
田
中
冬
二
詩
集

(
8
)
 

『
青
い
夜
道
』

私
註

現
代
詩
史
上
画
期
的
な
詩
集
で
あ
る
田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
に
収

録
さ
れ
た
全
詩
篇
の
、
綿
密
な
註
釈
を
目
的
と
す
る
。
今
回
は
第
お
篇
目
に

当
た
る
詩
「
山
へ
来
て
」
(
全
日
章
句
)
の
註
釈
で
あ
る
。
作
品
に
即
し
つ

つ
、
で
き
る
限
り
冬
二
の
詩
精
神
の
本
質
を
解
明
し
、
そ
の
独
自
性
を
論
じ

た
い
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
、
個
々
の
詩
句
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
や
韻
律
、

あ
る
い
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
詳
細
に
検
討
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の

詩
集
の
註
解
、
研
究
書
等
は
今
迄
皆
無
で
あ
っ
た
の
で
、
自
分
の
判
断
に
頼

山
へ
来
て

芋
の
大
葉
に

二
合
も
三
合
も
溜
っ
た
夜
つ
ゅ
の
中
に

ぴ
ち
ぴ
ち

ぎ
ん
に
は
ね
る
小
さ
い
魚
を
は
な
し
て
や
り
た
い

田
中
冬
三
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(
8

(
村
上

隆
彦
)

村

る
ほ
か
は
な
く
、

上

隆

彦

い
さ
さ
か
主
観
的
な
見
方
を
し
て
い
る
点
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
個
々
の
作
品
の
注
釈
を
経
て
、

