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一
．
は
じ
め
に

　

鏡
を
は
じ
め
と
す
る
光
学
機
器
や
光
学
装
置
は
、
そ
れ
を
目
に
す
る
者
に
直

接
働
き
か
け
る
と
同
時
に
様
々
な
も
の
を
映
し
出
し
、
新
た
な
空
間
＝
〈
異
界
〉

を
生
み
出
す
。
か
く
い
う
谷
崎
潤
一
郎
も
ま
た
、
そ
う
し
た
光
と
翳
の
綾
な
す

世
界
に
魅
入
ら
れ
た
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
数
あ
る
光
学
機
器
・
装
置
の
中

で
も
谷
崎
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
映
画

で
あ
ろ
う
。
佐
藤
未
央
子
を
は
じ
め
、
谷
崎
が
大
正
活
動
写
真
株
式
会
社
（
そ

の
後
大
正
活
映
株
式
会
社
に
改
名
）
に
脚
本
部
顧
問
と
し
て
入
社
し
て
い
た
一

九
二
〇
年
前
後
の
作
品
を
映
画
の
視
座
か
ら
分
析
し
た
論
考
は
多
い
）
1
（

。

　

ま
た
近
年
、
野
崎
歓
や
柴
田
希
な
ど
は
映
画
が
谷
崎
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
影

響
を
与
え
続
け
た
と
す
る
見
方
を
示
し
）
2
（

、
西
野
厚
志
も
一
九
三
〇
年
代
に
発
表

さ
れ
た
「
春
琴
抄
」（『
中
央
公
論
』、
一
九
三
三
年
六
月
）
に
つ
い
て
、「
プ
ラ

ト
ン
哲
学
を
通
し
て
見
え
て
く
る
、
先
験
的
な
表
象
様
式
と
し
て
の
映
画
）
3
（

」
と

の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
、
一
九
三
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
蘆
刈
」（『
改
造
』、
一
九
三
二
年
一

一
月
│
一
二
月
）
は
、
映
画
の
脚
本
と
し
て
書
か
れ
た
「
映
画
劇　

月
の
囁
き
」

（『
現
代
』、
一
九
二
一
年
一
月
│
二
月
・
四
月
）
と
同
じ
く
月
が
重
要
な
モ
チ
ー

フ
と
な
り
、
作
中
に
は
度
々
登
場
人
物
の
写
真
が
出
て
く
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

映
画
と
い
っ
た
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
性
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
木
下
千
花
は
溝
口
健
二
が
映
画
化
し
た
「
お
遊
さ
ま
」（
一
九
五
一
年
六

月
）
に
関
し
て
詳
し
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
）
4
（

、
細
江
光
ら
に
よ
っ
て
小
説
の

「
蘆
刈
」
は
「
春
琴
抄
」
と
同
様
谷
崎
の
古
典
回
帰
作
品
の
一
つ
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
お
り
、「
大
和
物
語
」
や
「
源
氏
物
語
」
を
中
心
と
す
る
古
典
作
品
や

夢
幻
能
の
形
式
の
影
響
が
注
目
を
集
め
て
き
た
の
で
あ
る
）
5
（

。

　

ま
た
、
先
行
研
究
で
は
そ
の
複
雑
な
語
り
の
構
造
も
争
点
と
な
っ
て
き
た
。

「
蘆
刈
」
で
は
か
つ
て
岡
本
に
住
ん
で
い
た
「
わ
た
し
」
が
あ
る
年
の
十
五
夜

の
日
に
淀
川
の
中
州
へ
と
向
か
い
、そ
こ
で
出
会
っ
た
あ
る
「
男
」
か
ら
、「
男
」

の
父
（
芹
橋
慎
之
助
）
が
「
心
の
妻
」
と
し
て
思
い
を
寄
せ
て
い
た
女
性
（
お

谷
崎
潤
一
郎
「
蘆
刈
」
に
お
け
る
幻
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン
燈
的
イ
メ
ー
ジ
の
研
究

│
│ 〈
異
界
〉
へ
向
か
う
視
線 

│
│

大
　
木
　
エ
リ
カ
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遊
さ
ん
）
の
話
を
聞
く
。
作
中
で
は
、
慎
之
助
の
話
が
聴
き
手
で
あ
っ
た
「
男
」

の
語
り
に
内
包
さ
れ
、
そ
の
「
男
」
の
話
も
「
わ
た
し
」
の
語
り
へ
と
内
包
さ

れ
て
お
り
、
前
田
久
徳
は
こ
れ
を
「
同
心
円
的
構
造
）
6
（

」
と
名
付
け
た
。
日
高
佳

紀
は
特
に
「
男
」
の
語
り
が
、
慎
之
助
や
叔
母
か
ら
語
ら
れ
た
内
容
を
統
合
し
、

「
男
」
自
身
の
「
個
別
的
体
験
の
中
で
「
お
遊
さ
ん
」
を
紡
ぎ
直
そ
う
と
す

る
）
7
（

」
行
為
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
語
り
の
問
題
か
ら
派
生
し
て
、「
男
」
の
正
体
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
河
野
多
惠
子
は
「
男
」
を

慎
之
助
の
亡
霊
と
し
、
対
し
て
秦
恒
平
は
「
男
」
の
母
親
が
慎
之
助
の
妻
で

あ
っ
た
お
静
で
は
な
く
、お
静
の
姉
（
お
遊
さ
ん
）
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
男
」

を
母
を
求
め
る
「
わ
た
し
」
の
魂
や
幻
、
化
身
と
結
論
づ
け
た
）
8
（

。

　

し
か
し
、
本
稿
は
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
光
学
機
器
・
装
置
の

観
点
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
構
造
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
理
由

を
予
め
述
べ
る
な
ら
ば
、「
蘆
刈
」
に
登
場
す
る
写
真
が
谷
崎
の
作
品
に
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
る
近
代
的
光
学
装
置
の
一
つ
、
幻
燈
の
特
徴
と
重
な
る
だ
け
で

な
く
、
同
時
代
の
言
説
に
も
幅
広
く
見
ら
れ
る
幻
燈
特
有
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
「
わ
た
し
」
に
よ
る
回
想
物
語
内
に
新
た
な
位
相
＝
〈
異
界
〉
が
生
ま
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
谷
崎
と
一
九
世
紀
末
に
発
明
さ
れ
た
映
画
に
先
行
す
る
光

学
装
置
で
あ
る
幻
燈
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
従
っ
て
本
稿
で
は
谷
崎
と
幻
燈
の
問
題
を
扱
い
つ
つ
、「
蘆
刈
」
に

お
け
る
〈
異
界
〉
の
表
象
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
．
写
真
と
幻
燈

　
「
蘆
刈
」
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
光
学
機
器
・
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
ま
ず
写
真
が
あ
る
。
作
中
で
は
、「
男
」
が
慎
之
助
か
ら
聞
か
さ
れ
た
お
遊

さ
ん
の
話
を
「
わ
た
し
」
に
語
り
な
が
ら
、
そ
の
姿
を
映
し
た
写
真
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

お
遊
さ
ん
と
い
ふ
人
は
、
写
真
を
見
ま
す
と
ゆ
た
か
な
頬
を
し
て
を
り
ま

し
て
、
童
顔
と
い
ふ
方
の
円
い
か
ほ
だ
ち
で
ご
ざ
り
ま
す
が
、
父
に
い
は

せ
ま
す
と
目
鼻
だ
ち
だ
け
な
ら
こ
の
く
ら
ゐ
の
美
人
は
少
く
な
い
け
れ
ど

も
、
お
い
う
さ
ま
の
顔
に
は
何
か
か
う
ぼ
う
つ
と
煙
つ
て
ゐ
る
や
う
な
も

の
が
あ
る
、
㒵
の
造
作
が
、
眼
で
も
、
鼻
で
も
、
口
で
も
、
う
す
も
の
を

一
枚
か
ぶ
つ
た
や
う
に
ぼ
や
け
て
ゐ
て
、
ど
ぎ
つ
い
、
は
つ
き
り
し
た
線

が
な
い
、
じ
い
つ
と
み
て
ゐ
る
と
こ
つ
ち
の
眼
の
ま
へ
が
も
や
〳
〵
と
翳

つ
て
来
る
や
う
で
そ
の
人
の
身
の
ま
は
り
に
だ
け
霞
が
た
な
び
い
て
ゐ
る

や
う
に
お
も
へ
る

　

写
真
に
映
る
お
遊
さ
ん
の
顔
は
「
ぼ
う
つ
と
煙
つ
て
ゐ
る
」、
あ
る
い
は
「
蘭

た
け
た
」
と
も
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
朦
朧
と
し
た
写
真
は
「
蘆
刈
」

に
限
ら
ず
「
痴
人
の
愛
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』、
一
九
二
四
年
三
月
二
〇
日
│

六
月
一
四
日
／
『
女
性
』、
一
九
二
四
年
一
一
月
│
一
九
二
五
年
七
月
）
や
「
春
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琴
抄
」、「
夢
の
浮
橋
」（『
中
央
公
論
』、
一
九
五
九
年
一
〇
月
）
と
い
っ
た
作

品
で
も
確
認
出
来
る
。
谷
崎
の
作
品
に
お
け
る
写
真
の
重
要
性
を
唱
え
た
馬
場

伸
彦
は
、
特
に
「
春
琴
抄
」
で
は
写
真
が
「
薄
れ
て
い
く
記
憶
の
視
覚
的
ア
ナ

ロ
ジ
ー
）
9
（

」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
一
方
で
、
鈴
木
貞
美
は
「
痴

人
の
愛
」
に
登
場
す
る
ナ
オ
ミ
（
奈
緒
美
）
の
「
ま
る
で
古
め
か
し
い
画
像
の

や
う
に
朦
朧
と
し
た
）
10
（

」
写
真
は
、「
象
徴
主
義
絵
画
の
技
法
を
用
い
た
写
真
の

幻
燈
効
果
）
11
（

」
と
重
な
る
と
主
張
す
る
。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
幻
燈
と
は
、
一
般
的
に
一
八
七
四
年
イ
ギ
リ
ス
か

