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秋

の
灯
と
も
し
頃

た

う

み

唐
箕

の
音

唐
箕

の
音
に
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る

い
つ
ま
で
も
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る

秋

の
灯
と
も
し
頃

唐
箕

の
音

を
り
か
ら

ば
た
ば
た
と

草
家
根

に
お
り
て
き
た
野
鳩

空
は
美
し
い
夕
映
え
だ

お
ん

独
得
の
音
と
そ
の
余
韻
が
、
作
品

の
内
側
か
ら
静
か
に
響
い
て
く
る
。
幾
種
類

か
の
同

一
音
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
相
互

に
響
き
合

っ
て
、
独
自
の
詩
的
世

界
を
か
た
ち
つ
く

っ
て
い
る
。
最
も
顕
著
な
も
の
は
、
「唐
箕
の
音
」
と

い
う
詩

句
の
三
度
に
わ
た
る
繰
り
返
し
で
あ
る
。
そ
の
他

「き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」
の
繰
り

返
し
、
「
を
り
か
ら
」
「お
り
て
き
た
」
に
み
ら
れ
る

「
を
り
」
と

「
お
り
」
と
い
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⑥

う
同
音
の
響
き
合
い
が
韻
律
上

の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
「唐
箕
の
音
」
と

い
う
詩
句
の
場
合
、
「
み
」
(箕
)

の
音
が
印
象
的
で
あ
る
が
、
同
じ
音
が
次
行
で

反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
音

の
抑
揚
は
一
段
と
微
妙
な
響
き
と

ニ
ュ
ア

ソ
ス
を
伴

っ
て
く
る
。

こ
の

「
み
」
(
HP
H)

の
音
を
中
心
に
し
て
そ

の
前
後

に

お
と

「
唐

」

(
t
a
u
‐
　t
o
u
)

と

「
音

」

(
0
8
)

と
が

配

さ

れ

て

い
る
。

こ
う

し

た
音

韻

を

内
在
さ
せ
た
詩
句

「唐
箕

の
音
」
の
三
度

に
わ
た
る
反
復
i

そ

の
反
復
に
よ

っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
微
妙
な
響
き
は
、
作
者
が

「き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」
唐
箕
の
音
そ

の
も
の
に
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

つ
ま
り

一
種
の
擬
音
的

な
響
き
が
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
は
、
最
終
行
の

「空

は
美
し
い
夕
映
え
だ
」
と
い
う
詩
句
以
外
は
、

ほ
と
ん
ど
の
情
景
が
聴
覚
を
通
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
聴
覚
的
把
握
と
い
っ
て

も
、

こ
の
作
品
の
場
合

は
、

「き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」
自
分
自
身

の
聴
覚

の
働
き
や

機
能
そ
の
も
の
に
も
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
特

に

「
い
つ
ま

で
も
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」

と
い
う
表
現
か
ら
は
、

「唐
箕

の
音
」
そ

の
も

の
に
よ

り
も
、
唐
箕
の
音
に
触
発
さ
れ
た
自
己
の
感
慨
-

そ
の
感
慨
を
も
た
ら
す
み
な

も
と
に
あ
る
作
者
の
人
間
観
な
い
し
人
生
観
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
に
基
づ

い
て

一
七



文

学

部

論

集

培
わ
れ
た
人
間
認
識
を
、
静
か
に
反
芻

し
、
そ
う
し
た
自
分
の
内
的
動
静
に
耳
を

澄
ま
し
て
い
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
こ
こ
で
聴
き
と
ら
れ
て

い
る

「音
」
は
、
内
耳
に
濾
さ
れ
て
、
自
己
の
聴
覚

の
深
み
に
ひ
そ
や
か
に
し
の

び
入
り
、
識
閾
の
内
奥
に
遠
ざ
か

っ
て
い
く
、
そ
う
し
た
性
質

の
音

で
あ
る
。

「唐
箕

の
音
/
唐
箕

の
音

に
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
/
い
つ
ま
で
も
き
き
ほ
れ

て
ゐ

る
」
と
い
う
詩
句
に
つ
い
て
考

え

て

み

る
と
、
始
め
か
ら
終
り
ま
で

「唐
箕

の

音
」
は
聴

こ
え
続
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
第

一
行

で

「唐
箕

の
音
」
と
表
現
し
た

あ
と
、

一
息
置
い
て
、
や
が
て
第

二
行

で
再
び

「唐
箕

の
音
」
と
い
う
詩
句
が
繰

り
返
さ
れ
る
、
そ
の
繰
り
返
し
を
経
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
「唐
箕

の
音
」

の
質

が

微
妙
に
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
第

一
行
に
お
い
て
聴
き

つ

け
ら
れ
た

「唐
箕

の
音
」

は
、
第

二
行
の

「
…
…
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」
、

第
三
行

の

「
い
つ
ま
で
も
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」

と
い
う
時
間
的
推
移
を
伴
う
行
為
を
経
る

こ
と
を
通
じ
て
、
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
別
言
す
れ
ば
、
第

一
行
に
表

現
さ
れ
て
い
る

「唐
箕

の
音
」
は
、
外
界
に
現
実
に
存
在
す
る
音
で
あ
り
、
誰
の

耳

に
も
達
す
る
音

で
あ
る
が
、

第
三
行

の
そ

れ

は
、

そ
れ
に

「き
き
ほ
れ
て
ゐ

る
」
者
の
耳

に
よ

っ
て
の
み
聴
き
と
ら
れ
る
音
で
あ
る
。
第
二
行
、
第
三
行
に
お

い
て
、
作
者

は

「唐
箕

の
音
」
を
心
を
通
し
て
聴
き
と

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
言

い
換
え
れ
ば
、
内
部
か
ら
き
こ
え
て
く

る
音
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
の
内
部
か
ら
き
こ
え
て
く
る
音
を
触
発
し
た
の
は
、
外
部
に
客
観
的
に

存
在
す
る
現
実

の
音
で
あ
り
、
そ
の
現
実
の
音
は
、
内
部
か
ら
き
こ
え
て
く
る
音

を
な
か
だ
ち
と
し
て

一
層
鮮
明
な
音
に
な
る
。
両
者
は
作
者
の
聴
覚

に
濾
過
さ
れ

る
こ
と
に
ょ

っ
て
不
即
不
離
の
も
の
と
な
り
、
有
機
的
に
統
合
さ
れ
、

つ
ま
り
は

田
中
冬
二
独
自

の

「唐
箕
の
音
」
に
な

っ
た
。

一
八

そ
の
音
は
、

「空
は
美
し
い
夕
映
え
だ
」
と
い
う
、
視
覚
的
な
情
景
把
握
に
転

換
し
た
最
終
行
の
場
面
に
お
い
て
も
、
変
ら
ず

に
き

こ
え
つ
づ
け
て
い
る
。
視
覚

的
機
能
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
聴
覚
的
機
能
が
低
下
し
た
り
稀
薄
に
な

っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
、
「唐
箕

の
音
に
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」

作
者
の
心
的
情
況
が
、
し
た
が

っ
て
、
き

こ
え
続
け
て
い
る
そ
の

「音
」
が
、
作

者
に

「美
し
い
夕
映
え
」
の
美
し
さ
を

一
層
強
く
印
象
づ
け
る
結
果
を
も
た
ら
し

た
。
そ
し
て
ま
た
、
空
に
ひ
ろ
が
る

「美
し
い
夕
映
え
」

の
情
景
が
、
そ
の
下
で

行
わ
れ
て
い
る
作
業
と
、
作
業
が
も
た
ら
す

「唐
箕

の
音
」

を
、

「き
き
ほ
れ
」

さ
せ
る
よ
う
な
あ
じ
わ
い
深

い
も

の
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
題
名

に
用

い
ら
れ
て
い
る

「秋

の
灯
と
も
し
頃
」
と

い
う
語

句

は
、
こ
の
作
品
の
第
四
行
に
お
い
て
詩
旬
と
し
て
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。

こ

の
詩
句
が
表
現
し
て
い
る
も

の
は
、
単
に

「秋
」
と
い
う
季
節
あ
る
い
は

「灯
と

も
し
頃
」
と
い
う
時
刻
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

「唐
箕

の
音
」
の
音
色
や
音
質
、

そ
の
響
き
具
合
や
澄
み
具
合
、

あ
る
い
は
そ
の

音
域
や
奥
ゆ
き
と
い

っ
た
も
ろ
も
ろ
の
も
の
を
暗
示
的
に
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
暮
色
は
、

作
業
を
続
け
て
い
る
人

(人
々
)

の
姿

や
、

あ
た
り
の
情

景
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
情
景
を
見
、
あ
る
い
は
想
像
し
な
が
ら

「唐
箕

の
音
に
き

き
ほ
れ
て
ゐ
る
」
作
者
の
位
置
関
係
な
ど
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
作
者

は
、
唐
箕
を
使

っ
て
庭
で
作
業
を
し
て
い
る
人

(人

々
)

の
姿
が
見
え
る
位
置
に

い
て
、
人
々
の
動
作
を
見
た
り

「唐
箕

の
音
」
を
聴

い
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
第
七
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る

「草
屋
根
」
の
家
が
、
「唐
箕

の
音
」

を
た
て

(　
)

て
作
業
し
て
い
る
農
家
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

「草
屋
根
」

の
農

家

の
全
貌

が

1

暮
色
の
た
だ
よ
う
秋

の
庭

の
様
子
や
、
農
家

の
た
た
ず
ま
い
や
、
あ
た
り
の



空
気
の
乾
湿
の
程
度
や
ひ
や
や
か
な
感
触
や
、
そ
し
て

「
を
り
か
ら

ば
た
ば
た

と
/
草
屋
根
に
お
り
て
来
た
野
鳩
」

の
姿
な
ど
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
1

眺
め

ら
れ
て
い
る
わ
げ
だ
が
、
そ
れ
ら
の
情
景
に
陰
影
に
富
ん
だ
情
趣
を
与
え
る
と
共

.
に
、
独
特
の
遠
近
感
を
賦
与
す
る
上
で
、
こ
の

「秋

の
灯
と
も
し
頃
」
と
い
う
詩

旬
は
有
効
に
機
能

し
て
い
る
。

こ
の
詩
の
前
半
に
お
い
て
、

作
者

は

「唐
箕

の
音

に
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」。

そ

こ
で
働

い
て
い
る
感
覚

は
主
と
し
て
聴
覚
で
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た

「秋
の
灯
と
も

し
頃
」
(第
四
行
)

と
い
う
詩
句
は
、

視
覚

に
か
か
わ

っ
て
表
現
さ
れ
た
詩
句
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
場
合

の
視
覚
は
、
視
覚
自
体
と

し
て
の
明
確
な
機
能
を
十
全
に
発
揚
し
て
い
な
い
。

「灯
」

そ
の
も

の
が

主
要
な

も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
、
「
灯
」
を
媒
介
と
し
て

「時
」
(
時
間
)

が
主
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
裡
に
作
者
が
感
じ

と

っ
た
時
間
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
感
覚
で
あ
る
。
識
閾
に
あ
る
の
は
、
や
は

り
こ
こ
で
も
主
と
し
て
「唐
箕

の
音
」
で
あ
り
、
意
識
は
耳
に
集
中
し
て
い
る
。
眼

の
焦
点
は
、
「灯
と
も
し
頃
」
の
情
景

に
直
接
む
か
っ
て
は
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に

「秋

の
灯
と
も
し
頃
」
と
い
う
詩
句
は
、
農
家
の
情
景
や
作

者
の
位
置
関
係
な
ど
を
暗
示
的

に
表
現

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

作
品
結
構
上

の
表
現
技
法
と
し
て
あ
る
の
で
あ

っ
て

(
つ
ま
り
、
表
現
者
と
し
て

の

「私
」
11
作
者
が
、
作
品
世
界
を
表
現
す
る
際

に
依
拠
し
た
視
点
で
あ

っ
て
)
、

作
品
中

に
描
か
れ
て
い
る

「私
」
の
視

点
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
作
品
中

の

「私
」

が
そ
う
し
た
視
点
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
し

か

し
、
こ
こ
で
機
能
し
て
い
る
の
は
、
先

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
主
と
し
て
聴
覚
で
あ

る
。

「秋
の
灯
と
も
し
頃
」

と
い
う
詩
句
に
続
い
て

「唐
箕

の
音
」
と
い
う
詩
句

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
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⑥