す
る
こ
と
が
究
極
の
課
題
で
あ
る
。

田
中
冬
二
の
詩
世
界
を
解
明

詩
的
表
現
技
法

田
中
冬
二
、
詩
的
イ
メ
ー
ジ
、
ポ
エ
ジ
イ
、
詩
「
山
へ
来
て
」
、

キ
ー
ワ
ー
ド2 

あ
か
る
い
山
の
風

し山Eか
ろ叡Tる
いのい
皿にひ
Iこほと
はひへ
鮒主 の
の心
鉾て よ

さ

五
五
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五
六

3 

障
子
に
は

木
々
や
草
が
不
思
議
な
生
き
も
の
の
か
た
ち
に
映
っ
て

板
屋
根
に
何
か
こ
ぼ
れ
ち
る
音

か
れ
ら
ど
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と
か
話
し
あ
っ
て
ゐ
る

ね
な
が
ら

ぼ
ん
や
り
き
く
山
の
宿
り

そ
っ
と
障
子
を
あ
け
て
み
る
に
は

柿
の
花

椎
の
花

あ
ま
り
に
神
秘
的
な
か
げ
で
あ
る

4 

8 

友
よ

ま
だ
星
の
で
て
ゐ
る
や
う
な
暗
い
夜
明

き
い
ろ
い
染
粉
を
送
っ
て
く
れ

戸
を
し
め
て
ね
て
い
る
私
の
家
へ

下
の
家
の
白
猫
を

虎
の
仔
に
し
て
や
る
の
だ

大
声
で
あ
い
さ
っ
し
て

5 

畑
へ
で
て
ゆ
く
村
の
人
た
ち

芋
の
大
葉
に

大
切
に
包
ん
で
持
っ
て
来
て
く
れ
た
一
尾
の
魚

そ
れ
か
ら
一
一
一
時
間
の
ま
ど
ろ
み
の
た
の
し
き

ぐ
っ
た
り
し
た
赤
い
目
の
か
な
し
い
魚
よ
り

-

1

ム
亦
い
朝
や
け
に

あ
る
ひ
は
し
づ
か
な
雨
の
音
に

し
ろ
っ
ぽ
く
ほ
ほ
け
た
芋
の
大
葉
よ
り

9 

お
お

そ
の
素
朴
の
人
情
よ

も
く
も
く
湧
く
泉
を

6 

ぢ
つ
と
み
て
ゐ
た

夜
に
な
る
と

ラ
ン
プ
の
ま
は
り
に

水
面
は
な
に
か
ゆ
ら
ゆ
ら
と
か
い
た

蛾
や
何
か
い
ろ
い
ろ
の
虫
が

や
っ
て
来
た

ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
の
か
ほ
を

わ
た
し
は

そ
っ
と
か
れ
ら
に
話
し
か
け
て
み
た

シ
エ
リ
ー
の
か
ほ
を

わ
た
し
の
親
し
い
ラ
ン
プ
の
小
さ
い
友
だ
ち
ら
に
|
l
l

10 

さ
び
し
い
こ
の
世
の
人
情
を

吊
ラ
ン
プ
ひ
く
く
さ
げ

7 

石
臼
に
き
な
粉
ひ
く
音

雨
戸
な
ん
か
し
め
な
い

か
な
し
い
眼
し
て

く
び

、
ち
っ
と
頚
を
だ
し
て
ゐ
る
馬
の
顔

ラ
ン
プ
を
け
し
て

障
子
だ
け
で
ね
る

う
す
暗
い
山
の
家
の
士
間

目
を
さ
ま
す
と

晩
い
月
の
出
に



11 

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

詩
集
『
青
い
夜
道
』
の
み
な
ら
ず
、
田
中
冬
二
の
全
詩
篇
の
中
で
も
、
こ
れ
は
、

長
い
部
類
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
し
か
し
、
長
編
詩
と
し
て
の
厳

密
な
構
成
と
敏
密
な
展
開
を
備
え
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
。
ー
か
ら
日
に
区
分
け
さ
れ
た
短
章
は

一
編
の
長
編
詩
を
構
築
す
る
為

の
一
節
と
し
て
周
到
に
展
開
さ
れ
た
詩
句
で
あ
る
よ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
短
章
が

独
立
し
た
詩
世
界
を
持
ち
つ
つ
、
相
互
に
融
合
し
あ
い
作
用
し
あ
い
な
が
ら
、
総

体
と
し
て
一
つ
の
主
題
を
表
現
し
て
い
る
|
|
い
わ
ば
、
連
作
的
要
素
の
濃
い
作

品
で
あ
る
と
み
た
方
が
よ
い
か
と
思
う
。

こ
う
し
た
連
作
的
な
作
品
構
成
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
詩
と
し
て
は
、
他

に
例
え
ば
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
)
、
「
婁
さ
く

ら
忍
冬
の
花
」
(
詩
集
『
海
の
見
え
る
石
段
』
)
、
「
故
国
の
莱
」
(
詩
集
『
山
鴫
』
)
、

「
故
圃
の
莱
一
二
一
」
(
詩
集
『
薮
麦
集
』
)
な
ど
が
あ
る
。
田
中
冬
二
の
デ
ビ
ュ
ー

作
と
い
わ
れ
る
詩
「
蚊
帳
L

(

詩
集
『
青
い
夜
道
』
)
の
場
合
に
も
、
章
立
て
は
し

て
い
な
い
も
の
の
、
作
品
構
成
の
あ
り
さ
ま
や
、
詩
世
界
の
展
開
の
仕
方
、
あ
る

い
は
語
り
口
な
ど
に
、
こ
の
「
山
へ
来
て
」
と
共
通
し
た
要
素
が
み
ら
れ
る
。

阪
本
越
郎
氏
は
、
詩
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
に
関
し
て
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
諸
特
徴
は
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
、

他
の
連
作
的
作
品
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
。
即
ち

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(
8
)

(
村
上

隆
彦
)

七
つ
の
風
物
の
エ
ス
キ
イ
ス
を
組
写
真
の
よ
う
に
並
べ
て
、
総
体
と
し
て
寒

村
の
伝
統
的
な
生
業
と
そ
れ
が
月
夜
に
描
き
出
す
陰
影
を
と
ら
え
て
い
る
。

そ
こ
に
は
観
念
的
な
情
緒
と
い
う
も
の
は
介
在
し
な
い
。
物
象
そ
の
も
の
を

素
直
に
感
じ
と
る
即
物
的
知
覚
が
生
き
て
い
る
。
(
略
)

こ
の
詩
は
ほ
と
ん
ど
難
解
な
個
所
も
な
く
、
映
画
の
シ
l
ン
の
よ
う
な
立

体
的
な
構
成
で
で
き
て
い
る
。

と
い
う
点
で
あ
る
。

詩
「
山
へ
来
て
」
は
、
詩
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
や
詩
「
故
園
の

莱
」
に
比
べ
る
と
「
映
画
の
シ

l
ン
の
よ
う
な
立
体
的
な
構
成
」
に
は
欠
け
る
点

が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
短
章
が
独
立
し
た
詩
世
界
を
持
ち
、
短
章
と
短
章
と
の

聞
の
飛
躍
あ
る
い
は
断
絶
を
埋
め
る
た
め
に
、
読
み
手
に
想
像
力
の
換
起
を
要
求

し
、
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
作
用
に
基
づ
い
て
、
総
体
と
し
一
つ
の
詩
的
世