ら
帰
国
し
た
手
島
精
一
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
さ
れ
る
映
像
装
置

を
指
す
が
、
そ
の
起
源
は
一
七
世
紀
後
半
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
誕
生
し
た
幻
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン

燈
機

に
ま
で
遡
る
。
日
本
で
は
、
一
八
〇
〇
年
代
初
頭
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
伝
わ
っ
て
き

た
こ
の
幻
燈
機
を
元
に
、
江
戸
の
染
め
物
の
上
絵
師
で
あ
る
都
屋
都
楽
が
写
し

絵
を
考
案
し
た
。
そ
の
構
造
は
木
製
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
あ
る
風
呂
に
、
種

板
と
呼
ば
れ
る
ス
ラ
イ
ド
を
取
り
付
け
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
演
者
は
手

に
持
っ
た
風
呂
や
種
板
を
動
か
し
て
映
像
を
ス
ク
リ
ー
ン
へ
と
映
し
出
し
た
）
12
（

。

明
治
初
期
に
再
渡
来
し
た
幻
燈
は
、
そ
の
構
造
や
映
像
を
映
し
出
す
仕
組
み
は

写
し
絵
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
投
影
装
置
や
ス
ラ
イ
ド
に
新
し
い
形
式

が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
写
し
絵
と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
「
幻
燈
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
。
よ
っ
て
、
西
洋
の
幻
燈
を
元
に
つ
く
ら
れ
た
写
し
絵
と
幻
燈

を
厳
密
に
は
区
別
出
来
な
い
側
面
も
あ
る
。

　

こ
の
幻
燈
は
文
部
省
主
導
の
も
と
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
、
写
し

絵
と
は
異
な
り
教
育
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
一
八
九
〇
年
代
に
は
全
国
の
小
学

校
に
常
備
さ
れ
た
。
加
え
て
、
一
八
九
四
年
か
ら
一
八
九
七
年
頃
に
は
安
価
な

幻
燈
機
が
家
庭
用
の
娯
楽
と
し
て
普
及
し
、
江
戸
川
乱
歩
な
ど
も
幼
い
頃
は

「
幻
燈
器
機
を
何
台
も
す
え
つ
け
て
、
黒
い
所
に
白
く
人
の
形
な
ど
を
書
き
、

そ
れ
に
着
色
し
た
絵
を
映
す
）
13
（

」
影
絵
芝
居
に
親
し
ん
で
い
た
と
明
か
し
て
い
る
。

鈴
木
は
「
痴
人
の
愛
」
に
お
け
る
ナ
オ
ミ
（
奈
緒
美
）
の
写
真
だ
け
で
な
く
、

乱
歩
の
「
押
し
絵
と
旅
す
る
男
」（『
新
青
年
』、
一
九
二
九
年
六
月
）
で
描
か

れ
る
蜃
気
楼
に
も
、「
ぼ
や
け
が
ち
で
、
い
か
に
も
幻
を
想
わ
せ
る
）
14
（

」
幻
燈
の

イ
メ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
と
し
た
が
、
こ
う
し
た
写
真
や
幻
燈
に
関
す
る
卓
見
は

「
蘆
刈
」
を
分
析
す
る
上
で
も
大
い
に
重
要
と
な
る
。

　
「
蘆
刈
」
で
は
、「
男
」
が
抱
く
お
遊
さ
ん
像
は
主
に
慎
之
助
や
叔
母
か
ら
伝

え
聞
い
た
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
非
常
に
曖

昧
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
他
者
の
叙
述
を
通
し
て
「
男
」
の
内
に
展
開
さ
れ
る

想
像
は
不
明
瞭
な
写
真
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、「
春
琴
抄
」
で

も
「
読
者
」
が
「
私
」
の
言
説
に
よ
っ
て
思
い
描
く
春
琴
の
イ
メ
ー
ジ
が
写
真

と
重
ね
ら
れ
て
い
た
）
15
（

。

　

一
方
、
谷
崎
は
「
秘
密
」（『
中
央
公
論
』、
一
九
一
一
年
一
一
月
）
や
「
柳

湯
の
事
件
」（『
中
外
』、
一
九
一
八
年
一
〇
月
）
で
霞
が
か
っ
た
光
景
や
曖
昧

な
意
識
の
表
象
に
幻
燈
特
有
の
朧
気
な
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
お
り
、
後
期
の
作

品
で
あ
る
「
少
将
滋
幹
の
母
」（『
毎
日
新
聞
』、
一
九
四
九
年
一
一
月
一
六
日

│
一
九
五
〇
年
二
月
九
日
）
で
も
、
滋
幹
が
「
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
）
16
（

」
に
よ
っ
て

理
想
化
し
た
母
親
と
再
会
す
る
場
面
で
は
幻
燈
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
魔
術
師　

A
 Poem

 in Prose

」（『
新
小
説
』、
一
九
一
七
年
一
月
）
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（
以
下
「
魔
術
師
」
と
表
記
）
に
お
い
て
は
、
幻
燈
が
注
目
す
べ
き
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
作
中
で
は
、
登
場
人
物
の
「
私
」
が
恋
人
の
女
性
か
ら
と
あ
る
公
園

で
上
映
さ
れ
て
い
る
活
動
写
真
の
話
を
聞
く
の
だ
が
、
そ
の
場
面
で
は
恋
人
の

「
挑
発
的
な
巧
妙
な
舒
述
」
に
よ
っ
て
、「
其
れ
等
の
幻
燈
の
数
々
」
は
「
私
の

心
の
壁
の
面
に
、
妄
想
と
も
つ
か
ず
写
真
と
も
つ
か
ず
、
折
々
朦
朧
と
浮
か
び

上
つ
て
私
の
注
視
を
促
す
）
17
（

」
と
語
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、「
魔
術
師
」
で
は
他

者
の
「
舒
述
」
を
介
し
て
生
成
さ
れ
る
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
、「
映
画
」（
活

動
写
真
）
や
「
写
真
」
で
は
な
く
「
幻
燈
」
と
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
「
魔
術
師
」
と
比
較
し
た
際
、「
蘆
刈
」
に
は
鈴
木
が
指
摘
し
た
点
と
は
別

の
新
た
な

0

0

0

「
写
真
の
幻
燈
効
果

0

0

0

0

0

0

0

」
が
見
ら
れ
る
の
だ
。

　
「
蘆
刈
」
で
は
幻
燈
へ
の
直
接
的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
谷
崎

の
作
品
に
お
い
て
朦
朧
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
幻
燈
が
、
景
色
や
記
憶
、
そ

し
て
他
者
の
言
説
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
心
象
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
も

度
々
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
幻
燈
的
効

果
を
持
つ
写
真
が
扱
わ
れ
て
い
る
以
上
、「
蘆
刈
」
と
幻
燈
と
い
う
光
学
機
器
・

装
置
と
の
関
連
に
よ
り
一
層
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
日
本
に
お
け
る
幻
燈
の
流
行
に
着
目
す
る
と
、
日
清
戦
争
後
映
画

（
活
動
写
真
）
の
登
場
に
よ
っ
て
幻
燈
は
一
度
衰
退
し
て
お
り
、
佐
藤
春
夫
の

短
篇
集
『
幻
燈
』（
新
潮
社
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
）
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
は

し
が
き
」
な
ど
か
ら
は
、「
今
ど
き
は
も
う
忘
れ
ら
れ
た
」
幻
燈
に
対
す
る
懐

古
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
）
18
（

。
鷲
谷
花
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
一

年
に
文
部
省
は
教
育
現
場
に
お
け
る
幻
燈
の
利
用
再
開
を
表
明
し
、
戦
時
体
制

へ
の
移
行
に
伴
っ
て
国
策
宣
伝
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
幻
燈
が
復
活
し
た
）
19
（

。
つ
ま

り
、「
蘆
刈
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
は
、
ま
だ
幻
燈

が
谷
崎
を
含
め
同
時
代
の
人
々
に
懐
か
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
幻
燈
に
は
他
の
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
は
異
な
る
様
々
な
特
徴
が
あ

る
の
だ
が
、
次
節
か
ら
は
こ
う
し
た
幻
燈
特
有
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
な
が
ら
、

「
蘆
刈
」
の
中
に
つ
く
り
出
さ
れ
る
〈
異
界
〉
の
表
象
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的

に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
．
水
面
の
月

　

前
節
で
は
写
真
と
の
関
連
か
ら
「
蘆
刈
」
に
お
け
る
幻
燈
の
重
要
性
を
論
じ

た
が
、
こ
こ
か
ら
は
先
に
触
れ
な
か
っ
た
幻
燈
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
投
影
像

の
形
に
着
目
し
て
分
析
を
行
う
。
そ
の
上
で
ま
ず
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
の

は
、
登
場
人
物
の
視
線
の
問
題
で
あ
る
。
作
中
で
「
増
鏡
」
に
描
か
れ
る
水
無

瀬
の
宮
の
跡
地
を
六
時
頃
に
離
れ
、
夕
餉
を
済
ま
せ
た
「
わ
た
し
」
は
月
を
見

る
た
め
渡
船
に
乗
り
橋
本
へ
と
移
動
す
る
。
そ
の
道
中
で
中
州
に
到
着
し
た

「
わ
た
し
」
の
目
は
「
ま
だ
何
処
や
ら
に
夕
ば
え
の
色
が
残
つ
て
ゐ
る
中
空
」

に
昇
っ
た
満
月
を
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
蘆
の
生
え
て
い
る
汀
近
く