が

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
、

そ
れ
は
わ
か
る
。

「唐
箕

の
音
に
き
き
ほ

れ
て
ゐ
る
」

作
者
に
、
視
覚
的
感
覚
を
よ
び
さ
ま
さ
せ
た
の
は
、
「ぱ
た
ぱ
た
と

/
草
屋
根
に
お
り
て
来
た
野
鳩
」
の
羽
音
と
気
配
で
あ
る
。
そ
れ
が
き

っ
か
け
に

な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
も

「ば
た
ば
た
」
と
い
う
羽
音
を
捉
え
る

こ
と
か
ら
、

つ
ま
り
聴
覚
的
な
把
握
を
通
し
て
事
が
始
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
羽
音

に
う
な
が
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
我
に
か
え

っ
た
作
者
の
眼
に
、
改
め
て

「秋

の
灯

と
も
し
頃
」

の
あ
た
り
の
情
景
が
映
る
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
や
が
て
空
に
む

か
い
、
そ
こ
に

「美
し
い
夕
映
え
」
を
見
出
す
。

む
ろ
ん
、
「秋

の
灯
と
も
し
頃
」

と
い
う
時
刻
に
関
す
る
作
者

の
自
覚
は
、
こ

の
作
品

の
世
界
が
展
開
さ
れ
た
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
時

刻
に
つ
い
て
の
感
慨
が
、

「唐
箕

の
音
」
を

一
層
趣
深

い
も

の
に
し
て
い
る
と
言

え
る
わ
け
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
、

「唐
箕
の
音
」

を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

描
く
こ
と
は
、
「音
」
を
通
し
て
、
「音
」
を
こ
の
よ
う
な
音
た
ら
し
め
た

「秋
の

灯
と
も
し
頃
」
の
情
趣
を
言
外
に
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、

一
方
、
「唐
箕
の
音
」
に

「
い
つ
ま
で
も
き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」

状
況
下
に
あ

っ
て
は
、
作
者
が
意
識
の
裡

に
捉
え
た
灯
と
も
し
頃
の
情
趣
は
、
ほ

と
ん
ど
進
捗
す
る
こ
と
が
な
く
、
静
止
し
た
状
態
で
と
ど
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
別
言
す
れ
ば
、

「秋
の
灯
と
も
し
頃
」

と
い
う
詩
句
が
内
包
し
て
い
る

時
間
的
要
素
は
、
こ
の
場
合
作
者
の
識
閾
に
お
い
て
稀
薄
な
存
在
と
な
り
、
も
う

一
つ
の
要
素

で
あ
る
絵
画
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ

ま
り
、
こ
の
詩
句
が
孕
む
時
間
的
要
素
は
、
視
覚
的
な
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、

「き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
/
い
つ
ま
で
も
」

と
い
う
詩

句
に
お
げ
る

「
い
つ
ま
で
も
」
と
い
う
表
現
に
は
、
時
間
の
推
移
が
暗
示
さ
れ
て

一
九
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い
る
し
、

「唐
箕

の
音
」

に
つ
い
て
の

反
復
的
表
現
そ
の
も

の
が
時
間
の
経
過
を

明
瞭
に
表
わ
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
反
復
的
表
現
を
通
し
て
明
瞭
に
浮
び
上

っ
て
く
る
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

「唐
箕

の
音
」
で
あ

っ
て
、
時
間
的
推
移

に
つ
い
て
の
作
者
の
自
覚

で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
詩
句
が
孕
む
時
間

的
要
素
は
、
聴
覚
的
な
性
質
の
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
も

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
作
者
の
識
閾
内

で
の
状
況
で
あ

っ
て
、
現
実
に
は
、

「時
」

は

一
刻
た
り
と
も
停
滞
す
る
こ
と
な

く
流
れ

つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
の
が

「野
鳩
」
の
羽
音
で
あ

り
、
「美
し
い
夕
映
え
」
で
あ
る
。

こ
の
野
鳩
の

「ぱ
た
ぱ
た
ぱ
た
」
と
い
う
羽
音

は
、

な

に
が
な

し

「唐
箕

の

音
」
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
す
く
な
く
と
も
こ
の
羽
音
は

「唐
箕

の
音
」
と
の
間
に
不
協
和
音
を
つ
く
り
出
さ
な
い
。
二
つ
の
音
が
合
わ
さ

っ
て
、

夕
暮
時
の
乾
い
た
空
気
の
気
配
や
、
四
周
に
た
だ
よ
う
静
寂
感
を
暗
示
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

野
鳩
の

「ば
た
ば
た
ば
た
」
と
い
う
羽
音
は
、
「き
き
ほ
れ
て
ゐ
る
」
「唐
箕

の

音
」
の
延
長
線
上
に
き
こ
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
野
鳩
に
つ
い
て
の
認
識
も
初

め
の
段
階
で
は
、

ま
ず
聴
覚
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「を
り

か
ら
」
と
い
う
表
現
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
、
「唐
箕

の
音
」

に
重
な

る
か
た
ち
で
き
こ
え
て
き
て
、
や
が

て
す
ぐ
に
野
鳩
の
羽
音
と
し
て
判
別
さ
れ
、

、
そ
の
羽
音
を
も
た
ら
し
た
実
体
が
視
覚
的
に
確
か
め
ら
れ
、
そ
の
実
体

(
野
鳩
)

　
　
　

が
降
り
立

っ
た

「草
屋
根
」
が
見
て
と
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
経
過

を
た
ど

っ
て
、
聴
覚
的
把
握
を
中
心

と
し
た
前
半
部
の
表
現
か
ら
、
視
覚
的
把
握

を
中
心
と
し
た
後
半
部
の
表
現

へ
と
、
詩
的
世
界
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

二
〇

前
半
部
で
繰
り
返
さ
れ
た

「唐
箕

の
音
」
は
通
奏
低
音
の
よ
う
に
、
視
覚
的
な
後

半
部
の
詩
句
表
現

の
奥

に
潜
み
な
が
ら
絶
え
る
こ
と
な
く
響
き

つ
づ
け
る
。

最
終
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る

「美
し
い
夕
映
え
」
は
、

「草
屋
根
」
や
、

そ
こ

に
降
り
立

っ
た

「野
鳩
」
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
陰
影
深
く
し
か
し
鮮
明
に
空
の
中
に

描
く
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
の
下

に
拡
が
る
庭

の
か
げ
り
や
、
と
も
さ
れ
た
ば
か

り
の

「灯
」
の
色

に
微
妙
な
色
調
を
も
た
ら
し
、
仕
事
を
し
て
い
る
人
人
の
姿
や

顔

に
深
い
陰
影
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
最
終
行
に
お
い
て
、

作
者

は

「美
し
い

ヘ

ヘ

へ

夕
映
え
」
に
見
ほ
れ
て
い
る
。
見

ほ

れ

つ

つ
耳

は

「唐
箕
の
音
」
に

「き
き
ほ

れ
て
」
い
る
。

む
し
ろ
、

夕
映
え
の
美
し
さ
に
見
ほ
れ
る

こ
と
に
よ

っ
て
か
え

っ
て
耳

は
冴
え
て
い
き
、
作
者

は

「唐
箕

の
音
」
を

一
層
深
く
聴

き

つ
け

て

い

る
。

洗
ひ
場

稲
妻
が
し
て
ゐ
る

ふ
ち
ま
め
の
畑

の
下

小
流
ー

洗
ひ
場
に

ラ
ソ
プ
が
下
り
ま
し
た

う
し
ろ
に
く
ろ
く

し
ん
か
ん
と
母
家
の
屋
根

お
お

皿
や
鍋
を
洗
ふ
つ
め
た
い
音
よ

地

べ

た

へ
お

い
た

ラ

ン
.フ
の
さ

び

し

い

か
げ

よ



馬
追
ひ
が
な
い
て
ゐ
る

「
稲
妻
が
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
第

一
行
の
詩
句

の
働
き
は
、

こ
の
作
品
全
体

に

及
ん
で
い
る
。
断
続
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
稲
光
を
背
景
に
し
て
、
「
洗
ひ
場
」
の

情
景
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

描

か
れ

て

い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
形
象

は
、
「稲
妻
」
と
の
関
連

に
お
い
て
把

握
さ
れ
、
彩
ら
れ
て
い
る
。
「稲
妻
が
し
て

ゐ
る
」
と
い
う
現
在
進
行
形
的
な
表
現
で
描

か
れ

て

い
る
こ
の
稲
妻
は
、
し
か

し
、
近
場
で
光

っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
し
、
激
し
い
性
質
の
稲
光
で
も
な
い
。

か
な
り
前
か
ら
、
遠
く

の
方
で
、
た
ぶ
ん
音
も
な
く
断
続
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
稲
妻
で
あ

ろ
う
。
「稲
妻
が
し
て
ゐ
る
/
納
屋
の
壁
に
/
ら
く
が
き
の

大
入
道
が
生
き
て
く
羣

と
い
う
詩
句
に
み
ら
れ
る

「稲
妻
」
髭

べ
て
も
、
そ

の
光
度
は
淡
く
、
光
源
は
さ
ら
に
遠

い
地
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「稲
妻
が
し
て
ゐ
る
」

と
い
う

こ
の
第

一
行
の
表
現
は
、

こ
こ
に
こ
う
い
う
形

で
置
か
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
自
身
と
し
て
完
結
し
た
か
の
よ
う

に
自
律
し
、
次
行
と
の
間
に
空
白
を
置

い
て
い
る
。
そ
し
て

「稲
妻
」
に
関
す
る

直
接
的
な
表
現
は
こ
の
一
行
限
り
で
再
び
は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
他
の
行
か
ら

孤
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、

こ
の

一
行

は
、
作
品
全
体
を
統
御
す
る
働
き
を
持

っ
て
い
る
。
第

一
行
と
第
二
行
と
の
間
に

置
か
れ
た
行
間
11
空
白
は
、
こ
の
作
品
に
あ

っ
て
は
と
り
わ
け
深

い
意
味
を
秘
め

て
い
る
。
「稲
妻
が
し
て
ゐ
る
」
と

い
う

一
行
限
り
で

「稲
妻
」

に
関
す
る
表
現

は
打
ち
切
ら
れ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
か
え

っ
て
、

「稲
妻
が
し
て
ゐ
る
」

情
景

は
効
果
的

に
捉
え
ら
れ
、
稲
妻

の
イ
メ
ー
ジ
も
濃
縮
さ
れ
印
象
深
い
も
の
に

な

っ
て
い
る
。

こ
の
一
行
が
も
た
ら
す
稲
妻

の
ひ
ら
め
き
や
光
彩
は
、
こ
の
一
行

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑥

を
読
み
終

っ
た
後
も
読
者
の
脳
裡
に
お
い
て
持
続
さ
れ
、
第

二
連
以
降

に
描
か
れ

て
い
る
諸
事
物

の
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
と
響
き
合
い
つ
つ
、
か
え

っ
て
そ
の
印
象

を
鮮
や
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

「稲
妻
」

の
も
た
ら
す
光
か
ら
離

れ
て
は
、

こ
の
作
品
に
お
け
る
詩
的
世
界
は
成
り
立
た
な
い
。

こ
の
作
品
の
題
名

「洗
ひ
場
」
は
、
そ

の
ま
ま
こ
の
作
品
の
主
題
を
表
わ
し
て

い
る
。

こ
の
作
品
に
あ

っ
て
は
、
第
二
連
以
降
に
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る

「洗

ひ
場
」

の
諸
情
景

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

そ
う
で
は
あ
る
が
し
か
し
、
「洗

ひ
場
」
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
景

の
う
ち
か
ら
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
諸
情
景
を
選
択
し
、

こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
は
、
初
行
に
描
か
れ
て
い

る

「稲
妻
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
適
切

に
そ
し
て
効
果
的
に
形
象
化
す
る
為
で
あ

る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
第

に
濃
さ
を
増
し
て
拡
が

っ
て
い
く
夜

の
闇
、

そ
の
暗
さ
そ
れ
自
体
が
稲
妻

に
て
ら
し
出
さ
れ
て
、
光
と
の
相
対
関
係

に
お
い
て

認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
他

の
も
の
、
即
ち

「
ふ
ち
ま
め
の
畑
」

に
し
ろ

「小
流
i

洗
ひ
場
」
に
し
ろ
、

ま
た
、

「母
家

の
屋
根
」
「
皿
や
鍋
」

「
地
べ
た

へ
お
い
た
ラ
ソ
プ
」
に
し
ろ
そ
の

「
さ
び
し
い
が
け
」

に
し
て
も
、
総

て
が
稲
妻
に
よ

っ
て
闇
の
中
に
そ
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
稲
妻
が
消
え
る
こ