界
を
構
築
す
る
、
そ
う
し
た
性
格
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
「
凍

豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
L

と
共
通
し
て
い
る
。

た
ぶ
ん
、
こ
の
作
品
は
、
「
山
へ
来
て
」
其
処
で
直
接
見
聞
し
た
風
物
や
、
士

地
の
人
々
の
「
素
朴
な
人
情
し
そ
の
他
、
あ
れ
こ
れ
の
う
ち
か
ら
最
も
印
象
深
く

感
じ
ら
れ
た
幾
つ
か
の
事
柄
を
選
び
出
し
、
そ
れ
ら
を
ほ
ぼ
時
間
的
な
順
序
に
即

し
て
配
列
し
、

一
編
の
詩
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
間
的
配
列
に
つ
い

て
み
て
み
る
と
、
「
山
へ
来
て
」
其
処
に
一
泊
し
、
や
が
て
迎
え
た
朝
(
翌
朝
)

か
ら
始
ま
っ
て
、
午
後
か
ら
夜
に
至
る
情
景
、
や
が
て
は
そ
の
次
の
日
の
「
夜
明
」

か
ら
午
後
に
か
け
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
翌
日
の
夕
刻
か
ら
夜
に
至
る
聞
に
見
聞
し

た
諸
情
景
等
が
順
序
を
追
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
実
際
に

五
七
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は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
朝
な
り
午
後
な
り
夕
刻
な
り
夜
な
り
は
、

か
な
ら
ず
し
も

同
じ
日
の
そ
れ
ら
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
い
わ
ば
コ
ラ
ー
ジ
ュ
風
に
構
成
さ
れ

た
も
の
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
時
点
に
お
い
て
、
直
接
に
見
調
し
体
験

し
た
事
柄
を
通
し
て
作
者
が
力
を
こ
め
て
表
現
し
よ
う
と
欲
し
た
も
の
は
、
「
山
」

の
人
々
の
「
素
朴
の
人
情
」
と
、
そ
の
「
人
情
」
に
基
づ
い
て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

て
い
る
生
活
の
実
態
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
見
聞
し
体
験
し
た
事
柄
を
通
し

て
、
作
者
は
、
自
分
が
本
来
的
に
持
っ
て
い
た
「
人
情
」
な
い
し
人
間
性
に
め
ざ

め
、
め
ざ
め
た
そ
れ
ら
に
立
脚
し
て
、
山
の
人
た
ち
の
「
素
朴
の
人
情
」
を
、

層
深
く
捉
え
理
解
し
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
人
間
的
な

共
感
は
、
す
べ
て
の
章
句
を
貫
い
て
通
底
し
て
い
る
。

ら
れ
る
も
の
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
叙
景
的
表
現
そ
れ
自
体
が
、
そ
う
し
た
人

一
見
叙
景
的
な
作
品
と
み

間
的
共
感
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
山
に
来
て
」
そ
こ

で
作
者
が
見
た
も
の
は
、
山
の
人
た
ち
の
「
素
朴
の
人
情
」
で
あ
る
と
共
に
、
そ

う
し
た
素
朴
さ
や
人
情
に
心
ひ
か
れ
る
自
分
自
身
の
性
情
や
人
間
性
で
あ
っ
た
。

「
山
に
来
て
」
と
い
う
題
名
に
は
、
そ
う
し
た
自
己
再
認
識
に
と
も
な
う
感
慨
が

ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ー
の
章
句
に
つ
い
て

こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
子
の
大
葉
」
は
里
芋
の
葉
で
あ
ろ
う
。
里
芋
の
中

で
も
「
や
つ
が
し
ら
」
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
大
葉
」
と
い
う
表
現
は
、

単
に
葉
の
大
き
き
ゃ
形
状
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
の
中
で
表
現
さ
れ

て
い
る
他
の
詩
旬
、
例
え
ば
「
か
る
い
ひ
と
へ
の
心
よ
さ
」

(
2
)
、
「
柿
の
花

椎
の
花
」

(
3
)
、
「
夜
に
な
る
と
ラ
ン
プ
の
ま
わ
り
に
/
蛾
や
何
か
い
ろ
い
ろ
の

五
八

虫
が
や
っ
て
来
た
」

(
6
)
、
「
雨
一
戸
な
ん
か
し
め
な
い
/
ラ
ン
プ
を
け
し
て

子
だ
け
で
ね
る
」

(
7
)
、
「
稲
妻
が
し
て
ゐ
る
」
(
日
)
な
ど
の
詩
句
と
共
に
、
夏

の
季
節
感
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
「
一
一
合
も
三
合
も
溜
っ
た
夜
つ