に
蹲
っ
た
「
わ
た
し
」
は
「
川
は
い
つ
の
ま
に
か
潤
ほ
ひ
の
あ
る
あ
を
い
光
り

に
包
ま
れ
て
、
さ
つ
き
、
ゆ
ふ
が
た
の
あ
か
り
の
下
で
見
た
よ
り
も
ひ
ろ
〴
〵

と
し
て
ゐ
る
」
と
そ
の
視
線
を
川
へ
と
向
け
る
。
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「
わ
た
し
」
の
目
的
は
当
初
か
ら
淀
川
つ
ま
り
は
水
辺
で
月
を
見
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
よ
っ
て
、「
男
」
が
あ
ら
わ
れ
る
際
に
も
、
大
江
匡
房
の
「
遊
女
記
」

に
記
さ
れ
て
い
る
「
遊
女
」
や
「
撰
集
抄
」
で
描
か
れ
る
「
江
口
桂
本
」
の
遊

女
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、「
わ
た
し
」
は
「
冴
え
わ
た
る
月
の
ひ
か
り
の
下

を
音
も
な
く
な
が
れ
て
ゆ
く
淋
し
い
水
の
面
を
み
つ
め
」
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
わ
た
し
」
は
月
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
川
に
映
る
そ
の
像
を
眺
め
て
い
た
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
特
記
す
べ
き
な
の
は
「
わ
た
し
」
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
「
男
」

や
「
男
」
の
話
に
登
場
す
る
慎
之
助
も
ま
た
、
水
辺
で
月
を
見
て
い
る
点
だ
ろ

う
。「
男
」
は
ま
だ
「
七
つ
か
八
つ
」
で
あ
っ
た
幼
い
と
き
、
慎
之
助
に
連
れ

ら
れ
て
お
遊
さ
ん
が
住
む
巨
椋
池
近
く
の
屋
敷
で
行
わ
れ
て
い
た
月
見
の
宴
の

様
子
を
覗
き
見
て
い
た
。

さ
れ
ば
で
ご
ざ
り
ま
す
、
と
き
〴
〵
父
は
つ
ゝ
み
の
う
へ
に
立
ち
ど
ま
つ

て
じ
つ
と
池
の
お
も
て
を
み
つ
め
て
、
坊
よ
、
よ
い
け
し
き
で
あ
ら
う
と

申
し
ま
す
の
で
子
供
ご
ゝ
ろ
に
も
な
る
ほ
ど
よ
い
け
し
き
だ
な
あ
と
思
つ

て
か
ん
し
ん
し
な
が
ら
つ
い
て
参
り
ま
す
と
、
と
あ
る
大
家
の
別
荘
の
や

う
な
邸
の
ま
へ
を
通
り
ま
し
た
ら
琴
や
三
味
線
や
胡
弓
の
お
と
が
奥
ぶ
か

い
木
々
の
あ
ひ
だ
か
ら
洩
れ
て
ま
ゐ
る
の
で
ご
ざ
り
ま
し
た

　

慎
之
助
、「
男
」
は
と
も
に
お
遊
さ
ん
の
屋
敷
へ
と
向
か
う
途
中
で
巨
椋
池

の
水
面
に
映
る
月
を
眺
め
て
お
り
、「
男
」
は
お
遊
さ
ん
の
屋
敷
で
も
「
泉
水

の
お
も
て
に
は
月
が
あ
か
る
く
照
つ
て
ゐ
ま
し
て
汀
に
一
艘
の
舟
が
つ
な
い
で

あ
り
ま
し
た
」
と
「
巨
椋
の
池
の
水
を
み
ち
び
い
た
」
庭
の
泉
に
視
線
を
向
け

て
い
る
。
こ
う
し
て
水
面
に
映
し
出
さ
れ
た
月
を
目
に
し
た
慎
之
助
や
「
男
」

の
前
に
お
遊
さ
ん
は
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。

　
「
男
」
の
話
の
中
で
、
慎
之
助
と
お
遊
さ
ん
が
出
会
っ
た
年
は
「
明
治
初
年
」

と
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、「
明
治
初
年
」
と
は
幻
燈
が
再
渡
来
し

た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
既
に
塩
崎
文
雄
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
わ

た
し
」
が
水
無
瀬
を
訪
れ
る
際
の
交
通
手
段
と
し
て
用
い
た
「
新
京
阪
」
の
全

線
開
通
は
一
九
二
八
年
一
一
月
か
ら
で
あ
っ
た
た
め
、「
わ
た
し
」
が
水
無
瀬

を
訪
れ
た
「
あ
る
と
し
」
と
は
一
九
二
九
年
以
降
と
言
え
る
）
20
（

。

　

作
中
で
「
男
」
は
「
よ
は
ひ
五
十
近
く
」
で
あ
っ
た
「
わ
た
し
」
と
「
同
年

輩
ぐ
ら
ゐ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
仮
に
一
九
二
九
年
の
時
点
で
五
〇
歳

だ
っ
た
と
し
て
も
、「
男
」
が
初
め
て
慎
之
助
と
と
も
に
お
遊
さ
ん
の
屋
敷
へ

と
向
か
っ
た
の
は
一
八
八
六
年
、
一
八
八
七
年
と
な
る
。
一
八
八
五
年
に
は
第

一
回
日
本
教
育
幻
燈
会
が
東
京
浅
草
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
一
八
八
〇
年
代
後

半
か
ら
は
全
国
各
地
の
学
校
や
教
育
会
で
教
育
幻
燈
会
が
催
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
な
お
、
谷
崎
が
日
本
橋
の
坂
本
尋
常
小
学
校
へ
と
入
学
し
た
の

は
一
八
九
二
年
九
月
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
男
」
が
「
七
つ
か
八
つ
」
で
あ
っ
た
頃
は
幻
燈
が
教
育
的
な
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
普
及
し
て
い
く
時
期
と
重
な
る
わ
け
だ
が
、
同
時
代
に
は
井
上

探
景
「
学
校
技
芸
寿
語
録
」（
一
八
八
七
年
）
や
三
代
歌
川
広
重
図
、
鶴
淵
初

蔵
原
案
「
教
育
必
用
幻
燈
振
分
双
六
」（
一
八
八
九
年
）
な
ど
、
幻
燈
が
教
育

現
場
で
用
い
ら
れ
る
様
子
が
盛
ん
に
描
か
れ
て
い
る
）
21
（

。
こ
れ
ら
の
絵
に
共
通
す
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る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
幻
燈
の
ス
ラ
イ
ド
や
投
影
像
が
満

月
の
よ
う
な
円
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
点
だ
。

　

西
洋
の
幻
燈
機
や
写
し
絵
の
投
影
像
も
し
ば
し
ば
円
形
で
表
現
さ
れ
て
き
た

が
、「
蘆
刈
」
が
発
表
さ
れ
る
以
前
か
ら
幻
燈
と
月
は
、芥
川
龍
之
介
の
「
少
年
」

（『
中
央
公
論
』、
一
九
二
四
年
四
月
│
五
月
）
や
宮
沢
賢
治
の
「
雪
渡
り
」（『
愛

国
婦
人
』、
一
九
二
一
年
一
二
月
│
一
九
二
二
月
一
月
）
と
い
っ
た
作
品
で
互

い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
特
に
「
少
年
」
で
は
、「
柔
か
に
黄
ば
ん
だ
光

り
の
円
は
成
程
月
に
似
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
）
22
（

」
と
幻
燈
の
投
影
像
が
月
に
重

ね
ら
れ
て
い
る
。

　
「
蘆
刈
」
に
話
を
戻
す
と
、「
男
」
と
慎
之
助
の
覗
き
見
は
「
わ
た
し
」
が
淀

川
へ
月
見
に
向
か
っ
た
日
と
同
様
、
決
ま
っ
て
十
五
夜
の
日
、
つ
ま
り
満
月
が

出
る
日
に
毎
年
繰
り
返
さ
れ
た
。
北
野
恒
富
が
口
絵
と
挿
絵
を
担
当
し
た
自
筆

本
『
あ
し
か
里
』（
創
元
社
、
一
九
三
三
年
四
月
）
を
見
て
み
る
と
、
五
つ
の

挿
絵
の
う
ち
一
枚
は
慎
之
助
と
「
男
」
に
よ
る
覗
き
見
の
絵
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
挿
絵
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
お
遊
さ
ん
の
屋
敷
を
流
れ
る
泉
で
あ

り
、
泉
の
中
心
に
描
か
れ
た
の
は
円
い
月
の
投
影
像
で
あ
っ
た
）
23
（

。
要
す
る
に
、

「
男
」
や
慎
之
助
、
そ
し
て
「
わ
た
し
」
が
見
た
、
泉
・
池
・
川
に
映
る
満
月

の
影
像
は
、
そ
の
ま
ま
幻
燈
の
投
影
像
と
重
な
る
。
そ
し
て
、
幻
燈
の
構
造
に

即
し
て
考
え
た
と
き
、「
蘆
刈
」
に
お
い
て
月
は
光
源
と
し
て
「
わ
た
し
」・

「
男
」・
慎
之
助
を
照
ら
す
と
同
時
に
、
川
や
池
と
い
っ
た
ス
ク
リ
ー
ン
に
円
い

像
を
映
し
、
三
者
は
そ
の
像
を
見
る
観
客
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
の
は
次
に
示
す
大
久

保
遼
の
指
摘
で
あ
る
。
大
久
保
は
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
か
ら
拡
が
っ
た
教
育

幻
燈
会
に
お
い
て
「
幻
燈
は
、装
置
の
配
置
や
空
間
構
成
、説
明
者
の
声
に
よ
っ

て
、
と
き
に
は
細
竿
で
の
指
示
に
よ
っ
て
、
注
目
す
べ
き
細
部
へ
と
見
る
者
の

注
意
を
誘
導
し
て
い
っ
た
）
24
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
大
久
保
は
教
育
幻
燈
会
と
は
異