と
に
よ

っ
て
再
び
闇
の
中
に
ま
ぎ
れ
て
し
ま
う
。

一
方
、
稲
妻

に
よ

っ
て
浮
か
び

上
が

っ
た
諸
事
物
の
形
体
と
、
陰
影
と
明
暗
の
度
合
は
、
そ
れ
ら
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
稲
妻

の
明
度
や
光
沢
を
具
体
的
に
描
き
出
す
力
と
な

っ
て
い
る
。
「稲
妻
が

し
て
ゐ
る
」
と
い
う
第

一
行
と
そ
れ
に
続
く
第
二
行
と
の
行
間
に
置
か
れ
た
空
白

は
、
こ
う
し
た
様

々
な
働
き
と
意
味
を
そ
の
底
に
潜
め
て
い
る
。

第

二
連
第

一
行

の

「
ふ
ち
ま
め
の
畑

の
下

小
流
-

洗
ひ
場
に
」
と
い
う
詩

句
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
表
現
し
て
い
る
。

ま
ず
、
「
洗
ひ
場
」

の
位
置
と
そ
れ

二

一
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が
ど
の
よ
う
な

「洗
ひ
場
」
で
あ
る
か
を
表

現

し
て

い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は

「
ふ
じ
ま
め
の
畑

の
下
」

に
あ
り
、
そ

こ
を
流
れ
て
い
る

「小
流
」
を
利
用
し
て

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
「ふ
ち
ま
め
の
畑
」
と

「母
家
」

の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
こ
と
が
考

え
ら
れ

る
。

「母
家
」

の
裏

に

「
ふ
ち
ま
め
の
畑
」
が
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
場
合
と
、
「母
家
」
の
前
に
そ
れ
が
ひ
ろ

が

っ
て
い
る
場
合
と
で
あ
る
。

い
ず

れ
に
も
と
れ

る
が
、
「う
し
ろ
に
く
ろ
く

し
ん
か
ん
と
母
家

の
屋
根
」
と
い
う
第
二
連
第
三
行
の
詩
句
か
ら
判
断
し
て
、
後

者
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

む
ろ
ん
、
「母
家
」

の
裏

に

「ふ
ち
ま
め
の
畑
」

が
ひ
ろ
が
り
、
そ
の

「下
」
に

「洗

ひ
場
」
が
あ
る
と
考
え
、
そ
の

「洗
ひ
場
」

に
立

っ
た
位
置
か
ら
振
り
返

っ
て

「
母
家
」
を
見
た
場
合
に
も
、
「
う
し
ろ
に
く

ろ
く
…
…
母
家

の
屋
根
」
と
い
う
表
現
は
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
振
り
返
る
と

か
振
り
返
ら
な
い
と
か
い
う
よ
う
な
見
る
者
に
基
準
を
置
い
た
判
断
で
は
な
く
、

「洗
ひ
場
」
そ
の
も
の
に
基
準
を
置

い
て
考
え
て
み
た
場
合
に
は
、
「
洗
ひ
場
」

の

位
置
も
し
た
が

っ
て

「
ふ
ち
ま
め
の
畑
」

の
位
置
も
、

「母
家
」

の
前
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お

第
二
連
第
二
行
の

「
ラ
ン
プ
が
下
り
ま
し
た
」
(
こ
の

「下
り
」

は

「下
り
」

と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
)
と
い
へう
詩
句

は
、

「
お
お

皿
や
鍋
を
洗
ふ
つ
め
た
い
音

よ
」
と
い
う
第
四
行
の
詩
句
と
共
に
、
あ
た
り
に
暗
闇
が
ひ
ろ
が
り
、

「
ふ
ち

ま

め
の
畑
」
を
通

っ
て

「洗
ひ
場
」
に
下

り
た

っ
た
人

の
姿
が
、
そ
の
闇
に
ま
ざ
れ

て
そ
れ
自
身
と
し
て
は
見
え
な
い
様
子

を
表
わ
し
て
い
る
。
闇
の
中
に
見
え
る
の

は
そ
の
人
が
持

っ
て
い
る

「
ラ
ン
プ
」

の
灯
だ
け
で
あ
る
。
ラ
ン
プ
を
手
に
し
た

人
が

「母
家
」
か
ら
出
て
、
「
ふ
ち
ま
め
の
畑
」
を
通
り

「洗
ひ
場
」

に
至
る
ま

で
の
間
、
作
者
は
そ
の
動
き
を
眼
で
追

っ
て
い
た
。

「
ラ
ン
プ
が
下
り
ま
し
た
」

二
二

と

い

う
詩

句

は
、

ま
ず

、

ラ

ン
プ

を
持

っ
た
人

が

「
畑

の
下

」

の

「
洗

ひ
場

」

お

に
下
り
た
こ
と
を
表
わ
し
、
次
い
で
、

「
ラ
ソ
.フ
」

そ
れ
自
体
が

「地
べ
た
へ
」

置
か
れ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

「
地
べ
た

へ
」

置
か
れ
た

ラ
ソ
プ

の
放

つ
乏

　
る
　

し
い
光
を
頼
り
に
人
は
や
が
て

「皿
や
鍋
を
洗
ふ
」。
冬

二
は
詩

「本
栖
村
」
の

中

で

「
つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
が
/
粗

い
手
で
ラ
ン
プ

の
火
を
な
で
て
ゐ
る
/
み
ん

　　
　

な
ひ
つ
そ
り
し
て
ゐ
る
」
と
書

い
て
い
る
し
、
詩

「浴
泉
」
で
は

「夜
1

/
暗

い
の
で
ラ
ソ
プ

の
芯
を
剪

つ
た
/
石
油

の
匂
ひ
が
気
温
を
降
下
さ
せ
た
」
と
書
い

て
い
る
。
そ
う
し
た

「
ひ
つ
そ
り
と
し
」
た
気
配
や
、
あ
た
り
に
か
す
か
に
た
だ

よ
う

「石
油

の
匂
ひ
」
や
、

「気
温
の
降
下
」
が
、

こ
の
作
品
か
ら
も
感
じ
ら
れ

る
。

ヘ

ヘ

へ

こ
れ
ら
の
詩
句
か
ら
明
確
に
感
じ
と
れ
る
も

の
は
、

し
か
し
、
「
皿
や
鍋
を
洗

ふ
つ
め
た
い
音
」
だ
げ
で
あ
る
。
四
周
の
情
景
は
闇
に
と
ざ
さ
れ
て
さ
や
か
に
は

見
て
と
れ
な
い
。

わ
ず
か
に
、
「
う
し
ろ
に
く
ろ
く

し
ん
か
ん
と
」

し
て
た

っ

て
い
る

「母
家
の
家
根
」
が
見
分
け
ら
れ
る
だ

け

で
あ

る
。

そ
の
た
た
ず
ま
い

も
、
稲
妻
の
も
た
ら
す
光
に
助
け
ら
れ
て
判
別
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
稲
妻
に
助
け

ら
れ
な
く
て
も

「母
家
」
の
有
様

は
暗
闇
を
透
か
し
て
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
稲
妻
に
彩
ら
れ
て
そ
の
た
た
ず
ま
い
は
奥
ゆ
き
を
深
め
、
実
在
感
を
強
め

て
い
る
。

「し
ん
か
ん
と
」

と
い
う
表
現
は
、
静
寂
感
を
表
わ
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
「母
家
」

の
結
構
の
大
き
さ
を
も
表
わ
し
て
い
る
。

こ
こ
で
改
め
て
こ
の

連

の
第

一
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る

「小
流
i

洗

ひ
場
に
」
と
い
う
詩
句
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
段
階
で
は

「小
流
」
の
有
様
は
闇
に
ま
ぎ
れ

て
見

え

ず
、
小
さ
な
流
れ
の
水
音
が
き
こ
え
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
作
者
の
聴
覚

は
こ
の

作
品
に
お
い
て
敏
感
に
働
い
て
い
る
が
、

と
り

わ
け

こ

の

「
小
流
ー

洗
ひ
場



に
L
と
い
う
詩
句

の
場
合
は
き
わ
だ

っ
て
い
る
。
こ
の

「小
流
」
は

「
洗
ひ
場
」

の
性
質
を
表
わ
し
て
い
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
水
量
の
程
度
や
、
水

の

つ
め
た

さ

や
、
特
に
そ

の
響
き
を
実
感
さ
せ
る
。
「小
流
」
の
水
音
や
、
「
皿
や
鍋
を
洗
ふ
つ

め
た
い
音
」
は
き
こ
え
て
も
、
人
の
姿
や
動
作
の
様
子
、
そ
れ
に
伴
う
物
音
は
ほ

と
ん
ど
消
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
消
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
え

っ
て

「小
流
-

洗
ひ
場
」

の
水
音
は
独
得

の
響
き
を
も

っ
て
き
き
と
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
水
音
を
通
し
て

「
皿
や
鍋
を
洗
ふ
」
人
の
姿
が
間
接
的
に
表
現
さ
れ
て

い
る
し
、
「し
ん
か
ん
と
」
し
た
と
い
う
そ
の

「
し
ん
か
ん
」
さ
の
内
実
も
、
「母

家
」

の
た
た
ず
ま
い
も
、

「馬
追
ひ
」

の
鳴
き
声
も
、
奥
深
い
も
の
に
な

っ
て
い

る
。と

こ
ろ
で
、
第
二
連
に
描
か
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
情
景
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の

諸
情
景
を
支
配
し
て
い
る

「時
」
(
時
刻
)
が
感
じ
と
れ
る
。

た
ぶ
ん
、
夕
飯
が

す
ん
で
か
ら
、
少
し
た

っ
た
時
刻
で
あ
ろ
う
。
農
家
の
夕
飯
は
比
較
的
早
く
、
宵

の
口
の
頃
に
す
ま
さ
れ
る
の
が
普
通

で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
作
品
の
時
刻
も
そ
れ

ほ
ど
夜
が
進
ん
だ
段
階

の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

「母

家

の
屋
根
」
が

「く
ろ
く

し
ん
か
ん
と
」

し
て
い
る
の
は
、

「母
家
」

に
住
む

人
人

の
な
り
わ
い
の
質
朴
さ
に
基
づ
く
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の

「
し
ん
か

ん
と
」
は
そ

の
こ
と
を
も
表
わ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
に
は

「母
家
」

の
も

つ
年
代
的
な
古
さ
や
、
そ
こ
で
営
ま
れ
て
き
た
生
活
の
年
輪
が
暗
示

さ
れ

て
い

る
。

先

に
述
べ
た

「時
」
(
時
刻
)

に
は
、

そ
う
い
う
性
質

の

「時
」
も
含
ま
れ

て
い
る
。
第
二
連
の
詩
句
は
そ
の
意
味
で
単
に
叙
景
的
な
表
現
と
し
て
あ
る
の
み

で
な
く
、
人
人
の
生
活
に
関
す
る
叙
事

的
要
素
を
含
ん
だ
表
現
で
も
あ
る
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

「
洗
ひ
場
」

の
情
景
や

「
皿
や
鍋
を
洗
ふ
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つ
め
た
い
音
L
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
農
家

