Yasunari Kawabata. The reasons why we took him up are the  following  ; 

he is one of the representative writers of modern Japanese literature, as is Naoya 

Shiga, and we think that his literature is closely connected with Nature and that 

he plays an important part in our understanding of the theme, "Nature and the 

view of Nature in Japanese literature". 

   In this discussion we picked out especially "Yuki-Guni" and "Yama-no-Oto" 

from his works, and through these we considered "Nature and the view of Nature 

in the Literature of Yasunari Kawabata". This report is the summary of our 

opinions at the joint discussion, but in the process of making notes we read and passed 

on and supplemented them with various problems. We believe that this report 

approachs an exact reproduction of the joint discussion. 

   Yasunari  Kawabata's novel "Yuki-Guni" is closely connected with Nature. The 

scene of the story is set in a snow district. The hero Shimamura has a keen eye 

for the beauties of nature and feminine charm, and his lover Komako is a clean 

and wildly attractive woman. So we can call her a woman of nature. 

   In this story the change of season has a wide meaning, and the main seasons 

in the book are autumn and winter. The author describes the natural beauties of 

autumn and winter most beautifully.  His aesthetic sense is reflected in the serious



44

consideration　of　the　beauties　of　autumn　and　winter．　He　highly　appraises　the　idea　of

Japanese　medieval　beauty，　namely，　the　beauty　of　ruin　and　nihility．　We　can　say

that　the　natural　beauty　described　in　“Yuki－Guni”　is　a　medieval　beauty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（S．　Nishimura）

　　　There　are　many　descriptions　of　nature　，i．n　Kawabata’s　“Yu．　ki－GuRi”．　Especially

the　opening　sentence　of　the　novel　is　of　particular　importance．　‘‘Out　of　the　long

tunnel”　and　“white”　are　1〈ey　words　for　understanding　his　view　of　Nature．　These

words　can　be　seen　in　his　early　worl〈　“lzu－no－Odoriko”．

　　　The　sentence，　“Coming　out　of　the　tunnel，　suddenly　I　saw　a　white　．．．”，　has

become　a　prototype．　The　tunnel　is　not　only　concrete，　but　also　comes　to　be　a　time

mach奄獅?秩@which．is　closely　relatgd　，to　，the　．rgfieg，tions　apd．　drgamg．，of　the　hero．

　　　Based　on　white，　the　contrast　betWeen　red’　and　vVhite　iS　frequently　used．　And

white　as　the　image　of　Nature　is　the　color’　of　nihility．　’　’　（T．　Fukazawa）

　　　　A　man　who　has　experienced　the　life　of　the　snow　eountrY　recblfeidts　the　bygonb

hqppy．dgyS　spent．．wit－h．．ap　unta．m，gd　ngrvou，s．girl．．And．afotbg，；　gld　ipan一　w．hosel

畔V・place　w・・ip　Shi・・hU　r・deavρ…t…11ect　hl・脚・rie’・．．gf．　a　d・ad　Si・te「一・

i’

氏|iaw，　but　in　vain，　Their　efforts　a’re’very　symbolic，　so　long　’a’S　thei’i’；　’heroines

are’ ?高b?撃撃奄唐??п@with　tranSient　natural　irhages．　 　’ iK；　Uhbki）