な
り
、
日
清
戦
争
時
の
幻
燈
会
で
は
観
客
が
た
だ
映
像
を
見
る
の
で
は
な
く
拍

手
を
送
る
な
ど
積
極
的
に
身
体
的
な
参
与
を
行
っ
て
い
た
点
に
も
言
及
し
て
い

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
活
動
写
真
や
写
し
絵
と
同
様
、
幻
燈
に
お
い
て
説
明

者
や
弁
士
の
語
り
は
観
客
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。

　

水
面
に
映
っ
た
月
の
投
影
像
を
指
し
、
ま
た
そ
の
水
上
で
宴
を
行
う
お
遊
さ

ん
に
つ
い
て
「
男
」
に
語
る
慎
之
助
は
、
ま
さ
に
説
明
者
や
弁
士
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
男
」
も
ま
た
「
わ
た
し
」
の
前
で
は
「
わ
た
し
」

を
「
追
憶
の
世
界
」
へ
と
引
き
入
れ
る
説
明
者
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
慎
之
助
の
場
合
は
「
男
」、「
男
」
の
場
合
は
「
わ
た
し
」
と
い
っ
た
よ
う

に
、
語
り
手
＝
説
明
者
で
あ
る
慎
之
助
・「
男
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
聴
き
手

＝
観
客
を
相
手
に
し
て
い
た
点
を
鑑
み
れ
ば
、
登
場
人
物
達
が
置
か
れ
て
い
る

空
間
は
右
記
の
幻
燈
会
の
よ
う
な
公
的
な
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
「
私
的
な
空

間
」
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
．〈
異
界
〉
の
表
象

　

こ
こ
ま
で
登
場
人
物
の
視
線
に
注
目
し
つ
つ
、
満
月
と
重
ね
ら
れ
る
幻
燈
の

投
影
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
「
蘆
刈
」
と
幻
燈
の
構
造
や
映
写
空
間
と
の
関
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連
を
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
登
場
人
物
が
見
つ
め
る
月
の

影
像
と
は
一
体
何
を
映
し
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
節
で
は
幻
燈
が
他
者
の
言
説
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
る
心
象
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
と
し
て
機
能
す
る
点
に
触
れ
た
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ル
ミ
ネ
ー
ル
は
「
想
像

力
の
産
物
）
25
（

」
で
あ
る
絵
そ
の
も
の
が
ス
ラ
イ
ド
と
な
る
幻
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン

燈
機
は
、
人
の
想

像
を
投
影
す
る
装
置
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
日
本
の
幻
燈
に
関
し
て
も
、
草
原

真
知
子
は
明
治
を
代
表
す
る
錦
絵
作
家
の
一
人
で
あ
る
楊
州
周
延
の
「
幻
燈
写

心
競
」（
一
八
九
〇
年
│
一
八
九
一
年
）
に
お
い
て
、
女
性
の
願
望
や
想
像
を

幻
燈
の
投
影
像
に
見
立
て
た
円
の
中
に
描
き
出
す
手
法
・
構
図
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
）
26
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
「
わ
た
し
」
と
「
男
」
が
出
会
っ
た
場
面
を
見
て
み

る
と
、
二
人
は
共
通
し
て
「
過
ぎ
去
つ
た
世
の
ま
ぼ
ろ
し
」
を
追
い
求
め
て
い

た
。

此
の
月
に
対
し
て
わ
た
し
の
眼
前
に
は
う
ふ
つ
と
現
れ
て
く
る
も
の
は
何

よ
り
も
そ
の
女
ど
も
の
ま
ぼ
ろ
し
な
の
で
す
、
わ
た
し
は
さ
つ
き
か
ら
そ

の
ま
ぼ
ろ
し
を
追
ふ
こ
ゝ
ろ
を
歌
に
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
の
で
す
け
れ
ど

う
ま
い
ぐ
あ
ひ
に
纏
ま
ら
な
い
の
で
困
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。
さ
れ
ば
、
誰

し
も
人
の
お
も
ふ
と
こ
ろ
は
似
た
や
う
な
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
な
と
そ
の

男
は
感
に
堪
へ
た
や
う
に
い
つ
て
、
い
ま
わ
た
く
し
も
そ
れ
と
同
じ
や
う

な
こ
と
を
か
ん
が
へ
て
を
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
も
ま
た
此
の
月
を
見
ま

し
て
過
ぎ
去
つ
た
世
の
ま
ぼ
ろ
し
を
ゑ
が
い
て
ゐ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
と

し
み
〴
〵
と
さ
う
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
「
男
」
は
「
わ
た
し
」
と
出
会
っ
た
日
に
も
巨
椋
池
の
屋
敷
へ
向
か
お
う
と

し
て
お
り
、「
わ
た
し
」
に
対
し
て
「
い
ま
で
も
十
五
夜
の
晩
に
あ
の
別
荘
の

う
ら
の
方
へ
ま
ゐ
り
ま
し
て
生
垣
の
あ
ひ
だ
か
ら
の
ぞ
い
て
み
ま
す
と
お
遊
さ

ん
が
琴
を
ひ
い
て
腰
元
に
舞
ひ
を
ま
は
せ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
語
る
。

し
か
し
「
わ
た
し
」
も
疑
義
を
呈
し
た
よ
う
に
、
お
遊
さ
ん
は
そ
の
時
点
で
既

に
「
八
十
ぢ
か
い
と
し
よ
り
」
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
「
男
」
の

主
張
に
は
矛
盾
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
男
」
が
思
い
描
い
て
い
た
「
過
ぎ
去

つ
た
世
の
ま
ぼ
ろ
し
」
と
は
既
に
こ
の
世
に
は
い
な
い
お
遊
さ
ん
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
、
毎
年
巨
椋
池
の
屋
敷
を
流
れ
る
泉
を
目
に
し
た
「
男
」
の
前

に
あ
ら
わ
れ
る
お
遊
さ
ん
は
、「
男
」、
あ
る
い
は
慎
之
助
の
想
像
や
願
望
を
可

視
化
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

一
方
、
こ
の
「
男
」
は
「
遊
女
記
」、「
撰
集
抄
」、「
琵
琶
行
」
な
ど
数
々
の

古
典
作
品
か
ら
思
い
描
い
た
遊
女
、
即
ち
か
つ
て
淀
川
を
行
き
来
し
た
「
水
の

上
の
女
ど
も
」
の
幻
を
歌
に
詠
も
う
と
し
て
い
た
「
わ
た
し
」
の
前
に
あ
ら
わ

れ
た
。
そ
し
て
、
元
は
淀
川
と
連
結
し
て
い
た
巨
椋
池
の
近
く
に
住
む
お
遊
さ

ん
と
、
そ
の
お
遊
さ
ん
に
つ
い
て
「
男
」
が
語
る
物
語
は
、
ま
さ
に
「
わ
た
し
」

が
求
め
て
い
た
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
そ
の
「
ま
ぼ
ろ
し
を
追
ふ
こ
ゝ
ろ
」
を
体
現

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
後
に
「
月
の
ひ
か
り
に
溶
け
入
る
や
う
に
き
え
て
し

ま
」
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
男
」
自
身
も
実
は
「
わ
た
し
」
の
見
た
幻
で
あ
っ

た
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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大
石
直
記
は
、
月
見
へ
向
か
う
前
に
訪
れ
た
水
無
瀬
の
宮
の
跡
地
に
お
い
て

「
わ
た
し
」
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、「
増
鏡
」
の
繙
読
以
来
自
身
が
内
界

に
築
い
て
き
た
「
仮
象
と
し
て
の
《
水
無
瀬
の
宮
）
27
（

》」
だ
と
論
じ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
わ
た
し
」・「
男
」・
慎
之
助
が
見
つ
め
た
水
面
の
月
影
は
、「
わ
た

し
」
が
「
増
鏡
」
を
含
め
た
様
々
な
古
典
作
品
か
ら
得
た
複
合
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
、「
男
」
の
幻
や
、「
男
」
が
と
き
に
は
慎
之
助
と
一
緒
に
見
た
「
ま
ぼ
ろ
し
」

＝
お
遊
さ
ん
と
い
う
形
で
重
層
的
に
映
し
出
す
〈
異
界
〉
を
生
み
出
し
て
い
る

の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
説
明
者
、
弁
士
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
男
」・
慎

之
助
も
、
厳
密
に
は
〈
異
界
〉
＝
「
わ
た
し
」
の
想
像
す
る
世
界
の
存
在
で
あ

り
、
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
水
面
を
見
る
行
為
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
の
回
想
物
語

（
テ
ク
ス
ト
内
テ
ク
ス
ト
）
内
に
は
階
層
構
造
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
わ
た
し
」
が
水
面
に
映
る
月
を
最
初
に
見
た
の
は
中
州
に
到
着

し
て
か
ら
で
は
な
く
、
中
州
へ
と
向
か
う
舟
の
中
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、「
男
」
が
消
え
る
際
に
は
「
わ
た
し
」
が
中
州
に
到
着
し
た
直
後
に

目
に
し
た
汀
の
蘆
も
消
え
て
お
り
、
中
州
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
た
時
点
で
「
わ

た
し
」
は
自
身
の
想
像
す
る
世
界
、
即
ち
〈
異
界
〉
へ
と
入
り
込
ん
で
い
た
か

ら
だ
。
さ
ら
に
、
山
崎
か
ら
水
無
瀬
の
宮
の
跡
地
へ
と
向
か
う
道
中
で
、「
わ

た
し
」
は
「
信
長
記
」
な
ど
の
古
典
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
「
こ
の
淀
川
の
き

し
を
ぬ
つ
て
す
ゝ
む
か
い
だ
う
は
舟
行
に
は
便
利
だ
つ
た
で
あ
ら
う
が
蘆
荻
の

お
ひ
し
げ
る
入
り
江
や
沼
地
が
多
く
つ
て
く
が
ぢ
の
旅
に
は
ふ
む
き
で
あ
つ
た

か
も
知
れ
な
い
」
と
既
に
淀
川
舟
行
や
水
辺
に
生
い
茂
る
蘆
を
連
想
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
翳
（
影
）
や
鏡
だ
け
で
な
く
、
江
戸
時
代
に
普
及
し
た
写
し
絵
や