の
人
人
の
生
活
の

一
端

を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
お
お
」
と
い
う
感
動
詞
や
、

「音
よ
」
と
い
う
表
現
に
は
、

農
家
の
人
人
の
生
活
に
対
す
る
、

あ
る
い
は
、
そ

れ
が
営
ま
れ
て
き
た
家
屋
の
歴
史
に
対
す
る
、
作
者

の
人
間
的
な
共
感
と
感
動
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
ど
も
を

「
稲
妻
」
は
無
言

の
う

ち

に
照

し
出

し
、
や
が
て
ま
た
闇
の
中

に
沈
め
る
。
照
し
出
さ
れ
た
情
景
は
読
者

の
内
面
で
像

を
結
ぶ
。

と
り
わ
け
、

「
つ
め
た
い
」
水
に
洗
わ
れ
た

「
皿
や
鍋
」
の
濡
れ
て
滑

ら
か
な
肌
の
感
触
と
、
に
ぶ
い
光
沢
は
印
象
深
い
。

さ
て
、
「地
べ
た
へ
お
い
た
ラ
ソ
プ
の
さ
び
し
い
か
げ
よ
」

と

い
う
第
三
連
の

詩
句
の
う
ち
、
「
地
べ
た
」

と
い
う
平
俗
な
表
現
は
、
農
村

の
質
朴
な
生
活
の

一

側
面
を
描
い
た
こ
の
作
品
の
、
こ
の
場
面

に
ふ
た
わ
し
く
、
ラ
ン
プ
を
取
扱
う
人

の
無
造
作
な
動
作
や
、
そ
の
人
柄
、
性
質
も
想
像
で
き
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。

ま
た
、
「地
べ
た
」
と
い
う
低
い
位
置
に
置
か
れ
た
ラ
ン
プ
が
投
げ
か
け
る
光

は
、

あ
た
り
を
わ
ず
か
に
照
ら
す
だ
け
で
あ
り
、
た
だ
で
さ
え
乏
し
い
そ
の
光
が

一
層

暗
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
乏
し
い
光
が
も
た
ら
し
た

「
か
げ
」

の
有
様
を
、

「さ

び
し
い
か
げ
よ
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
「さ
び
し
い
」

の
は
、

「
か
げ
」
(
こ
の

「
か
げ
」
は
影
と
共
に
ラ
ン
プ

の
光
を
も

表
わ
し
て
い
る
。

む
し
ろ
影
と
光
と
が

分
か
ち
が
た
い
姿
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
)
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
の
よ

う
な

「
か
げ
」
を
も
た
ら
す

「
ラ
ン
.フ
」
の
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
に
か
か
わ
る
淋
し
さ
は
、

「皿
や
鍋
」

に
も
、

ま
た

そ
れ
ら
を
洗
う
人

に
も
、
「し
ん
か
ん
と
」
し
た

「母
家
」

に
も
、

そ
こ
で
営
ま

れ
て
い
る
人
人

の
生
活
に
も

共
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
「馬

追
ひ
」
の
鳴
き
声
は
そ
う
し
た

「さ
び
し
」
さ
を
集
約
し
、
い
わ
ぽ
象
徴
的

に
表

≡
二
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現
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の

「馬
追
ひ
が
な
い
て
ゐ
る
」

と
い
う
最
終
連
の
詩
句
は
、
初
連

の

「稲
妻

が
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
と
呼
応

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
巨
視
的
な
視
点
を

持
ち
、
詩
世
界
を
総
括
的
に
見
渡
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
両
詩
句
は
共

通
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
完
結
し
、
他
の
詩
行
か

ら
独
立
し
自
律
し
て
機
能
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
も
共
通
し
た
性
質
を
持

っ
て

い
る
。
他
の
詩
行
と
の
間
に
置
か
れ
た
行
間
に
潜
む
沈
黙
の
深
さ
と
い
う
点
で
も

相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
「馬
追
ひ
」
は
、
「稲
妻
が
し
て
ゐ
る
」
と
書
き
始
め
ら
れ

た
当
初
か
ら
、
こ
の
作
品
世
界

の
中

で

「
な
い
て
ゐ
」

た
に
ち
が
い
な
い
。

「稲

妻
」
が
こ
の
作
品
の
初
め
か
ら
終
り
に
至
る
ま
で
、
断
続
的
に
光
り
つ
づ
け
て
い

る
よ
う
に
、
「馬
追
ひ
」

の
鳴
き
声

も
持
続
さ
れ
て
い
た
。

あ
た
り
の
静
け
さ
に

耳
を
澄
ま
し
、
そ

こ
に
た
だ

よ
う

「さ
び
し
」
さ
を
た
ど

っ
て
い
っ
た
果
て
、

「さ
び
し
」
さ
の
極
み
に
お
い
て
、
作
者
の
耳
が
捉
え
た
も
の
が
最
終

の

「馬
追

ひ
が
な
い
て
ゐ
る
」

と
い
う
感
慨
で
あ

っ
た
。

そ
の
鳴
き
声

は
、
「
皿
や
鍋
を
洗

ふ
つ
め
た
い
音
」
と
交
錯
し
な
が
ら
き
こ
え
て
い
る
。

「
皿
や
鍋
を
洗
ふ
音
」
が

途
絶
え
る
時
に
は
、
静
寂
の
奥
か
ら

鮮

や

か

に
き
こ
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の

「馬
追
ひ
」
の
見
え
る
は
ず

の
な
い
鳴
き
声
を
も
、
「稲
妻
」
は
闇
の
中

に
照
ら
し

出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
の
家

の
壁

ふ
る
さ
と
の
家
の
壁

す
す
け
た
壁
i

厨
の
あ
か
り
と
り
を
下
り
た
光
り
が

魚
の
か
た
ち
と
な
つ
て
き
え
る

ふ
る
さ
と
は
刈
麦
の
匂
ふ
頃

そ
し
て
ま
た
そ
ろ
そ
ろ
氷
水
を
の
む
頃

で
あ
る

ふ
る
さ
と
の
家
の
壁

う

ぐ

ひ

石
斑
魚
に
似
た
魚
の

い
ま
も

つ
め
た
く
は
し
る
か

ふ
る
さ
と
の
家
の
厨
の
壁

二
四

う

ぐ

ひ

「石
斑
魚

に
似
た
魚

の
/
い
ま
も

つ
め
た
く
は
し
る
か
/
ふ
る
さ
と
の
家

の
厨

の
壁
」
と
い
う
終
り
三
行
の
詩
句
が
語

っ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
作
品
は
、

「
い

ま
も
」
と
い
う
言
い
方

で
表
現
さ
れ
る
程
度

の
時
間
的

へ
だ
た
り
を
通
し
て
、
か

つ
て
そ
こ
に
住
ん
で
体
験
し
た

「
ふ
る
さ
と
」

の
情
景

・
情
趣
を
追
懐
し
て
う
た

っ
た
も
の
で
あ
る
。

「少
年

の
日
郷
土
越
中

に
て
」

と
い
う
添
え
書
が

つ
け
ら
れ

た
詩

「
ふ
る
さ
と
に
て
」
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
で
追
懐
さ
れ
て
い
る

「
ふ
る
さ

と
」
の
あ
れ
こ
れ
が
、
ど
の
程
度
の
時
間
的

へ
だ
た
り
を
置

い
て
回
想
さ
れ
て
い

る
の
か
は
、
明
確
に
特
定

で
き
な
い
が
、
「厨

の
あ
か
り
と
り
を
下
り
た
光
り
が

/
魚
の
か
た
ち
と
な
つ
て
き
え
る
」
と
い
う
詩
句
に
み
ら
れ
る
捉
え
方
に
は
、
少

年
の
頃
の
感
受
性
や
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
作
品
も
、
「少
年
の

日
郷
土
越
中
に
て
」
と
い
う
添
え
書
き
を
つ
け
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
性
質
の
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

第

一
行
は
、
「
ふ
る
さ
と
の
家
の
壁
」

と
い
う
や
や
漠
然
と
し
た
表
現
で
書
き



始
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

こ
こ
で
は
単
に

「
ふ
る
さ
と
の
」
と
言
い
、
「家

の
壁
」
と
言

っ
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、

そ
れ
が

「
ふ
る
さ
と
」

の
ど

う

い
う

「
家
」
の
、
ど
の
よ
う
な

「
壁
」
で
あ
る
か
は
、
具
体
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

第

一
行
の
や
や
漠
然
と
し
た
表
現
を
受
げ

て
、
そ
れ
を
も
う
少
し
具
体
的

に
述
べ

る
も
の
と
し
て
、
第
二
行
の

「す
す
け
た
壁
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
さ
ら

に
、
そ
の

「す
す
け
た
壁
」
は

「ふ
る
さ
と
の
家
の
厨
の
壁
」
で
あ
る
こ
と
が
、

最
終
行
に
お
い
て
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第

一
行
と
最
終
行

の
互

い

に
呼
応
し
合

っ
た
詩
句
の
間
に
、
「
ふ
る
さ
と
の
家

の
壁
」

に
関
す
る
感
慨
が
具

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
を
通
し
て
、
印
象
深
く
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
表
現
手
法
1

つ
ま
り
、
ま
ず
事
柄

(詩
的
対
象
)
を
巨
視
的

(
抽

象
的
)
に
表
現
し
、
そ
の
あ
と
そ
れ
を
微
視
的

(具
体
的
)
に
展
開
し
て
表
現
し

て
い
く
と
い
う
手
法
は
、
田
中
冬
二
が
そ
の
作
品
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
る
手

法
で
あ
る
。

例
え
ば
、

詩

「
ふ
る
さ
と
に
て
」
の
場

合
が
そ
う
で
あ

っ
た
し
、

詩

「み
ぞ
れ
の
す
る
小
さ
な
町
」

の

「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
/
山
の
町
/
ゐ
の
し
し

が

さ
か
さ
ま
に
ぶ
ら
さ
が
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
冒
頭
の
展
開
の
仕
方
も
そ
う
で

あ
る
。

そ
の
点
に
、

田
中
冬
二
に
お
け
る
詩
的
発
想
の

一
特
徴

が
う
か
が
え
る

し
、
そ
う
し
た
特
徴
は
、
彼
が
、
俳
句
に
長
年
親
し
ん
で
い
た
こ
と
に
な
に
が
し

(
6
)

か
関
係
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

「す
す
け
た
壁
ー

」
と
い
う
第

二
行
が
表
わ
し
て
い
る
壁

の
す
す
け
具
合
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
家

の
生
活

の
歴
史
を
表
わ
し
、
そ
こ
で
営
ま
れ
て
き
た

生
活
の
実
相
を
暗
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
共
に
、

「厨
の
あ
か
り
と
り

を
下
り
た
光
り
」
と
対
比
さ
れ
る
も

の
と
し
て
、

つ
ま
り
、
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
展

開
す
る
上
で
の
技
法
と
し
て
も
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
相
即
相
補