ゆ
」
の
溜
り
具
合
、
風
に
ゆ
れ
る
葉
の
動
き
と
共
に
ゆ
れ
る
「
夜
つ
ゆ
」
の
流
動 障

の
様
態
な
ど
を
想
像
さ
せ
る
。
「
芋
の
大
葉
」
に
密
生
す
る
繊
毛
は
、
「
夜
つ
ゆ
」

を
こ
ぼ
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
葉
の
内
で
こ
ろ
が
し
、
そ
の
た
び
に
朝
の
光
が
そ
こ
に

当
た
っ
て
反
射
す
る
。
夏
の
朝
の
明
る
さ
と
、
透
明
な
空
気
が
も
た
ら
す
清
涼
感

が
あ
た
り
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
「
ぴ
ち
ぴ
ち
/
ぎ
ん
に
は
ね
る
小
さ
な
魚
」
と

い
う
詩
句
は
、
そ
う
し
た
朝
の
光
や
夜
つ
ゅ
の
様
態
を
表
現
す
る
た
め
の
暗
喰
的

な
機
能
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
ぴ
ち
ぴ
ち
/
ぎ
ん
に
は
ね
る
小
さ
な
魚
を
は
な
し
て
や
り
た
い
」
と
い
う
詩

句
を
子
細
に
検
分
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
「

は
な
し
て
や
り
た
い
」
と
い

う
願
望
に
基
づ
く
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
願
望
が
生
じ
た
い
わ
れ

は
、
そ
れ
ほ
ど
に
「
芋
の
大
葉
」
の
中
に
「
溜
っ
た
夜
つ
ゆ
」
が
、
朝
の
光
の
中

で
鮮
や
か
な
相
貌
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ぎ
ん
に
は
ね
る
小
さ
な
魚
を

は
な
し
て
や
り
た
い
」
ほ
ど
に
、
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う

な
「
夜
つ
ゆ
」
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ

こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
は
な
し
て
や
り
た
い
」
と
い
う
願
望
表
現
で
あ
っ

て
、
実
際
に
放
し
て
や
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
想
像
上
の
行
為
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
が
読
み
手
の
脳
裡
に
も
た
ら
す
も
の
は
、
「
小
さ
な
魚
」

が
実
際
に
放
た
れ
た
場
合
の
情
景
で
あ
る
。
「
は
な
し
て
」
と
い
う
表
現
に
は
、

放
た
れ
た
が
っ
て
い
る
魚
を
そ
う
さ
せ
ず
に
と
ど
め
て
い
た
、
そ
れ
を
今
存
分
に

放
し
て
や
り
た
い
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
お
り
、
放
っ
た
時
の
勢
い



が
感
じ
と
れ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の
勢
い
は
、
「
小
さ
な
魚
」
の
持
つ
生
命
力
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
放
つ
際
の
手
の
動
き
や
微
妙
な

感
触
、
放
っ
た
あ
と
の
解
放
感
や
爽
快
な
皮
膚
感
覚
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
も
あ
る
。

そ
の
際
、
「
ぎ
ん
に
は
ね
る
小
さ
な
魚
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
「
、
ぎ
ん
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
場
合
極
め
て
的
確
で
あ
り
、
有
効
な
働
き
を

も
た
ら
し
て
い
る
。
銀
あ
る
い
は
銀
色
の
も
つ
玲
璃
と
し
た
光
彩
や
、
あ
る
ひ
や

や
か
な
感
触
は
、
例
え
ば
、
水
銀
の
も
た
ら
す
光
彩
や
感
触
に
似
た
も
の
が
あ
り
、

「
ぎ
ん
に
は
ね
る
小
さ
な
魚
」
の
様
態
は
、

い
つ
し
か
、
こ
ろ
が
り
な
が
ら
流
動

す
る
水
銀
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
小
さ
な

魚
」
は
、
「
夜
つ
ゆ
」
の
一
種
の
暗
喰
的
表
現
で
も
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
ぎ

ん
に
は
ね
る
」
の
は
「
芋
の
大
葉
に
二
合
も
三
合
も
溜
っ
た
夜
つ
ゆ
」
そ
の
も
の

で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
の
世
界
に
放
た
れ
、
そ
こ
で
「
ぴ
ち
ぴ
ち
/
ぎ
ん
に
は
ね