覗
き
か
ら
く
り
、
そ
し
て
写
真
な
ど
も
ま
た
人
の
心
を
映
し
出
す
メ
デ
ィ
ア
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
特
に
、「
蘆
刈
」
で
は
「
男
」
や
慎
之
助
だ
け
で
な
く
、

「
わ
た
し
」
も
度
々
何
か
を
覗
き
込
む
行
動
を
取
っ
て
い
る
。
水
無
瀬
を
訪
れ

る
際
に
は
、
写
し
絵
や
覗
き
か
ら
く
り
で
も
題
材
と
さ
れ
て
き
た
「
仮
名
手
本

忠
臣
蔵
」
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、「
わ
た
し
」
は
「
旧
幕
の
世
の
空
気
が
く

ら
い
庇
の
か
げ
に
た
ゞ
よ
つ
て
ゐ
る
や
う
な
家
作
り
」
を
覗
い
て
歩
い
て
お
り
、

「
男
」
の
容
貌
を
確
か
め
よ
う
と
、
そ
の
顔
を
覗
き
込
む
場
面
も
存
在
す
る
。

従
っ
て
、
三
者
が
取
っ
た
行
動
は
、
幻
燈
に
限
ら
ず
と
も
覗
き
か
ら
く
り
な
ど

を
見
る
行
為
と
も
重
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
28
（

。

　

し
か
し
、「
わ
た
し
」
あ
る
い
は
そ
の
分
身
と
も
言
え
る
「
男
」
や
慎
之
助

の
想
像
、
願
望
を
可
視
化
す
る
月
の
投
影
像
が
円
形
で
あ
る
と
こ
ろ
や
、
第
二

節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
「
男
」
が
思
い
描
く
お
遊
さ
ん
像
と
対
応
す
る
朦
朧
と

し
た
写
真
の
お
遊
さ
ん
が
ぼ
や
け
た
「
円
い
か
ほ
だ
ち

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
・
筆
者
）
を

し
て
い
る
点
は
、
ま
さ
に
「
蘆
刈
」
に
お
い
て
幻
燈
的
イ
メ
ー
ジ
が
重
視
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
。

　

そ
し
て
、「
男
」
や
慎
之
助
は
「
わ
た
し
」
の
想
像
の
一
部
で
あ
る
た
め
、

「
男
」
の
内
に
存
在
す
る
お
遊
さ
ん
は
、
他
者
で
あ
り
分
身
で
も
あ
る
慎
之
助

の
言
説
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
も
言
え
る
が
、「
わ
た
し
」
自
身
も
古
典

と
い
う
他
者
の
言
説

0

0

0

0

0

を
介
し
て
想
像
の
世
界
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
の
は
確
か

で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
男
」
が
月
見
の
宴
を
行
う
お
遊
さ
ん
の
顔
を
明
確
に
捉

え
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、「
わ
た
し
」
は
自
身
が
思
い
描
く
女
性
の
像
が
あ
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ま
り
に
も
曖
昧
で
あ
る
故
に
、
歌
と
い
う
形
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
ず
に
い

た
。
幻
で
あ
る
「
男
」
に
つ
い
て
も
、「
わ
た
し
」
は
「
ま
ぶ
か
に
被
つ
て
ゐ

る
鳥
打
帽
子
の
ひ
さ
し
が
顔
の
上
へ
蔭
を
つ
く
つ
て
ゐ
る
」
た
め
に
、
そ
の
顔

が
月
明
か
り
で
は
確
か
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
男
」
だ
け

で
な
く
「
わ
た
し
」
の
見
た
幻
に
関
し
て
も
、
そ
の
特
徴
は
先
に
確
認
し
た
「
魔

術
師
」
に
お
け
る
幻
燈
の
イ
メ
ー
ジ
や
機
能
と
符
号
す
る
の
だ
。

　

ま
た
、
岡
室
美
奈
子
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
西
洋
の
幻
燈
劇
で
あ
る
フ
ァ
ン

タ
ス
マ
ゴ
リ
ア
や
江
戸
時
代
の
写
し
絵
と
同
様
、
教
育
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
明
治
期
の
幻
燈
も
し
ば
し
ば
死
者
や
幽
霊
を
映
し
出
す
装
置
と
し

て
用
い
ら
れ
た
。
要
す
る
に
幻
燈
は
歴
史
的
に
見
て
も
、「「
い
ま
・
こ
こ
」
に

不
在
の
何
も
の
か
を
可
視
化
し
、
現
実
を
異
化
す
る
）
29
（

」
機
能
に
特
化
し
た
メ

デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、「
わ
た
し
」
や
「
男
」
が
訪
れ
る
淀
川
、

巨
椋
池
が
一
九
二
〇
│
三
〇
年
代
に
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
踏
ま
え
る
と
非
常

に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
よ
っ
て
、
次
節
で
は
テ
ク
ス
ト
の
同
時
代
性
を
軸
に

未
だ
詳
し
く
論
じ
て
い
な
か
っ
た
幻
燈
の
特
徴
と
〈
異
界
〉
の
関
係
に
焦
点
を

当
て
、
映
画
と
異
な
る
幻
燈
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、

谷
崎
が
幻
燈
と
い
う
光
学
装
置
を
生
み
出
し
た
「
近
代
」
と
ど
の
よ
う
に
向
き

合
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

五
．
近
代
へ
の
眼
差
し

　
『
淀
川
百
年
史
』（
建
設
省
近
畿
地
方
建
設
局
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
）
に
よ

れ
ば
、
一
九
一
八
年
以
降
の
淀
川
改
修
増
補
工
事
に
伴
い
、
一
九
二
〇
年
代
か

ら
中
州
で
は
大
規
模
な
工
事
が
行
わ
れ
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
「
幅
三
六
ｍ
、

延
長
二
〇
一
〇
ｍ
）
30
（

」
の
背
割
堤
が
築
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
巨
椋
池
は
一
九
一

三
年
に
干
拓
期
成
同
盟
会
が
組
織
さ
れ
る
と
、
一
九
三
二
年
二
月
に
は
干
拓
工

事
の
最
終
決
定
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
一
九
〇
七
年
の
淀
川
第
一

期
改
修
工
事
が
大
き
く
関
係
し
て
お
り
、
第
一
期
改
修
工
事
に
よ
っ
て
巨
椋
池

は
淀
川
と
絶
縁
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
か
つ
て
の
自
然
は
失
わ
れ
マ
ラ
リ
ヤ
が
流

行
す
る
な
ど
「
無
用
有
害
に
近
い
存
在
）
31
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」
と
な
っ
て
い
た
。「
蘆
刈
」
で
は
こ

れ
ら
の
問
題
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
わ
た
し
」
や
「
男
」

が
訪
れ
る
中
州
、
巨
椋
池
、
淀
川
は
実
際
に
は
急
速
な
近
代
化
を
迎
え
て
お
り
、

そ
の
景
観
も
著
し
く
損
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、「
わ
た
し
」
が
中
州
に
お
い
て
様
々
な
古
典
作
品
で
描
か
れ
る
水

辺
の
遊
女
達
の
幻
を
思
い
描
き
、
お
遊
さ
ん
を
思
慕
す
る
「
男
」
の
幻
を
見
た

の
は
、
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
中
州
・
淀
川
・
巨
椋
池
の
光
景
を
そ
の
場
所

に
存
在
し
て
い
た
女
性
達
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
補
完
し
な
が
ら
、
美
化
・
復

活
さ
せ
る
行
為
で
も
あ
っ
た
）
32
（

。
つ
ま
り
、「
蘆
刈
」
に
お
い
て
「
わ
た
し
」
は
、

古
典
作
品
に
よ
っ
て
自
己
の
内
に
生
ま
れ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
過
去
の

中
州
・
淀
川
・
巨
椋
池
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
見
え
る
景
色
と
い
う
「
不
在
の

も
の
」
を
水
面
上
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
蘆
刈
」
に
お
け
る
幻
燈
的
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
す
る
上
で
最
も
重

要
な
の
は
、
第
二
節
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、「
蘆
刈
」
が
発
表
さ
れ
た
当
時

幻
燈
が
子
供
の
頃
の
記
憶
と
結
び
つ
く
懐
か
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
認
識
さ
れ
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て
い
た
点
だ
。
特
に
乱
歩
な
ど
が
親
し
ん
だ
家
庭
用
の
幻
燈
に
関
し
て
、
宇
野

浩
二
の
「
夢
見
る
部
屋
」（『
中
央
公
論
』、
一
九
二
二
年
四
月
）
で
は
、
そ
の

機
械
を
子
ど
も
同
士
で
見
せ
合
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
人
で
「
白
壁
か
、

障
子
か
、
白
い
布
」
に
像
を
映
し
、「
何
と
も
い
へ
ぬ
愉
快
さ
と
、
安
心
さ
と
、

さ
う
し
て
秘
密
な
気
分
と
を
楽
し
ん
だ
）
33
（

」
と
語
ら
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
幻
燈
は
映
画
（
活
動
写
真
）
と
は
異
な
り
、
大
勢
の
前
で
上
映

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
閉
ざ
さ
れ
た
私
的
な
映
写
空
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
も
生
み
出
す
装
置
と

し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
第
三
節
の
末
尾
で
も
お
遊
さ
ん
の
話
の
語
り
手
、

あ
る
い
は
聴
き
手
で
あ
っ
た
登
場
人
物
達
が
置
か
れ
て
い
た
「
私
的
な
空
間
」

に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
え
て
く
る
こ
う
し
た

幻
燈
特
有
の
イ
メ
ー
ジ
や
映
像
メ
デ
ィ
ア
間
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
古
典
に