っ
て
互

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑥

い
の
イ
メ
ー
ジ
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

実
際
に
は
、

「す
す
け
た
壁
」
が
ま
ず
そ

こ
に
あ

っ
て
、
そ
れ
が
す
す
け
て
い
る
が
故

に
、
そ
こ
に
映
る

「光
り
」
が

「魚

の
か
た
ち
」
に
見
え
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た

「光
り
」

の
形
と
動
き
を

「魚
の

う

ぐ

ひ

か
た
ち
と
な

っ
て
き
え
る
」
「石
斑
魚
に
似
た
魚
の
…
…
つ
め
た
く
は
し
る
」
、
と

い
う
ふ
に
感
じ
取

っ
た
少
年
時
代

へ
の
追
懐
が
、

「す
す
け
た
壁
」

の
す
す
け
具

合
を
、

一
層
感
銘
深
く
表
現
さ
せ
た
。

つ
ま
り
、

こ
の
作
品
で
、

作
者
は
、
「
ふ

る
さ
と
の
家
の
壁
」
に
対
す
る
深

い
感
慨
を
語

っ
て
い
る
が
、
そ
の
感
慨
を
培

っ

て
い
る
要
因
と
し
て

「魚
の
か
た
ち
と
な

っ
て
き
え
る
」
「光
り
」

の
記
億
が
あ

り
、
そ
の
記
憶
を
そ
の
よ
う
な
性
質
の
記
憶
た
ら
し
め
た
も
の
と
し
て

「す
す
け

た
壁
し
が
あ

っ
た
。
そ
の

「
ふ
る
さ
と
の
家
の
壁
」
に
対
す
る
追
懐
を
こ
の
作
品

は
語

っ
て
い
る
。

「厨
の
あ
か
り
と
り
を
下
り
た
光
り
」ー

「下
り
た
」

と
い
う
動
的
な
表
現

で

「光
り
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
が

(
こ
の

「光
り
」

は
、
晴
れ
た
空
か
ら
も
た
ら

ヘ

へ

さ

れ

る

日
射

し

を
言

っ
て

い

る

の

で
あ

り

、

ど

ん
よ

り

と

し

た
光

あ

る

い

は
明

る

へさ

で

は

な

い
だ

ろ

う
)
、

そ

れ

は
、

そ

の

「
光

り
」

が

、

「
あ

か

り

と

り
」

か

ら
絶

え

ず

、

そ

し

て

ま

ん
べ

ん
な

く

射

し
込

み

、

壁

に
静

止

し

た
形

で
常

に
当

っ
て

い

う

ぐ

ひ

る

と

い
う

性

質

の
も

の

で

は
な

い
。

「
魚

の
か

た

ち
と

な

っ
て
き

え

る
」

「
石

斑

魚

に
似

た
魚

の
…

…

つ

め
た

く

は
し

る
」

と

い
う
後

出

の
詩

句

が

、

そ

の
こ

と

を
端

的

に
語

っ
て

い

る
。

こ

の

「
光

り

」

の
動

き

に

つ

い

て

は
、

二

つ

の

こ
と
が

考

え

ら

れ

る
。

一
つ

は
、

日

射

し

が
雲

に
さ

え
ぎ

ら

れ

る

か
、

木

木

の
葉

の
そ

よ
ぎ

に
さ

え

ぎ

ら

れ

る

か
し

て
、

「
あ

か

り

と

り

」

か
ら

射

す
光

が

断

続

的

に
壁

に
映

る
場

合

で
あ

る
。

も

う

一
つ

は
、

厨

の
中

で

せ

わ

し
く

立

ち
働

い
て

い

る
者

の
動

作

に

つ
れ

て
、

そ

二
五



文

学

部

論

集

の
者
の
体
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
光
が
壁

に
映

っ
た
り
動
い
た
り
消
え
た
り
す
る
場

合
で
あ
る
。

こ
の
作
品
が
表
現
し
て
い
る
諸
情
景
か
ら
判
断
し
て
、
後
者
の
場
合

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「魚

の
か
た
ち
と
な

っ
て
き
え
る
」
「
…
…
つ
め
た

く

は
し
る
か
」
と
い
う
表
現
は
、
壁

に
映
る
光
の
動
き
が
非
常

に
素
早

い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
光
の
素
早
い
動
き
は
、
厨
で
働

い
て
い
る
人

(人
人
)

の
き
び
き

び
と
し
た
動
作
や
、
手
際
の
よ
い
勝
手
仕
事

の
様
子
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
形
で
表
現

し
て
い
る
。

厨
の
壁
の
上
の
方

に
あ
る

「あ
か
り
と
り
」
か
ら
射
し
入

っ
た
光
が

「す
す
け

た
壁
」
に
映
る
。
厨

で
働

い
て
い
る
者

の
動
作
に
即
応
し
て
、
光
は
さ
え
ぎ
ら
れ

た
り
、
さ
え
ぎ
ら
れ
な
か

っ
た
り
し
て
壁
面
で
明
滅
し
、
時
に

「魚

の
か
た
ち
と

な
つ
て
き
え
」

た
り
、

「…
…
つ
め
た
く

は
し
」

っ
た
り
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
「
ふ
る
さ
と
の
家
の
壁
」
や
、
そ
こ
に
映

っ
た

「光
り
」
を
追
懐
し
て
い

る
作
者
が
心
中
に
抱
い
て
い
た
も
の
は
、
「す
す
け
た
壁
I

」
(
こ
の

「ー

」

は
意
味
深
い
)

に
か
こ
ま
れ
た
厨
で
、

「魚
の
か
た
ち
」

に
光
を
走
ら
せ
た
り
、

消
し
去

っ
た
り
し
て
立
働

い
て
い
た

フ
か
る
さ
と
の
家
L
の
人
人
に
対
す
る
親
近

と
慈
し
み
の
情

で
あ
り
、
そ
こ
で
営
ま
れ
た
生
活
に
対
す
る
思
い
で
あ
る
。

こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
光
に
関
す

る
比
喩
表
現
は
、
初
期
の
田
中
冬

二
に
み

ら
れ
る
独
特

の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
鋭
い
感
受
性
と
繊
細
な
感
性

に
裏
う
ち
さ

れ
て
い
る
。
「魚
の
か
た
ち
と
な

っ
て
」
と
い
う
捉
え
方
と
表
現
の
仕
方
は
、
「光

り
」
が
持

つ
潤
い
に
み
ち
た
光
沢
や
、
な
め
ら
か
さ
、
敏
捷
さ
、
素
早
さ
、
捉
え

難
さ
、
浮
游
性
と
い

っ
た
諸
性
格
を
皮
膚
感
覚
を
通
し
て
的
確
に
表

現

し
て

い

る
。
「厨

の
あ
か
り
と
り
を
下
り
た
光
が
/
魚
の
か
た
ち
と
な

っ
て
き
え
る
」i

「
下

り

た
光

が

…

…
き

え

る
」

と

い
う

表

現

上

の
呼

吸

は
、

驚

き

や

す

い
魚

が

、

二
六

敏
感
な
神
経
を
澄
ま
し
て
あ
た
り
を
う
か
が
い
、
わ
ず
か
な
気
配
に
も
素
早
く
反

応
し
て
物
蔭
に
か
く
れ
る
よ
う
な
姿
と
そ
の
動
き
を
、
読
む
者
に
想
起
さ
せ
る
。

こ
の
表
現
で
は

「き
え
る
」
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
「
き
え
る
」
た
め
に
「光

り
」
は

「下
り
」
て
き
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
「
き
え
る
」
瞬
間
の

「光
り
」

の
動
き
が
特
に
素
早
い
姿
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「厨
の
あ
か
り
と
り
を
下
り
た

光
り
」
は
、
そ
の
段
階
で
は
ま
だ

「魚

の
か
た
ち
と
な
つ
て
」

は
い
な
い
。

「す

す
け
た
壁
」
を

「
つ
め
た
く
は
し
る
」
時
に
、
あ
る
い
は

「き
え
る
」
時

に
、
そ

れ
は

「魚

の
か
た
ち
と
な

っ
て
」

い
る
の
で
あ
る
。

「光
り
」

の
動
き
は

一
様
で

は
な
く
、
そ
こ
に
は
或
る
程
度
の
緩
急
の
差
が
生

じ

て

い
る
。
そ
れ
ら
の

「光

り
」
が
消
え
た
後
に
残

っ
て
い
る
の
は

「壁
」
で
あ
る
。

「
ふ
る
さ
と
は
刈
麦
の
匂
ふ
頃
/
そ
し
て
ま
た
そ
ろ
そ
ろ
氷
水
を
の
む
頃

で
あ

る
」
と
い
う
第
五
行
、
第
六
行

の
表
現
は
、
そ
れ
ま
で

「壁
」
に
注
が
れ
て
い
た

眼
が
、
外
界
に
む
け
ら
れ
、
あ
た
り
に
た
だ
よ
う
季
節
感
が
的
確
に
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
す
で
に
麦
は
刈
り
と
ら
れ
て
乾
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
匂

い

が
初
夏

の
空
気

の
中
に
た
だ
よ

っ
て
い
る
。

「そ
ろ
そ
ろ
氷
水
を
の
む
頃
」

と

い

う
、
季
節
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
は
、
初
夏
の
空
気

の
爽
や
か
さ
を
言
外
に
述

べ
、
そ
こ
に
か
す
か
に
た
だ
よ
う

「刈
麦
の
匂
」
い
の
性
質
を
も
暗

示

し

て
い

る
。
そ
れ
と
共
に
、
明
る
い
外
光
や
空

の
色
や
日
ざ
し
の
強
さ
を
想
像
さ
せ
、
そ

う
し
た
外
界
と
、

「す
す
け
た
壁
」
を
持

つ
家
屋
内
部
と
の
明
暗
の
差
を
対
比
的

に
表
現
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
季
節
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、

「厨

の
あ
か
り
と
り
を
下
り
た
光
り
」

の
明
度
や
光
の
量
に
も
微
妙
な
影
響
を
も

た
ら
し
て
い
る
。
そ
の

「光
り
」
は
麦
秋
と

い
わ
れ

る
初
夏

の
頃

の
光
で
あ

っ

て
、
そ
れ
ゆ
え
に

「
す
す
け
た
壁
」

の
上
で
、
「魚

の
か
た
ち
と
な
つ
て
」
走

っ



た
り
消
え
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
比
喩
表
現
を

用

い
る
こ
と
が
作
者
に
と

っ
て
可
能

に
な

っ
た
。

「稲
妻
が
し
て
ゐ
る
/
納
屋

の

壁
に
/
ら
く
が
き
の
大
入
道
が
生
き
て
く
る
」
(
「山

へ
来
て

11
」
)

と

い
う
情

景
や
表
現
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

第
六
行
の

「そ
し
て
ま
た
そ
ろ
そ
ろ
氷
水
を
の
む
頃

で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
に

つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
考

え

て

み

た

い
。

こ
こ
に
用

い
ら
れ
て
い
る
副
詞

「
ま
た
」
は
、
「そ
し
て
ま
た
」
と
上
の
語
に
連
な

っ
て

「そ
の
ほ
か
に
」
「別
に
」

と
い
う
意
を
表
わ
す
と
共
に
、

「ま
た
そ
ろ
そ
ろ
…
…
」
と
下
の
語
に
か
か

っ
て

「ふ
た
た
び
」
と
い
う
意
を
も
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の

「
ふ
た
た
び
」
は
、

「刈
麦
の
匂
ふ
」

こ
の
季
節
に
な
る
と
、
毎
年
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
今
年
も
ま

た
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
意
味
の

「ふ
た
た
び
」
で
あ
る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、

「氷
水
を
の
む
頃
で
あ
る
」

と
い
う
認
識
は
、

こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
あ

る
限
り
に
お
い
て
は
、
今
年
の

「
ふ
る
さ
と
」
の
状
況
に
関
す
る
認
識
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
認
識
そ
れ
自
体
が
、

「
い
ま
も
つ
め
た
く
は
し
る
か
」
と
い

う
詩
句
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
て
み
た
場
合
、
か
つ
て
自
分
が

「ふ
る
さ
と
」

に
あ

っ
て
経
験
し
た
過
去

の
事
実
に
立

っ
て
な
さ
れ
た
類
推
的
判
断
で
あ
る
、
と

言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

つ
ま
り
、
自
分
が
か
つ
て
故
郷
に
い
た
子
供
の
頃
、
氷

水
を
飲
ん
だ
季
節
を
故
郷

は
今
年
も
迎

え
た
。
今
も
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
、
氷

水
を
人
人

は

(特

に
子
供
た
ち
は
)
飲

ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
追
懐

の
思

い
が
こ
の
詩
句
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
追
懐
の
情
の
底
に
は
、
昔
と

は
変

っ
て
し
ま

っ
た
か
も
知
れ
な
い
、

と
い
う
思
い
が
な
に
が
し
か
潜
ん
で
い
る

よ
う
に
も
み
て
と
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
第
五
行

の

「
ふ
る
さ
と
は

刈
麦
の
匂
ふ
頃
」
と
い
う
詩
句
も
ま
た
、
現
在
の

「
ふ
る
さ
と
」
の
情
景
と
、
回
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⑥

想
さ
れ
た
過
去
の

「
ふ
る
さ
と
」
の
情
景
と
が
、
重
ね
合
わ
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
、
と
考
え
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
に
、
現
在

の

「
ふ
る
さ
と
」
の

状
況
や
情
景
を
、
遠
く
離
れ
た
地
点
か
ら
思
い
や

っ
て
書
か
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、

「
ふ
る
さ
と
」

に
寄
せ
る
念
が
強
く
表
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
念
に
よ

っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
象
が
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
備
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。