る
小
さ
な
魚
」
は
、
い
つ
し
か
露
と
朝
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
り
、
そ
れ
と
一

体
と
な
り
、
や
が
て
、
露
と
朝
の
光
の
も
た
ら
す
豊
簡
な
光
彩
を
「
芋
の
大
葉
」

の
中
に
残
し
て
消
え
は
て
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
わ
ば
光
明
礼

讃
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

2
の
章
句
に
つ
い
て

ー
の
章
句
に
描
か
れ
た
爽
や
か
な
情
景
を
引
き
継
い
で
、
「
あ
か
る
い
山
の
風
」

と
い
う
詩
句
で
始
ま
る
2
の
章
句
が
展
開
す
る
。
こ
の
「
山
の
風
」
は
、
心
地
よ

い
吹
き
ょ
う
を
す
る
湿
気
の
な
い
そ
よ
風
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
か
る
い
ひ
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と
へ
の
心
よ
さ
」
と
い
う
感
触
的
な
爽
快
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
か
る
い

山
の
風
」
の
「
あ
か
る
い
」
は
、
四
月
の
風
光
の
明
る
さ
、
風
に
ひ
る
が
え
る
草

木
の
葉
や
水
の
律
動
が
も
た
ら
す
日
の
光
の
反
映
、
空
気
の
澄
明
さ
な
ど
に
よ
っ

て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
山
の
風
」
に
触
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
か
る
い
ひ
と
へ
」
は
一
一
層
軽
く
ま
た
「
心
よ
く
」
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

「
あ
か
る
い
山
の
風
」
の
「
あ
か
る
い
」
と
「
か
る
い
ひ
と
へ
」
の
「
か
る
い
」

と
は
、
音
韻
上
響
き
合
い
相
乗
的
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
か
る
い
ひ
と
へ
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
「
ひ
と
へ
」
の
着
物
の
布
の
薄
さ

や
、
そ
の
薄
さ
が
も
た
ら
す
肌
ざ
わ
り
や
、
布
と
肌
と
の
聞
に
で
き
た
わ
ず
か
な

隙
聞
を
吹
き
ぬ
け
る
風
の
流
れ
な
ど
が
感
じ
と
れ
る
。
心
身
両
面
に
わ
た
る
「
心

よ
さ
」
が
、
作
者
の
感
覚
を
敏
感
に
し
て
い
る
。
鋭
敏
な
感
覚
に
よ
っ
て
「
山
叡

の
に
ほ
ひ
」
が
か
ぎ
と
ら
れ
、
「
し
ろ
い
皿
」
や
「
鮒
の
鮮
」
が
鋭
く
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
「
山
叡
」
の
か
す
か
な
「
に
ほ
ひ
」
は
、
「
あ
か
る
い
山
の
風
」
が
運
ん

で
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
に
ほ
ひ
」
も
「
心
よ
さ
」
を
か
た
ち

ε
つ
く
る
一
因
と

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
は
か
と
な
い
「
山
甑
の
に
ほ
ひ
」
の
淡
さ
と
、
「
か
る
い
ひ

と
へ
」
の
軽
さ
は
、
相
通
ず
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

田
中
冬
二
は
、
山
叡
や
紫
蘇
や
山
葵
な
ど
独
特
の
匂
い
や
味
を
備
え
た
植
物
に

特
別
の
噌
好
を
持
ち
、
そ
れ
ら
を
作
品
中
に
し
ば
し
ば
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ

に
描
か
れ
て
い
る
山
叡
は
鮒
鮮
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
鮒
鮮
は
「
し

ろ
い
皿
L

に
載
せ
ら
れ
て
、
眼
の
と
ど
く
範
囲
内
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら

食
べ
る
の
で
あ
ろ
う
。

鮒
鮮
は
二
般
的
に
は
大
津
や
彦
根
な
ど
近
江
地
方
の
名
産
物
と
し
て
知
ら
れ
、

名
物
は
鮒
の
俳
」
と
い

田
中
冬
二
自
身
、
例
え
ば
「
湖
水
に
近
い
昔
の
城
下
町

五
九
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う
詩
句
を
書
い
て
い
る
。
た
だ
詩
「
山
に
来
て
L

の
こ
の
章
句
に
描
か
れ
て
い
る

鮒
鮮
は
近
江
地
方
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
「
山
に
来
て
」
の
「
山
」
は
近
江
地

方
の
そ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
近
江
地
方
以
外
で
も
鮒
鮮
が
出
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
詩
に
描
か
れ
た
鮒
鮮
は
、
詩
「
み
ぞ
れ
の
す
る