通
じ
る
想
像
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
、
過
去
の
風
景
を
「
追
懐
」
す
る
「
わ
た

し
」、
あ
る
い
は
「
わ
た
し
」
の
「
影
法
師
」
で
あ
る
「
男
」・
慎
之
助
に
限
ら

ず
、
古
典
に
回
帰
し
た
谷
崎
自
身
の
懐
古
的
な
性
質
・
性
格
と
も
親
和
性
を
持

つ
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
幻
燈
の
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
扱
っ
て
き
た
が
、
そ
の
投
影
像
が
水

面
に
映
る
月
と
重
な
る
な
ら
ば
、
月
そ
の
も
の
も
ま
た
「
蘆
刈
」
に
お
い
て
は

一
つ
の
光
学
機
器
・
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で

は
最
後
に
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
も
そ
も
月
は
太
陽
を
反
射
す
る
鏡
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
ユ
ル
ギ
ス
・
バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
は
、

「
月
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
こ
ぼ
こ
し
て
い
て
、
そ
の
で
こ
ぼ
こ
が
互
い
に
結
ば

れ
た
映
像
の
網
を
構
成
し
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
鏡
同
士
の
戯
れ
の
よ
う
に
わ
れ

わ
れ
の
目
に
映
る
）
34
（

」
と
語
る
。「
蘆
刈
」
で
は
、
円
い
月
の
影
像
に
映
し
出
さ

れ
る
「
わ
た
し
」
の
想
像
は
様
々
な
古
典
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、
古
典
と
い
う
鏡
が
互
い
に
反
射
し
合
い
、「
わ
た
し
」
の
目
の

前
に
一
つ
の
像
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
の
だ
。
同
様
に
テ
ク
ス
ト
と
い
う
面
に

お
い
て
も
古
典
は
鏡
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

三
瓶
達
司
は
「
大
和
物
語
」
の
一
四
八
段
に
見
ら
れ
る
蘆
刈
説
話
を
「
蘆
刈
」

の
原
型
と
し
て
い
る
が
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
あ
る
「
君
な
く
て
あ
し
か
り
け
り
と

思
ふ
に
も
／
い
と
ゝ
難
波
の
う
ら
は
す
み
う
き
」
と
い
う
「
大
和
物
語
」
に
も

登
場
す
る
和
歌
は
、
後
に
「
男
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
慎
之
助
と
お
遊
さ
ん
の

離
別
を
暗
示
し
て
い
た
。
ま
た
、「
わ
た
し
」
が
水
無
瀬
を
訪
れ
る
き
っ
か
け

と
な
る
「
増
鏡
」
も
、
作
中
の
筆
者
が
嵯
峨
の
清
凉
寺
へ
参
詣
し
た
際
に
出

会
っ
た
一
人
の
老
尼
か
ら
一
五
〇
年
間
の
出
来
事
を
聞
く
形
式
で
書
か
れ
て
い

る
点
で
、「
わ
た
し
」
と
「
男
」
の
出
会
い
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、「
わ
た
し
」
が
中
州
で
思
い
浮
か
べ
た
蘇
軾
の
「
赤
壁
の
賦
」
を

見
て
み
る
と
、
一
〇
八
二
年
一
〇
月
に
蘇
軾
が
再
び
赤
壁
を
訪
れ
た
際
に
つ
く

ら
れ
た
「
後
赤
壁
の
賦
」
で
は
、「
私
」
が
一
人
の
道
士
の
夢
を
見
て
お
り
、「
羽

衣
」
を
ま
と
う
そ
の
道
士
は
最
後
に
「
開p

戸
視p

之
、
不p

見w

其
処
）
35
（

q

」
と
姿

を
消
す
。
つ
ま
り
、「
蘆
刈
」
で
は
古
典
作
品
が
物
語
全
体
の
内
容
や
展
開
を

「
微
視
的
）
36
（

」
に
示
す
鏡
と
な
っ
て
お
り
、
互
い
に
反
射
し
合
い
な
が
ら
テ
ク
ス

ト
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

高
山
宏
は
、
世
界
を
一
つ
の
絵
の
よ
う
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
近
代
的
な
視

の
様
式
に
よ
っ
て
自
己
の
内
に
抱
え
る
衝
動
や
内
面
風
景
を
異
化
し
、
他
者
・
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対
象
と
し
て
対
峙
し
よ
う
と
す
る
文
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
一
八
世
紀
に
誕
生

し
た
西
洋
の
幻
燈
機
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
）
37
（

。
し
か
し
、「
蘆
刈
」

は
こ
う
し
た
近
代
の
視
覚
文
化
に
根
ざ
し
つ
つ
も
、
無
数
の
古
典
＝
鏡
に
よ
っ

て
照
ら
さ
れ
、
攪
乱
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
も
は
や
一
つ
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し

て
し
ま
う
。
古
典
作
品
を
あ
く
ま
で
も
物
語
内
容
を
「
暗
示
」
す
る
形
で
取
り

入
れ
、
様
々
な
人
物
の
言
説
を
も
内
包
し
つ
つ
進
め
ら
れ
て
い
く
語
り
は
、
ま

さ
に
近
代
的
な
視
の
様
式
を
支
え
る
、
見
る
行
為
の
不
可
能
性
を
も
暴
き
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

六
．
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
谷
崎
の
作
品
に
お
け
る
幻
燈
の
問
題
を

精
査
し
な
が
ら
、「
蘆
刈
」
に
お
け
る
〈
異
界
〉
の
表
象
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

こ
の
〈
異
界
〉
と
は
、「
わ
た
し
」
自
身
の
想
像
・
内
面
が
投
影
さ
れ
た
水
面

上
の
世
界
を
指
し
、
古
典
作
品
で
描
か
れ
る
女
性
達
の
イ
メ
ー
ジ
と
理
想
化
さ

れ
た
淀
川
な
ど
の
光
景
が
重
層
的
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
他
者
の

言
説
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
想
像
や
願
望
だ
け
で
な
く
、
不
在
の
も
の
ま
で
を
朦

朧
と
し
た
円
い
像
の
中
に
表
出
さ
せ
る
幻
燈
的
イ
メ
ー
ジ
が
見
出
さ
れ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
テ
ク
ス
ト
の
同
時
代
性
に
着
目
し
た
と
き
に
見
え
て

く
る
、
私
的
な
映
写
空
間
を
生
み
出
す
懐
古
的
な
メ
デ
ィ
ア
・
装
置
と
し
て
の

幻
燈
は
、「
蘆
刈
」
の
物
語
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
目
を
閉
ざ
し
想
像
の

世
界
の
中
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
男
、
佐
助
を
描
い
た
「
春
琴
抄
」
な
ど
、

谷
崎
の
他
の
古
典
回
帰
作
品
と
も
大
い
に
共
鳴
し
合
う
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
二
年
一
二
月
六
日
付
の
中
央
公
論
社
社
長
嶋
中
雄
作
宛
書
簡
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
谷
崎
は
「
蘆
刈
」
の
発
表
後
、
一
九
三
一
年
に
堀
口
大
学

訳
で
刊
行
さ
れ
た
レ
イ
モ
ン
・
ラ
デ
ィ
ゲ
「
ド
ル
ジ
ェ
ル
伯
の
舞
踏
会
」
に
触

発
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
風
の
近
代
心
理
小
説
「
波
紋
」
の
執
筆
に
挑
ん
だ
。
し
か

し
こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
り
、
一
九
三
三
年
に
は
心
理
描
写
を
排
除
し
た

「
春
琴
抄
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
千
葉
俊
二
は
、
谷
崎
が
心
理
小
説
に
断
念
し

た
後
、
近
代
小
説
・
既
成
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
に
対
抗
し
て
登
場
人
物
の
内
面

描
写
を
排
除
し
、
内
面
の
不
可
視
化
を
目
指
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
38
（

。

　

そ
の
一
方
で
、「
蘆
刈
」
と
は
ま
さ
に
「
見
る
」
行
為
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

物
語
で
あ
り
、
古
典
回
帰
の
時
期
に
お
い
て
も
谷
崎
の
作
品
が
依
然
と
し
て
近

代
的
な
視
覚
文
化
に
依
拠
し
て
い
る
点
は
無
視
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
わ

た
し
」
自
身
を
映
す
鏡
と
し
て
「
男
」
や
慎
之
助
と
い
っ
た
人
物
や
古
典
作
品

が
登
場
す
る
だ
け
で
な
く
、「
増
鏡
」
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
古
典
が
物
語

全
体
を
照
ら
す
鏡
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
点
か
ら
は
、「
見
る
」
行
為
に
本

来
備
わ
っ
て
い
る
曖
昧
性
、
延
い
て
は
近
代
へ
の
批
評
性
を
看
取
出
来
る
の
で

あ
る
。

　

第
二
節
で
取
り
上
げ
た
「
少
将
滋
幹
の
母
」
は
、「
蘆
刈
」
と
執
筆
・
発
表

時
期
は
離
れ
て
い
る
も
の
の
、
先
行
研
究
で
は
と
も
に
母
性
思
慕
の
作
品
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、「
大
和
物
語
」
を
扱
い
、
川
の
存
在
が
重
要
と
な

る
点
も
一
致
し
て
い
る
。
特
に
父
か
ら
母
親
に
対
す
る
思
い
を
聞
か
さ
れ
た
滋

幹
は
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
形
で
父
親
と
「
一
体
化
）
39
（

」
し
て
い
た
。
こ
の
よ
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う
に
「
蘆
刈
」
に
お
け
る
慎
之
助
と
「
男
」
の
関
係
に
近
い
父
子
の
姿
が
見
ら

れ
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
本
稿
で
見
て
き
た
幻
燈
的
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う

に
踏
襲
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
化
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、「
蘆
刈
」
に
見
出
さ