う

ぐ

ひ

ち

な

み

に
、

「
石

斑
魚

」

は

「
は
や

」

「
い
だ

」

「
あ

か

は
ら

」

と
も

言

い
、

食

用

魚

で
あ

る
。

「
コ
イ

科

の
淡

水

魚

。

体

長

四

五

セ

ン
チ

メ
ー

ト

ル
に

達

す

る
。

う
わ
あ
ご

体

は
細
長
く
や
や
側
扁
す
る
。
上
顎
は
下
顎
よ
り
突
出
す
る
。
日
本
各
地
に
分
布

し
、
降
海
型
と
淡
水
型
が
あ
る
。
三
～
七
月
は
産
卵
期
で
、
体
側

に
三
本
の
赤
色

縦
帯
が
出
現
す
る
。

釣
り
の
対
象
魚
と
し
て
人
気
が
あ
る
。
」
と

『魚

の
手
帖
』

(
小
学
館
刊
)
は
述
べ
、
「瀬
瀬
走
る
や
ま
め
う
ぐ
ひ
の
う
ろ
く
つ

の
美
し
き
春

の

山
ざ
く
ら
花
」
と
い
う
若
山
牧
水

の
短
歌

(歌
集

『
山
桜
の
歌
』
所
収
)
を
添
え

て
い
る
。

「瀬
瀬
走
る
」

と
い
う
牧
水

の
表
現

は
、

透
明
な
水
の
流
れ
や
つ
め
た

さ
を
通
し
て

「
う
ぐ
ひ
」

の
俊
敏
な
動
き
が
鮮
明
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
田
中
冬

う

ぐ

二
が

「す
す
け
た
壁
」

に
描
い
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
魚
の
姿
で
あ
る
。

「
石
斑

ひ魚

に
似
た
魚

の
/

い
ま
も

つ
め
た
く
は
し
る
か
」
と
い
う
感
慨
は
、
言
い
換
え
れ

ば
、
ふ
る
さ
と
の
家
の
厨

の
す
す
け
た
壁

は
今
も
変
ら
ず
に
あ
る
か
、
そ
し
て
そ

れ
ら
が
変
ら
ず

に
あ
る
よ
う
に
、
ふ
る
さ
と
の
人
人

の
生
活
も
変
る
こ
と
な
く
営

ま
れ

つ
づ
け
て
い
る
か
、

と
い
う
感
慨
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て

も
、

「
つ
め
た
く
は
し
る
か
」

と
い
う
表
現
は
、
冬
二
独
自

の
感
覚
的
な
捉
え
方

だ
。
そ
れ
は
、
「魚

の
か
た
ち
」
「氷
水
を
の
む
頃
」
と
い
う
詩
と
相
関
し
て
、
初

夏

の
空
気
の
澄
み
具
合
や
光
の
爽
や
か
さ
や
、
屋
内

の
か
げ
り
深
さ
や
涼
し
さ
や

静
か
さ
や
、
人
人
の
立
居
振
舞
の
ひ
そ
や
か
さ
や
か
そ
け
き
気
配
な
ど
を
言
外

に

二
七
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表
現
し
て
い
る
。
こ
の
作
品

の
世
界
そ

の
も
の
が
全
体
と
し
て
澄
ん
で
お
り
、
視

界
は
明
晰
で
あ
り
、
事
物
の
輪
廓
や
色
調
は
鮮
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
描

か
れ
た
情
景
が
追
懐
的
な
形
の
も
と
に
表
現

さ
れ

て

い
る
こ
と
に
も
よ

っ
て
い

る
。
時
問
的
、
距
離
的
な

へ
だ
た
り
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
の
い
わ
ば

フ
ィ
ル
タ
ー

に
濾
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
作
品
の
構
成
な
い
し
展
開
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
第
七

行
以
降
最
終
行
に
至
る
四
行
は
、
初
行
か
ら
第
四
行
に
至
る
四
行
の
ほ
と
ん
ど
繰

り
返
し
で
あ
る
。
後
半
四
行
の
表
現
は
、
前
半
四
行

の
表
現
の
い
わ
ば
ヴ

ァ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
間
に
置
か
れ
た

「
ふ
る
さ
と
は
刈
麦
の
匂
ふ
頃
/
そ
し

て
ま
た
そ
ろ
そ
ろ
氷
水
を
の
む
頃
で
あ
る
」
と
い
う
二
行
の
詩
句
は
、
そ
れ
ら
繰

り
返
し
の
詩
句
を
補
強
し
、
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
光
彩
と
陰
影
を
も
た
ら
す
働
き
を

し
て
い
る
。

晩
秋
小
景

と
り
い
れ
の
す
ん
だ
野
良
は

が
ら
ん
と
し
て

む
か
う
の
道
か
ら
は

空
が
し
ろ
い
障
子
を
た
て
て
ゐ
る

*

蛾

の
羽

の
い
ろ
を
し
た
林
に

雨

の
し
ぶ
い
音

頬
か
む
り
の
百
姓
が

は
、だ
か
馬
を
ひ
い
て
ゆ
く

片
手
に
さ
げ
た
酒
徳
利
に
は

さ
む
い
雨
の
風
景
が
ま
は
つ
て
ゐ
る

二
八

「晩
秋
小
景
」
と
い
う
題
名
を
も
つ
こ
の
作
品
は
、
「*
」
印
を
介
在
さ
せ
て
前

半
と
後
半
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
考
え
よ
う
に
よ

っ
て
は
、
二
つ

の

「
小
景
」
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
、

「晩
秋
」

と
い
う
共
通

項
で
統
括
し

「晩
秋
小
景
」
と
い
う
総
題
を
賦
与
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま

り
、
前
半
部
の

「野
良
」
の
情
景
と
、
後
半
部
の

「林
」
及
び
そ
の
近
辺
の
情
景

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所
の
情
景
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
を
い
わ
ば

モ
ソ
タ
ー
ジ

ュ

的
に
統
括
し
て

一
篇
の
詩
に
し
た
、
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
。

し
か
し
、
前
半
部
最
終
行
の

「空
が
し
ろ
い
障
子
を
た
て
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩

句
と
の
関
連
で
後
半
部
の
詩
句
を
読
む
と
、
前
半
部
と
後
半
部

の
情
景

は
、
同

一

の
視
点
に
立

っ
て
捉
え
ら
れ
た
、
同

一
視
野
内

の
そ
れ
ぞ
れ
の
情
景
で
あ
る
、
と

み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
作
者
は
同

一
地
点

に
立

っ
て
視
点
を
移
動
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
視
点
の
移
動

に
と
も
な

っ
て
、
前
半
部
と
後
半
部

の
情
景

の

間
に
は
二
つ
の
要
素
が
介
在
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

一
つ
は
距
離
的
な
隔
り

(遠

近
)
で
あ
り
、

も
う

一
つ
は
時
間
的
な
隔
り

(
「時
」

の
経
過
)
で
あ
る
。

つ
ま

り
、

「と
り
い
れ
の
す
ん
だ
野
良
」

の
は
ず
れ
た

「蛾

の
羽

の
い
ろ
を
し
た
林
」

が
あ
り
、
そ
の

「林
」
の
あ
た
り
に
雨

は
降
り
始
め
、
や
が
て
間
も
な
く
こ
ち
ら

の

「野
良
」
に
も
降
り
進
ん
で
く
る
だ
ろ
う
気
配
を
、

「林
」

か
ら
見
れ
ば

「野

良
」
の
こ
ち
ら
側
に
立

っ
て
作
者
は
感
じ
と
り
、
あ
る
い
は
見
て
と

っ
て
い
る
。

ヘ

へ

こ
ち
ら
側
の
静
に
対
し
て
、
む
こ
う
側

の
動
、
こ
ち
ら
側

の
情
景
は
ま
だ
濡
れ
て

い
ず
、
む
こ
う
側
は
す
で
に
濡
れ
て
い
る
。
両
者
間

に
み
ら
れ
る
こ
の
ズ

レ
が
、



こ
の
作
品
世
界
に
、
ひ
そ
や
か
な
動
き
と
立
体
感
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情

景
に
起
伏
と
陰
影
を
賦
与
し
た
。
こ
れ
ら
の
情
景
を
見
る
作
者
の
眼
は
澄
み
き

っ

て
い
る
。
作
者
の
視
界

の
中
に
拡
が
る
道
や
、
道
が
示
し
て
い
る
距
離
は
、
そ
の

距
離
を
お
お
う
空
気
と
共
に
極
め
て
鮮
明
に
捉

え
ら

れ

て
い

る
。
そ
の
た
め
、

「野
良
」
の

「が
ら
ん
と
し
」
た
有
様

も
、
「む
か
う
の
道
」
の
様
子
も
、
「百
姓
」

や

「
は
だ
か
馬
」
の
姿
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
輪
郭
を
明
晰
に
し
て
い
る
し
、
リ
ア
リ

テ
ィ
の
あ
る
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

第

一
行

の

「
と
り
い
れ
の
す
ん
だ
野
良

は
」

と

い
う
詩

句

は
、

「野
良
」
が

「が
ら
ん
と
し
」
た
様
子
を
し
て
拡
が

っ
て
い
る
、
と
い
う
現
在
只
今
の
情

景

を

単
に
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

「と
り
い
れ
」

の
済
む

以
前

の
野
良

の
有

様
や
、

「
と
り
い
れ
」
作
業
そ
の
も

の
の
活
況
も
、
労
働

に
従
事
す
る
人

々
の
姿

や
、
そ
の
動
き
や
息
づ
か
い
汗
の
し
た
た
り
と
い

っ
た
よ
う
な
も
の
ま
で
を
、
言

外
に
表
現
し
て
い
る
。
次
第
に
刈
り
取
ら
れ
て
い
く
稲
の
、
刈
り
取
ら
れ
る
時

に

見
せ
る
穂
や
葉
や
茎
の
動
き
や
葉
ず
れ

の
音
、
肌

に
触
れ
る
空
気

の
感
触
、
そ
し

て
、
「と
り
い
れ
」
が
進
む
に
つ
れ
て

開
け
て
い
く
視
界
の
む
こ
う
に
見
え
て
く

る
風
景
の
ひ
ろ
が
り
、
そ
う
し
た
も
の
を
読
む
者
に
想
像
さ
せ
る
働
き
を
、
こ
の

詩
句
は
内
に
秘
め
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
現
出
し
た
眺
望
を
、
第

二
行

の

「が
ら
ん
と
し
て
」
と
い
う

詩
句
は
表
現
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
視
界

の
拡
が
り
の

「
む
か
う
」
に

「道
」
が

見
え
、
そ
の

「道
」
の
は
ず
れ
の
方

か
ら

「空
が
し
ろ
い
障
子

を

た

て
て
」
く

る
。
こ
の

「が
ら
ん
と
し
て
」
と
い
う
詩
句
は
、
さ
え
ぎ
る
も

の
の
な
い
空
間
的

な
拡
が
り
を
表
現
し
て
い
る
ぽ
か
り
で
は
な

い
。
「と
り
い
れ
の
す
ん
だ
野
良

は
」

と
い
う
前
行

の
詩
句
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
み
る
な
ら
ぽ
、
「
と
り
い
れ
」
時

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑥

の
活
況
と
対
比
さ
せ
る
形
で
、
そ
れ
の
済
ん
だ
後

の
ひ

っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え

っ

た
気
配
を
表
現
し
て
も
い
る
。

こ
の
詩
句
が
表
わ
し
て
い
る

一
種

の
空
漠
感
と
静

謐
感
は
、
こ
の
作
品
の
詩
世
界
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
こ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
鮮
明
度
を
増
し
輪
郭
を
鮮
や
か

に
し
た
。
「
が
ら
ん
と
し
て
」
い
る
の
は
、
し
か
し
、
「野
良
」
ば

か
り

で

は
な

い
。
「
む
か
う
の
道
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

こ
の

「が
ら
ん
と
し
て
」

と
い
う

詩
句
は
、
「
野
良
」

の
中
を
、

た
ぶ
ん
む
こ
う
か
ら
手
前
に
む
か

っ
て
走

っ
て
い

る

「道
」
の
規
模
を
、

つ
ま
り
道
幅
や
広
さ
の
程
度
な
ど
を
暗
黙
の
裡
に
想
像
さ

せ
る
働
き
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
と
り
い
れ
の
す
ん
だ
野
良
」
の

「が
ら
ん
と
し
」
た
眺
望
を
横
軸
と
す
る
な
ら
ば
、
「む
か
う
の
道
か
ら
」
と
表
現

さ
れ
た

「道
」
は
、
そ
れ
と
交
わ
る
縦
軸

の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

第
四
行

の

「空
が
し
ろ
い
障
子
を
た
て
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
き
わ
だ

っ

た
表
現
で
あ
り
、
前
半
部

の
詩
句

の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
特
に

「空
」
を

擬
人
化
し
た
手
法

は
意
表
を
つ
く
表
現
で
あ

っ
て
、
田
中
冬
二
が
し
ば
し
ば
用
い

る
独
自
の
詩
的
技
法
で
あ
る
。

「う

つ
く
し
い
朝
焼
の
小
雨
の
朝

は
や
く
/
紺

の
匂

ひ
も

あ

た
ら

し
く
旅
人

(
7
)

i

初
夏
が
/
爽
か
に
着

い
た
の
を
み
た
/
青
い
麦
畑
の
道
を
i

」
(
「暦
」
)

「巻
煙
草
を
つ
つ
む
う
す
い
ぎ
ん
紙

の
や
う
な
/
秋

の
夜
が

ひ
ろ
び

う
と

ね

　　
　

て

ゐ

る
」

(
「
秋

の
夜

」
)

あ
は
せ

「秋

は
袷
の
着
物

に
ゐ
た
/
わ
た
し
は
昨
夜

し
ろ
い
洗
面
器

の
井

戸
水
に
/

す
く

秋
を
い
つ
ば
い
掬

つ
た

(略
)
秋
は

秋

は

ど
こ
か
ら
/
信
越
線
軽
井
沢

の
駅

で

夏
の
頃
売

つ
て
ゐ
た
う
す
紙
に
つ
つ
ん
だ
青

い
つ
め
た
い
氷
菓
子
に

秋

の

　　
　

顔
は
あ

つ
た
ー

」
(軽
井
沢

の
氷
菓
子
)

二
九
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こ
れ
ら
の
詩
旬
に
み
ら
れ
る
擬
人
化
表
現

に
通
ず
る
技
法
で
あ
り
、
こ
う
し
た

擬
人
法
の
駆
使
に
よ

っ
て
、
田
中
冬

二
独
特

の
詩
的
世
界
が
鮮
や
か
に
現
出
し
て

い
る
。

こ
の
第
四
行
は
、
こ
の
作
品
の
前
半
部
を
詩
た
ら
し
め
て
い
る
重
要
な
詩
句
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
後
半
部
最
終
行

の

「
さ
む
い
雨

の
風
景
が
ま
は
つ
て
ゐ
る
」

と
い
う
詩
句
と
共
に
、
こ
の
作
品
全
体

の
ポ

エ
ジ
イ
を
濃
縮
さ
せ
結
晶
さ
せ
る
た

に

が
り

め

の
、

い
わ
ぽ

苦
汁

の
役

目

を

は
た

し

て

い
る
。

「空
が
し
ろ
い
障
子
を
た
て
て
ゐ
る
」
ー

さ
い
ぜ
ん
ま
で
晴
れ
て
い
た
空
が
、

次
第
に
雨
を
含
ん
だ
白
い
雲
に
お
お
わ
れ
始
め
、
や
が
て
空
全
体
が
そ
の
雲

に
お

お
わ
れ
て
ゆ
く
、
そ
の
静
か
な
し
か
し
素
早
い
動
き
が
、
「障
子
を
た
て
て
ゐ
る
」

と
い
う
具
体
的
な
表
現
で
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「空
が
」、

つ
ま
り

「空
」

自
ら
が

「障
子
を
た
て
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、

ス
ム
ー
ズ
で
あ
り

つ
つ

一
種
の
段
階
的
な
動
き
が
感
じ
と
れ
る
。
け
じ
め
も
な
し
に
、
ま
た
は
順
序
も
な

く
、
或
い
は
無
差
別
に
雲
が
拡
が

っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
僅
か
な
時
間
的

へ
だ

た
り
を
置
い
て
、
む
こ
う
か
ら
こ
ち
ら

に
む
か

っ
て
次
第
に
白
い
雲
が
拡
が

っ
て

く
る
様
が
、

眼
に
見
え
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
雲

の
動
き
は
、
「空

ヘ

へ

が
」
と
い
う
表
現
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
複
雑
さ
を
増
し
、
「空
に
」

何
者
か
が
障
子
を
た
て
て
い
る
場
合
と
は
全
く
異
な
る
動
き
が
生
じ
て
い
る
。
ま

た
、
次

々
と
た
て
ら
れ
て
ゆ
く

「障
子
」
の
白
さ
と
の
関
連
で
、
作
中
ど
こ
に
も

描
か
れ
て
い
な
い
空
自
体
の
青
さ
が
、
残
像
の
よ
う
に
読
者
の
脳
裡
に
浮
か
び
上

っ
て
く
る
。
そ
の
空
の
青
さ
と
の
対
比

に
お
い
て
、

「障
子
」

の
白
さ
が
き
わ
だ

っ
て
く
る
。

「障
子
を
た
て
て
ゐ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
詩
句
か
ら
は
、

障
子

三
〇

を
た
て
る
時
に
生
ず
る
音
は
き
こ
え
て
こ
な
い
。
敷
居
を
す
べ
る
音
も
、
障
子
と

障
子
が
合
わ
さ
る
時
の
音
も
、
空
の
静
け
さ
の
中

に
吸
い
と
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
「
た
て
て
ゐ
る
」
の
が

「空
」
で
あ
り
、

た
て

ら
れ
て
い
る
の
が

「障
子
」
で
あ

っ
て
、
硝
子
戸
等
で
は
な
い
こ
と
に
も
よ

っ
て

い
よ
う
し
、
先
行
の

「が
ら
ん
と
し
て
」
と
い
う
詩
句
の
も
た
ら
す
影
響
に
基
づ

く
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

一
体
に
田
中
冬

二
は
障
子
を
好
ん
で
い
て
、
し
ば
し
ば
詩

の
中
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。

「夜
が
あ
け
か
か
る
と
/
暗
い
家
の
中
に
/
ま
つ
し
ろ
ぽ
ん
で
く
る
障
子

は
/

な
ん
と
い
ふ
な
つ
か
し
い
も
の
で
あ
ら
う

(略
)
/
し
つ
か
な
夜
あ
け
の
障
子

に

　
o
　

は
/
神
様
が
お
い
で
に
な
る
と
い
ふ
」
(
「障
子
」)

と
も
し
ぴ

「も
う

う
す
さ
む
い
し
/

灯

の
ま
は
り
に

虫
が
う
る
さ
い
し
/
わ
た
し
は

　　
　

障
子
を
し
め
る
」
(
「秋

の
夜
」
)

「目
を
さ
ま
す
と

晩

い
月
の
出
に
/
障

子

に

は

木
々
や
草
が
不
思
議
な
生

き
も

の
の
か
た
ち
に
映

つ
て
/
か
れ
ら
ど
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と
か
話
し
あ

つ
て
ゐ
る
/
そ
つ
と
障
子
を
あ
け
て
み
る
に
は
/
あ
ま
り
に
神
秘
的
な
か
げ
で
あ

　
ぬ
　

る
」
(
「山

へ
来
て
」
)

「と
ろ
と
ろ
と
あ
け
や
す
き
夏

の
夜

の
/
白
骨

の
湯
や
/
し
ろ
き
障

子

に
/
山

　お
　

の
ゆ
め
も
さ
む
く
」
(
「白
骨
温
泉
」)

「秋

に
な
つ
た
/
い
つ
と
な
し
に
秋
に
な
つ
た
/
朝
夕
は
も
う
し
ろ
い
障

子

の

(
14
)

親
ま
れ
る
頃
と
な
つ
た
」
(
「蚊
帳
」)

む
ぎ
つ
き

「
麦
搗

の
う
た
に
/
か
な
し
く
暮
れ
て
ゆ
く
日
本
の
村
/
う
す
暗
く

な

り

障

子
ぼ
か
り
し
ろ
い
家
の
庭

に
は
/
筵
を
た
た
く
音
」
(
「
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
氏

　め
　

に

」
)



　

「白

い
障
子
が
深
閑
と
閉
ま
つ
て
ゐ
る
/
星
ば
か
り
の
庭
に

み
み
ず
が

泣

い

ゆ

ず

が
ま

い

(16
)

て
ゐ
る
/
抽
子
釜
あ
り
矣
」
(
「寺
」)

ほ

や

(17
)

「
ラ
ン
プ
の
火
屋
に

白

い
障
子
が
映

つ
て
ゐ
る
」
(
「秋
」
)

あ

こ
う
し
て
例
示
し
て
み
る
と
、

「障
子
」

は
多
く
の
場
合
、

そ
れ
が
開
け
ら
れ

る
に
し
ろ
閉
め
ら
れ
る
に
し
ろ
、
田
中
冬
二
に
あ

っ
て
は
、
こ
ち
ら
側

の
世
界
と

あ
ち
ら
側

(む
こ
う
側
)
の
世
界
の
間
に
在

っ
て
、
両

者

の
仲

立

ち
を
す
る
も

の
、
或
い
は
、
今
迄
見
て
い
た
情
景

か
ら
、
別
の
情
景

へ
と
視
点
を
移
行
さ
せ
る

際
の

一
つ
の
き

っ
か
け
と
な
る
も
の
、
と
い

っ
た
機
能
を
持

つ
存
在
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
場
合
に
も
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
前
半
部
の
詩
的
世
界
を
受
け
て
、
空
間
的
、
時
間
的

に
は

そ
の
延
長
線
上
の
情
景
が
、
し
か
し
そ
の
情
景
の
具
体
的
な
様
相

に
お
い
て
は
前

半
部

の
そ
れ
と
は
対
蹠
的
な
光
景
が
、
後
半
部
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
別

言
す
れ
ぽ
、
視
点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
今
迄
見
え
て
い
た
も

の
と
は

趣
を
異
に
す
る
光
景
が
視
野
の
申
に
入

っ
て
き
た
、
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

対
蹠
的
と
言
う
の
は
、
前
半
部
に
あ

っ
て
は

「が
ら
ん
と
し
」
た

「野
良
」

の
拡

が
り
が
、
広
々
と
し
た
展
望
の
も
と

に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
ま
だ
雨

は

降

っ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
後
半
部
に
あ

っ
て
は
、
「
蛾
の
羽

の
い
ろ
を
し

た
林
」
と
い
う
眺
望
を
さ
え
ぎ
る
存
在
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
す
で
に
雨

が
降

っ
て
い
る
。
そ
の
両
者

の
ち
が

い
を
言
う
の
で
あ
る
。

「蛾
の
羽
の
い
ろ
を
し
た
林
」
と
い
う
比
喩
的
表
現

は
、

木
々
の
葉

の
、

そ
れ

も
椎

の
葉
と
か
樫

の
葉
楢

の
葉
な
ど

と
い

っ
た
も
の
の
黄
葉
し
た
色
調
を
表
わ
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

「林
」
が
雑
木
林
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
単
に
黄
葉
し
た
木
々
の
葉

の
色
調
を
表
わ
す
ぼ
か
り
で
な
く
、
枯
れ
始

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑥

め
た
そ
れ
ら
の
葉
の
皺
の
寄
り
具
合
や
、
水
気
を
失

っ
て
か
さ
か
さ
し
た
有
様
を

も
表
わ
し
、
更
に
、
次
行
の

「雨
の
し
ぶ
い
音
」
と
い
う
詩
句
と
の
相
関
関
係

に

お
い
て
、
そ
の

「
し
ぶ
い
音
」
を
も
た
ら
す
枯
葉

の
濡
れ
具
合
を
も
暗
示
し
て
い

る
。

つ
ま
り
、
「雨

の
し
ぶ
い
音
」
は
、

木

々
の
葉

の

「蛾

の
羽

の
い
ろ
」
を
き

わ
だ
た
せ
、

同
時
に
、
「蛾

の
羽

の
い
ろ
」
を
し
た
木
々
の
葉
は
、

そ
れ
を
濡
ら

し
て
降
り
続
く

「雨
の
し
ぶ
い
音
」
の
音
質
や
高
低

の
度
合
を
暗
示
し
て
い
る
、

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
こ
こ
で
は
、

表
立

っ
て
は
、
雨

の
姿
よ
り
も
そ

の

「
し
ぶ
い
音
」
が
聴
覚
を
濡
ら
す
よ
う
に
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の