れ
た
近
代
的
な
視
覚
文
化
と
そ
の
不
可
能
性
を
暴
き
出
す
語
り
は
、
そ
の
他
の

古
典
回
帰
作
品
と
如
何
な
る
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
以
上
の
問
題
に
つ
い

て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

【
注
】

（
１

）　

佐
藤
未
央
子
「
谷
崎
潤
一
郎
「
月
の
囁
き
」
考
：
映
画
を
書
く
／
読
む
行
為
の
諸
相

か
ら
」（『
同
志
社
国
文
学
』
八
三
号
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
）、
千
葉
俊
二
「「
タ
イ
プ
」

の
発
見
」（『
谷
崎
潤
一
郎　

狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』、
小
沢
書
店
、
一
九
九
四
年
六
月
）。

（
２

）　

野
崎
歓
「
映
画
的
言
語
の
実
験
│
│
「
人
面
疽
」」（『
谷
崎
潤
一
郎
と
異
国
の
言
語
』

人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）、
柴
田
希
「
谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
│
│
〈Crystalliza-

tion

〉
が
照
射
す
る
藝
術
表
象
の
煩
悶
│
│
」（『
日
本
文
学
』
六
五
巻
二
号
、
二
〇
一

六
年
二
月
）。

（
３

）　

西
野
厚
志
「
明
視
と
盲
目
、
あ
る
い
は
視
覚
の
二
種
の
混
乱
に
つ
い
て
：
谷
崎
潤
一

郎
の
プ
ラ
ト
ン
受
容
と
そ
の
映
画
的
表
現
」『
日
本
近
代
文
学
』
八
八
集
、
二
〇
一
三

年
五
月
、
七
〇
頁
。

（
４

）　

木
下
千
花
『
溝
口
健
二
論　

映
画
の
美
学
と
政
治
学
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

一
六
年
五
月
。

（
５

）　

細
江
光
「
谷
崎
文
学
の
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（『
谷
崎
潤
一
郎
│
│
深
層
の
レ
ト

リ
ッ
ク
│
│
』
第
一
編
第
二
部
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
で
は
、
一
九
二
八

年
か
ら
一
九
三
五
年
が
谷
崎
に
お
け
る
「（
イ
デ
ア
論
的
）
日
本
回
帰
の
時
代
」（
三
六

五
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
瓶
達
司
は
「
谷
崎
の
「
芦
刈
」
に
お
け
る
能
楽
的

構
成
」（『
解
釈
』
一
九
巻
七
号
、
一
九
七
三
年
七
月
）
に
お
い
て
、「
大
和
物
語
」
や

そ
の
他
の
古
典
作
品
に
含
ま
れ
る
蘆
刈
説
話
を
比
較
し
、「
夫
婦
の
間
の
し
み
じ
み
と

し
た
愛
情
」（
四
三
頁
）
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
「
大
和
物
語
」
こ
そ
、「
蘆
刈
」
の

原
型
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
、
夢
幻
能
「
江
口
」
と
の
関
連
に
も
言
及
し
た
。
さ
ら
に

辻
憲
男
「
巨
椋
池
の
月
見
：
谷
崎
潤
一
郎
「
蘆
刈
」
を
読
む
」（『
神
戸
親
和
女
子
大
学

研
究
論
叢
』、
一
九
九
九
年
二
月
）
な
ど
で
は
「
蘆
刈
」
と
「
源
氏
物
語
」（「
宇
治
十
帖
」）

が
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
６

）　

前
田
久
徳
「「
蘆
刈
」（
谷
崎
潤
一
郎
の
世
界
〈
特
集
〉）
│
│
（
作
品
の
世
界
）」『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
七
巻
二
号
、
一
九
九
二
年
二
月
、
九
〇
頁
。

（
７

）　

日
高
佳
紀
『
谷
崎
潤
一
郎
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル　

近
代
読
者
へ
の
接
近
』、
鼎
書
房
、

二
〇
一
九
年
九
月
、
二
五
九
頁
。

（
８

）　

河
野
多
恵
子
「
解
説
」（『
蘆
刈
・
卍
（
ま
ん
じ
）』、
中
公
文
庫
、
一
九
八
五
年
九
月
）、

秦
恒
平
『
谷
崎
潤
一
郎
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
一
月
）。

（
９

）　

馬
場
伸
彦
「
文
学
テ
ク
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
た
写
真
的
感
受
性
│
│
大
正
期
谷
崎
作
品

と
「
芸
術
写
真
」
に
関
す
る
一
考
察
│
│
」『
日
本
文
学
』
五
二
巻
六
号
、
二
〇
〇
三

年
六
月
、
七
二
│
七
三
頁
。

（
10
）　

谷
崎
潤
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
一
一
巻
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年

一
〇
月
、
三
九
五
頁
。

（
11
）　

鈴
木
貞
美
「〈
共
同
研
究
報
告
〉
江
戸
川
乱
歩
、
眼
の
戦
慄
：
小
説
表
現
の
ヴ
ィ
ジ
ュ

ア
リ
テ
ィ
ー
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
研
究
』
四
二
巻
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
一
九
三
頁
。

（
12
）　

写
し
絵
や
幻
燈
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
碓
井
み
ち
こ
「
写
し
絵
と
そ
の
観
客
」（
藤

木
秀
朗
編
『
観
客
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ　

日
本
映
画
史
叢
書
⑭
』、
森
話
社
、
二
〇
一
一

年
三
月
）
や
岩
本
憲
児
『
幻
燈
の
世
紀
│
│
映
画
前
夜
の
視
覚
文
化
史
』（
森
話
社
、

二
〇
〇
二
年
二
月
）
に
詳
し
い
。

（
13
）　

江
戸
川
乱
歩
「
旅
順
開
戦
館
」『
江
戸
川
乱
歩
随
筆
選
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年

一
二
月
、
二
六
頁
。

（
14
）　

鈴
木
貞
美
、
前
掲
論
文
、
一
九
一
頁
。
な
お
、
幻
燈
の
朦
朧
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、

乱
歩
の
他
に
太
宰
治
「
秋
風
記
」（『
愛
と
美
に
つ
い
て
』、
竹
村
書
房
、
一
九
三
九
年

五
月
）
や
宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」（
第
四
次
稿
）
で
も
確
認
出
来
る
。

（
15
）　
「
春
琴
抄
」
で
は
「
私
」
が
「
読
者
」
に
対
し
、「
上
述
の
説
明
を
読
ん
で
ど
う
い
ふ
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風
な
面
立
ち
を
浮
か
べ
ら
れ
た
か
恐
ら
く
物
足
り
な
い
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
を
心
に
描

か
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
仮
り
に
実
際
の
写
真
を
見
ら
れ
て
も
格
別
こ
れ
以
上
に
は
つ
き

り
分
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
か
ら
う
或
は
写
真
の
方
が
読
者
の
空
想
さ
れ
る
も
の
よ
り
も

つ
と
ぼ
や
け
て
ゐ
る
で
も
あ
ら
う
」（
谷
崎
潤
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
一
七
巻
』、

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
九
月
、
五
九
頁
）
と
語
る
。

（
16
）　

谷
崎
潤
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
二
一
巻
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年

四
月
、
一
四
二
頁
。
な
お
、「
秘
密
」
で
は
、「
私
」
が
借
り
た
浅
草
の
松
葉
町
辺
に
あ

る
真
言
宗
の
寺
の
一
間
に
つ
い
て
「
昼
過
ぎ
に
な
る
と
和
や
か
な
秋
の
日
が
、
幻
燈
の

如
く
あ
か
〳
〵
と
縁
側
の
障
子
に
燃
え
て
、
室
内
は
大
き
な
雪
洞
の
や
う
に
明
る
か
つ

た
」（
谷
崎
潤
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
一
巻
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年

五
月
、
九
二
頁
）
と
描
か
れ
る
。
ま
た
、「
柳
湯
の
事
件
」
に
お
い
て
も
「
半
分
は
夢

を
見
て
居
る
や
う
に
朦
朧
と
」
し
た
意
識
の
僕
が
町
を
歩
く
場
面
で
は
、「
自
分
の
左

右
に
騒
々
し
く
動
揺
し
て
居
る
種
々
雑
多
な
通
行
人
や
、
色
彩
や
、
音
響
や
、
光
線
な

ど
が
、
僕
の
頭
に
一
つ
も
明
瞭
な
印
象
を
止
め
な
い
で
、
た
ゞ
幻
燈
の
絵
の
や
う
に
ポ

ウ
ツ
と
霞
ん
で
通
り
過
ぎ
る
」（
谷
崎
潤
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
六
巻
』、
中
央

公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
、
九
〇
頁
）
と
表
現
さ
れ
る
。

（
17
）　

谷
崎
潤
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
四
巻
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
一

一
月
、
二
二
八
頁
。

（
18
）　

佐
藤
春
夫
『
幻
燈
』
の
「
は
し
が
き
」
で
は
、「
今
ど
き
は
も
う
忘
れ
ら
れ
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
幻
燈
を
見
た
こ
と
の
あ
る
人
は
知
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
│
│
あ
の
圓

い
小
さ
な
世
界
の
な
か
に
、
木
や
水
や
空
が
実
際
よ
り
は
一
さ
う
青
く
一
さ
う
緑
に
う

つ
し
出
さ
れ
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）　

鷲
谷
花
「
コ
ラ
ム
一
〇　

幻
灯
と
戦
後
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
」
宇
野
田
尚
哉
・
川
口

隆
行
・
坂
口
博
・
鳥
羽
耕
史
・
中
谷
い
ず
み
・
道
場
親
信
編
『「
サ
ー
ク
ル
の
時
代
」

を
読
む
│
│
戦
後
文
化
運
動
研
究
へ
の
招
待
』、
影
書
房
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
。

（
20
）　

塩
崎
文
雄
「「
蘆
刈
」
余
影
」（『
日
本
文
学
』
四
一
巻
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）
に

よ
れ
ば
、
一
九
三
一
年
に
実
際
に
行
わ
れ
た
京
都
市
の
拡
張
が
「
蘆
刈
」
で
は
「
去
年
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
わ
た
し
」
が
語
っ
て
い
る
時
点
は
一
九
三
二
年

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
京
阪
神
急
行
電
鉄
五
十
年
史
』（
京
阪
神
急
行
電

鉄
株
式
会
社
、
一
九
五
六
年
六
月
）
で
は
、「
わ
た
し
」
が
水
無
瀬
を
訪
れ
る
際
の
交

通
手
段
と
し
て
用
い
た
「
新
京
阪
」
の
全
線
開
通
は
一
九
二
八
年
一
一
月
一
日
か
ら
と

な
っ
て
い
る
。

（
21
）　
〈
図
①
〉
井
上
探
景
「
学
校
技
芸
寿
語
録
」
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物

館
編
『
幻
燈
ス
ラ
イ
ド
の
博
物
誌　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
の
考
古
学
』、

青
弓
舎
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
七
五
頁
。

（
22
）　

芥
川
龍
之
介
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
一
一
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
九
月
、

七
一
頁
。
な
お
、
宮
沢
賢
治
の
「
雪
渡
り
」
で
は
、「
狐
小
学
校
の
幻
燈
会
」
が
催
さ

れ
る
日
が
十
五
夜
の
日
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　
〈
図
②
〉
自
筆
本
『
あ
し
か
里
』、
創
元
社
、
一
九
三
三
年
四
月
。

（
24
）　

大
久
保
遼
「
明
治
期
の
幻
燈
会
に
お
け
る
知
覚
統
御
の
技
法
│
│
教
育
幻
燈
会
と
日

清
戦
争
幻
燈
会
の
空
間
と
観
客
」『
映
像
学
』
八
三
号
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、
一
八
頁
。

（
25
）　

マ
ッ
ク
ス
・
ル
ミ
ネ
ー
ル
『
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ア
│
│
光
学
と
幻
想
文
学
』
川
口

顕
弘
訳
、
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
四
年
五
月
、
一
七
頁
。

（
26
）　

草
原
真
知
子
「
旅
す
る
幻
燈
」
矢
野
未
知
生
編
『
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン　

光
と
影

の
映
像
史
』、
青
弓
社
、
二
〇
一
八
年
八
月
。
な
お
楊
州
周
延
の
「
幻
燈
写
心
競
」
に

関
し
て
は
、〈
図
③
〉
楊
州
周
延
「
幻
燈
写
心
競　

寄
席
」（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記

念
演
劇
博
物
館
編
、
前
掲
書
、
八
一
頁
）
を
参
照
。

（
27
）　

大
石
直
記
「〈
近
代
〉
的
時
間
と
の
抗
争
、
あ
る
い
は
、〈
美
的
モ
デ
ル
ネ
〉
問
題

│
│
谷
崎
潤
一
郎
「
蘆
苅
」
に
即
し
て
│
│
」『
文
學
藝
術
』
三
一
号
、
二
〇
〇
八
年

二
月
、
一
七
頁
。

（
28
）　

石
割
透
「
谷
崎
潤
一
郎
「
白
昼
鬼
語
」
│
│
〈
虚
〉
と
〈
実
〉
の
ア
ラ
ベ
ス
ク

│
│
」（『
日
本
文
学
』
四
六
巻
六
号
、
一
九
九
七
年
六
月
）
で
は
、「
白
昼
鬼
語
」（『
東

京
日
日
新
聞
』、
一
九
一
八
年
五
月
二
三
日
│
七
月
一
〇
日
／
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
夕
刊
、

一
九
一
八
年
五
月
二
三
日
│
七
月
一
一
日
）
の
登
場
人
物
「
私
」
が
殺
人
の
様
子
を
穴

か
ら
覗
き
込
む
構
図
と
、
覗
き
か
ら
く
り
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　

岡
室
美
奈
子
「
巻
頭
言　

魔
術
幻
燈
の
世
界
に
よ
う
こ
そ
」
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
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記
念
演
劇
博
物
館
編
『
幻
燈
ス
ラ
イ
ド
の
博
物
誌　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア

の
考
古
学
』、
青
弓
舎
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
一
〇
頁
。
な
お
、
明
治
期
の
幻
燈
に
つ

い
て
も
、
例
え
ば
麴
亭
主
人
の
「
写
真
鏡
」（『
都
の
花
』、
一
八
九
〇
年
三
月
）
で
は
、

教
育
幻
燈
会
に
お
い
て
「
新
発
明
の
幻
燈
│
即
ち
当
時
評
判
の
幽
霊
嬢
の
図
」（
七
三

頁
）
が
映
し
出
さ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
30
）　

淀
川
百
年
史
編
集
委
員
会
篇
編
『
淀
川
百
年
史
』、
建
設
省
近
畿
地
方
建
設
局
、
一

九
七
四
年
一
〇
月
、
五
五
〇
頁
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
算
用
数
字
は
漢
数
字
に
改
め

た
。
ま
た
、
淀
川
改
修
増
補
工
事
に
つ
い
て
は
塩
崎
文
雄
前
掲
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て

い
る
。

（
31
）　
『
巨
椋
池
干
拓
誌
』、
巨
椋
池
土
地
改
良
区
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
、
三
頁
。

（
32
）　

中
野
登
志
美
「
谷
崎
潤
一
郎
『
蘆
刈
』
論
│
│
存
廃
化
し
て
い
く
文
明
へ
の
哀
惜

│
│
」（『
近
代
文
学
研
究
』
二
六
号
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）
で
は
、
思
い
入
れ
の
深
か
っ

た
淀
川
や
巨
椋
池
に
対
す
る
谷
崎
の
哀
惜
の
念
が
こ
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　

宇
野
浩
二
『
宇
野
浩
二
全
集
第
三
巻
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
九
月
、
二
七

七
頁
。
な
お
、
家
庭
用
の
幻
燈
で
像
を
映
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
白
い
布
や
シ
ー
ツ
は
、

「
蘆
刈
」
に
お
け
る
川
・
池
・
泉
の
水
面
と
同
様
に
揺
ら
ぎ
の
あ
る
不
安
定
な
ス
ク
リ
ー

ン
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
34
）　

ユ
ル
ギ
ス
・
バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
『
バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
著
作
集
四　

鏡

│
│
科
学
的
伝
説
に
つ
い
て
の
試
論
、
啓
示
・
Ｓ
Ｆ
・
ま
や
か
し
│
│
』
谷
川
渥
訳
、

国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
一
一
月
、
六
六
頁
。

（
35
）　

前
野
直
彬
『
新
釈
漢
文
大
系　

第
一
八
巻　

文
章
軌
範
（
正
篇
）
下
』、
明
治
書
院
、

二
〇
一
八
年
一
月
、
五
〇
七
頁
。
な
お
、
三
瓶
達
司
の
指
摘
に
つ
い
て
は
注（
５

）参
照
。

（
36
）　

ジ
ャ
ン
・
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
は
『
言
葉
と
小
説
』（
野
村
英
夫
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、

一
九
六
九
年
四
月
）
に
お
い
て
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
が
名
づ
け
た
「
象
嵌
法
」
と
い

う
用
語
を
用
い
な
が
ら
、
谷
崎
も
一
九
一
八
年
に
一
部
翻
訳
し
た
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ

ン
・
ポ
ー
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
に
登
場
す
る
古
書
が
、
物
語
全
体
の
「
微
視
的

な
露
呈
」
に
よ
っ
て
「
物
語
の
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
配
列
を
否
定
す
る
」（
二
五

八
頁
）
と
説
明
し
た
。「
蘆
刈
」
に
お
け
る
古
典
の
挿
入
は
、
ま
さ
に
「
象
嵌
法
」
と

同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
37
）　

高
山
宏
『
目
の
中
の
劇
場　

ア
リ
ス
狩
り
』、
青
土
社
、
一
九
八
五
年
五
月
。
ま
た

高
山
は
ポ
ー
の
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
に
見
ら
れ
る
挿
入
法
（「
象
嵌
法
」）
が
、

一
つ
の
視
点
か
ら
世
界
を
捉
え
よ
う
と
す
る
近
代
的
な
視
の
様
式
の
不
可
能
性
を
も
示

す
と
し
た
。

（
38
）　

千
葉
俊
二
『
谷
崎
潤
一
郎　

狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』、
小
沢
書
店
、
一
九
九
四
年
六
月
。

な
お
、
嶋
中
雄
作
宛
書
簡
に
つ
い
て
は
、
水
上
勉
・
千
葉
俊
二
編
『
増
補
改
訂
版　

谷

崎
先
生
の
書
簡
│
│
あ
る
出
版
社
社
長
へ
の
手
紙
を
読
む
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

〇
八
年
五
月
）
を
参
照
。

（
39
）　

明
里
千
章
「「
永
遠
女
性
」
の
完
成　

少
将
滋
幹
の
母
」（『
谷
崎
潤
一
郎　

自
己
劇

化
の
文
学　

和
泉
選
書
一
二
八
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）
で
は
、
滋
幹
の
父

が
美
し
い
母
・
北
の
方
の
面
影
を
思
慕
し
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
北

の
方
を
介
し
て
父
子
が
一
体
化
し
た
」（
二
五
八
頁
）
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、「
蘆

刈
」
と
「
少
将
滋
幹
の
母
」
の
共
通
点
に
つ
い
て
は
、
細
江
光
前
掲
書
や
、
た
つ
み
都

志
「
実
母
思
慕
構
造
と
し
て
の
「
吉
野
葛
」
│
│
「
蘆
刈
」
と
の
構
造
上
の
類
似
点

│
│
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
九
集
、
一
九
八
四
年
七
月
）
な
ど
に
詳
し
い
。

【
付
記
】　
「
蘆
刈
」
の
引
用
は
全
て
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
一
七
巻
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
五
年
九
月
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、

ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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