「
し
ぶ

い
音
」
は
次
第
に
あ
た
り
に
拡
が

っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
あ
た
り
に
た
だ
よ
う
枯
葉

や
土
が
発
す
る
か
す
か
な
匂
い
が
感
じ
ら
れ
、
「
し
ぶ
い
音
」
を
た
て
て
降
る
雨

の
強
弱
の
度
合
や
、
雨
脚
の
速
さ
の
程
度
も
感
じ
と
れ
る
。

次
第
に
範
囲
を
拡
げ
な
が
ら
、
静
か
に
降
り
進
ん
で
ゆ
く
雨

の
性
質

に
見
合
う

形
で
、
「頬
か
む
り
の
百
姓
」

の
姿
や

「
は
だ
か
馬
」

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

「頬
か
む
り
の
百
姓
」

と
い
う
表
現
か
ら
は
、
雨
が
予
期
せ
ぬ
仕
方
で
降
り
始
め

た
ら
し
い
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
雨
に
打
た
れ
て
、

「
は
だ
か
馬
」

の
毛

が
し

っ
と
り
と
し
た
光
沢
を
示
し
な
が
ら
濡
れ
て
ゆ
く
様
が
、
そ
れ
と
な
く
表
現

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

「百
姓
」
と

「
は
だ
か
馬
」

の
姿
は
、

「
と
り
い
れ

の

す
ん
だ
」
後
の
田
園
風
景
に
ふ
さ
わ
し
い
。

「蛾

の
羽

の
い
ろ
を
し
た
林
」

の
あ
た
り
を
道
が
通

っ
て
い
る
。

そ
の
道
は
、

前
半
部
で

「む
か
う
の
道
か
ら
は
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

「道
」

で
あ

る
だ

ろ

う
。
そ
の

「道
」
を

「頬
か
む
り
の
百
姓
が

は
だ
か
馬
を
ひ
い
て
ゆ
く
」

の
で

あ
る
。
「ゆ
く
」
の
で
あ

っ
て
、

向
う
か
ら

「く
る
」

の
で
は
な
い
。

し
か
し
そ

の
場
合
で
も
、

こ
の

「ゆ
く
」

は
、

か
な
ら
ず
し
も
こ
ち
ら
か
ら
向
う

へ

「ゆ

二
二



文

学

部

論

集

く
」
と
ば
か
り
は
断
定
で
き
な
い
。

「道
」
そ

の
も

の
が
、
「が
ら
ん
と
し
」
た

「野
良
」
の
中
を
手
前
に
む
か

っ
て
真
直
ぐ
に
走

っ
て
い
る
と
は
断
定
で
き
ず
、

こ
と
に
よ
る
と

「林
」
の
近
辺
を
迂

回
し
た
り
し
て
、
こ
ち
ら
か
ら
見
る
と
横

の

方
に
そ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の

「道
」
に
従

っ
て
、

「百
姓
」
が

「ゆ
く
」
の
で
あ
る
。

作
者
の
視
線
は
、

こ
の
作
品
の
中
で
縦

か
ら

横

へ
と
さ
り
げ
な
く
、

し
か
し
敏
捷

に
動
き
、
「晩
秋
」
の

「小
景
」
を
鋭
く
選

び
と
り
、
そ
の
中
か
ら

「晩
秋
」
の
田
園
風
景
に
ふ
さ
わ
し
い
情

景

を
抽
出

し

て
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
山
水
画
の

一
情
景
の
如
く
に
形
象
化
し
て
い
る
。

「片
手
に
さ
げ
た
酒
徳
利
に
は
」
と

い
う
詩
句
の
う
ち
、
「片
手

に
」
と
い
う
表

現
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
作
者
の
詩
的
技
法
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。
理
屈
か
ら

言
え
ば
、

片
方

の
手

は

「
は
だ
か
馬
を
ひ
い
て
」
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「酒
徳

利
」
は
あ
い
て
い
る
片

一
方

の
手
で
持

つ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
を
承
知
の
上

で
、

「片
手
に
」

と
い
う
ふ
う
に
こ
と
さ
ら
表
現
し
て
い
る
の
は
、
詩
を
詩
た
ら

し
め
る
細
部
の
彫
琢
を
、
自
然
の
姿

に
お
い
て
さ
り
げ
な
く
な
し
得
る
田
中
冬
二

の
詩
才
の
な
せ
る
業
で
あ
る
。

「
片
手

に
さ
げ
た
…
…
」

と
表
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
酒
徳
利
」

の
不
安
定
さ
が
増

し
、
そ
の
不
安
定
な

「
酒
徳
利
」
が
、
「
は

だ
か
馬
を
ひ
い
て
ゆ
く
」
百
姓

の
歩
み
や
馬

の
動
き
に
つ
れ
て
、
ゆ
れ
動
く
さ
ま

が
的
確
に
捉
え
ら
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
動
き
は
、
最
終
行
の

「
さ
む
い
雨

の
風
景
が
ま
わ
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
そ
の
ま
わ
り
具
合

に
リ
ア
リ
テ

ィ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
。

-

こ
う
し
た
詩
句
相
互

の
有
機
的
関
連

を
、
無
意
識
に
近
い
仕
方
で
、
ほ
と
ん
ど

皮
膚
感
覚

で
さ
ぐ
り
あ
て
る
よ
う
な
自
然
さ
に
お
い
て
な
し
て
い
る
点
に
、
田
中

冬

二
の
詩
才

の
ほ
と
ば
し
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
あ
た
か
も
自
然
の
理
法
に
即
す
る

三
二

が
如
く
に
、
こ
の
作
品
の
諸
情
景

は
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。

「片
手
に
さ
げ
た
酒
徳
利
に
は
/
さ
む
い
雨

の
風
景
が
ま
は
つ
て
ゐ
る
」i

こ

の

「
ま

は

つ
て

ゐ

る

」

と

い
う
表

現

は
、

「
さ

む

い
雨

」

に
濡

れ

た

陶

磁

器
製

の

「
酒

徳

利

」

の
滑

ら

か

な
肌

合

い
や
、

そ

の

つ
め

た

さ

を

も

暗

示

的

に
表

現

し

て

い
る
。

そ

の
潤

い

の
あ

る
肌

に
映

っ
た

「
雨

の
風

景

」

は
、

そ

れ

故

に
、

一
層

音

も

な

く

滑

ら

か

に

「
ま

は

つ

て
ゐ

る
」

の

で
あ

る
。

「
さ

む

い
雨

の
風
景

」

は
、

そ

し

て
雨

自

体

も

、

「
酒
徳

利
」

の
濡

れ

た
肌

に
映

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

「
さ

む

い
」

風
情

を

つ

の
ら

せ

て

い

る
。

こ

の

「
酒

徳

利

」

は
、

ま

わ

る

こ
と

に
よ

っ

て
、

あ

た

か
も

魚

眼

レ
ン
ズ

の

よ
う

に
、

作

中

に
描

か
れ

て

い
る
諸

情

景

や
、

さ

ら

に

は
、

こ

こ

に
描

か
れ

て

い
な

い
情

景

ま

で
を

も
映

し
出

し

て

い
る

か

の
よ

う

で

あ

る
。

「
さ

む

い
」

の

は

「
雨

」

ば

か

り

で

は
な

い
。

「
風
景

」

の
眺

望

そ
れ

自

体

が

寒

々

と

し

て

い

る

の

で
あ

り

、

「
頬

か
む

り

し

た
百

姓

」

も

、

「
は
だ

か
馬

」

も

「
さ

む

い
」

の

で
あ

る
。

そ

れ

ら

を

映

し

な

が

ら

「
ま

は

つ
て

ゐ

る
」

酒

徳

利

は
、

あ

た

か
も

、

雨

模

様

の
空

の
下

に
拡

が

る

「
晩

秋

」

の

「
小

景

」

を
見

て

い

る
、

作

者

の
澄

ん
だ

眼

の
よ

う

で
あ

る
。

(
一
九

九

三

・

一

一

・
t
l
t
l>

注(
1
)

こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
農
家

の
情
景

は
、
次

の
詩
句

に
描

か
れ
た
も

の
に
通
じ

合

う
だ

ろ
う
。

ほ
し
ぐ
さ

の
中

に
ね

こ
ろ
び

/
く
れ

て
ゆ
く
空

を
な
が
め
な
が

ら
/
山
鳩
を
き

む
ぎ
つ
き

き
な
が
ら
/
ふ
と
思

ふ
/
と
ほ

い
フ
ラ
ン
ス
を
/
そ
し
て
あ
な
た
を
ノ
麦
搗

の

う
た

に
/
か
な
し
く
暮
れ
て
ゆ
く

日
本

の
村
/
う
す
暗
く
な
り

障
子
ば
か
り

き

し

ろ
い
家
の
庭

に
は
/
筵

を
た
た
く
音
/
縁
先

で
洋
燈

の
芯
を
剪

つ
て
ゐ
る
娘

/
そ
れ
か
ら
し
だ

い
に
黒

い
か
た
ま
り

に
な

つ
て
ゆ
く
桑
畑
/

た
う
も

ろ
こ
し



の
畑
/

か
う
し
て
し
つ
か
に
く
れ
て
ゆ
く

日
本

の
村

(
「
フ
ラ
ン
シ
ス

・
ジ
ャ
ム
氏

に
」
)

(
2
)

詩

の
内
実

や
そ

こ
に
描

か
れ
て
い
る
情
景
は
異

な
る
が
、
次

に
あ
げ

る
詩

は
、
詩

世
界

の
展
開

の
仕
方

に
似

た
点
が
あ

る
。

(
17
)

詩
集

『
海

の
見
え
る
石
段
』
所
収
。

ペ
ド
ジ

庭

は
暗
く
な

つ
た
/
僕
の
膝

に

ユ
ウ
ゼ

ニ
ツ
ク
ス
の
頁
が
白

い
/
僕

は
消
え
て

ヅ
ワ
イ
ラ
イ
ト

し
ま

つ
た

は
な
や
か
な
夕
空
と
/

薄

光

の
行
方
を
追

つ
て
ゐ
る
/
薔
薇
の

ひ

は

お
と

や
う
に
灯

の
映

つ
た
硝

子
戸

に
/
ぶ

つ
つ
か

つ
て
ゐ

る
蜂
1

/
そ

の
翅
音
が

僕
を
僕

に
か

へ
ら
せ
て
く
れ

る
/
け
れ
ど
僕
は
も
う
も
と
の
僕

で
な
い
/
憂
欝

プ
ロ
フ
ィ
ル

が

僕
の
肩

に
か
か

つ
て
ゐ
る
/
そ
し
て
か
な
し
い
僕

は
好

き
な
少
女

の
横

顔
を

思
ひ
浮

べ
る

(
「
ロ
マ
ソ
チ

ッ
ク
の
夕
暮
」
)

(
3
)

「
山

へ
来

て

11
」

(詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収
)

(
4
)

詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収

。

(
5
)

詩
集

『
故
園

の
歌
』
所
収

。

(
6
)

田
中
冬

二
の
詩

に
み
ら
れ

る
俳
句
的
性
質

に

つ
い
て
、
阪
本
越
郎

は

『
日
本

の
詩

歌
』
第

24
巻
所
収

「
田
中
冬

二
」
篇

の
脚
註

で
次

の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
短
詩

は
、
わ
が
国

の
伝
統
的
な
俳
句

の
世
界

に
似
通

っ
て
い
る
が
、

「そ

の
詩
を
俳
句

と

異
な
ら
し
め
て

い
る
も
の
は
、

風
物
を
捉
え
る
近
代
的
感

性

の
眼
、

つ
ま
り
視
角

の
設
定
や
、
情
緒

の
ト
リ

ミ
ン
グ
に
お
け
る
、
知
的

に

乾

い
た
審
美
的

セ
ソ
ス
で
あ
る
」

(
村
野

四
郎

「
現
代
詩
人
全
集
」

第

八
巻
解

説
)そ

れ
ら
は
思
考
を
新
鮮
な
ら
し
め
る

モ
ダ

ニ
ズ

ム
の
知
的
所
産

に
ほ
か
な
ら

な

い
。

そ
れ

は
そ
う
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
村
野

四
郎
が
言

っ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
表

現
技
法
上

の
問
題

に
傾

い
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
田
中
冬

二
の
詩
的
発
想

の
質
そ

の

も

の
に
、
俳
句
的

な
要
素
が
潜
ん
で
い
る
よ
う

に
私
は
思

う
。

(
7
)
～
(
15
)

詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収
。

(
16
)

詩
集

『
山
鴫
』
所
収
。

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑥

三
三