小
さ
な
町
」
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
な

コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
な
手
法
に
基
づ
い
て
表
現

さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
爽
や
か
な
山
の
風
光
と
、
そ
の
中
で
実
感
し

た
「
心
よ
さ
」
を
端
的
に
、
そ
し
て
感
性
を
通
し
て
具
体
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、

そ
れ
に
適
し
た
素
材
と
し
て
「
鮒
の
俳
」
や
「
山
叡
の
に
ほ
ひ
」
や
「
し
ろ
い
皿
」

を
配
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
し
ろ
い
皿
」
の
白
さ
と
な
め
ら
か
で
ひ
ん
や
り
と
し
た
感
触
、
そ
の
上
に
載

せ
ら
れ
た
鮮
の
形
と
、
冷
え
た
米
の
粒
子
の
光
沢
、
昨
の
匂
い
や
舌
ざ
わ
り
、
味

覚
ー
ー
そ
れ
ら
が
お
の
.
す
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
表
現
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
は
、
「
し
ろ
い
皿
」
に
「
鮒
の
俳
」
が
う
っ
す
ら
と
お
と
す
陰
影
さ
え

感
じ
と
れ
る
。
「
し
ろ
い
皿
」
と
「
鮒
の
鮮
」
の
取
り
合
わ
せ
は
、
詩
「
水
郷
」

の
最
終
連
に
描
か
れ
た
「
藍
の
よ
い
瀬
戸
物
の
よ
う
な
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る

「
藍
」
色
と
「
瀬
戸
物
」
の
白
い
色
と
の
関
係
に
似
て
い
る
。
「
鮒
の
鮮
」
は
い

つ
し
か
「
し
ろ
い
皿
」
に
染
付
け
ら
れ
た
藍
色
の
絵
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

「
あ
か
る
い
山
の
風
」
に
せ
よ
、
「
か
る
い
ひ
と
へ
し
に
せ
よ
、
「
山
叡
の
に
ほ
ひ
」

「
し
ろ
い
血
」
「
鮒
の
俳
」
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
冬
二
の
心
象
世
界
に
存
在
す
る

も
の
で
あ
り
、
「
山
へ
来
て
」
感
じ
た
情
趣
を
具
象
的
に
表
現
す
る
た
め
に
選
択

し
た
物
象
で
あ
り
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

六

O

3
の
章
句
に
つ
い
て

「
板
屋
根
」
は
、
冬
二
が
詩
や
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
し
ば
し
ば
描
い
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

一
般
に
板
屋
根
は
、
風
雪
と
の
関
係
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が

今
の
場
合
の
そ
れ
は
、
こ
れ
に
加
え
て
こ
の
宿
が
素
朴
な
た
た
ず
ま
い
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
表
わ
し
、
さ
ら
に
は
、
板
と
い
う
材
質
の
も
た
ら
す
諸
印
象
風
雪

に
さ
ら
さ
れ
、
「
時
L

の
経
過
に
よ
っ
て
洗
わ
れ
て
あ
く
を
ぬ
か
れ
た
板
の
持
つ

乾
い
た
色
合
い
や
肌
ざ
わ
り
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
板
屋
根
が
備
え
て
い

る
材
質
感
は
、
「
こ
ぼ
れ
お
ち
る
音
」
の
性
質
に
、
即
ち
、
そ
の
音
質
、
音
の
強

弱
、
音
響
の
程
度
な
ど
に
徴
妙
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

第
一
行
の
詩
句
に
み
ら
れ
る
「
こ
ぼ
れ
ち
る
」
と
い
う
表
現
は
、
先
述
し
た
「
板

屋
根
」
の
も
た
ら
す
諸
印
象
と
か
か
わ
り
あ
い
つ
つ
、
落
ち
る
も
の
の
実
体
が
特

定
で
き
な
い
こ
と
と
も
関
連
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
の
「
音
」
の
性
質
を
具
体
的

に
想
像
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
「
何
か
こ
ぼ
れ
ち
る
音
L

が
す
る
、
こ
の

「
何
か
」
及
び
「
こ
ぼ
れ
ち
る
し
は
、
今
迄
保
た
れ
て
い
た
も
の
が
も
は
や
保
ち

き
れ
な
く
な
っ
て
、

お
の
ず
か
ら
「
こ
ぼ
れ
ち
る
」
と
い
っ
た
感
じ
を
伴
っ
た
表

現
で
あ
り
、
そ
れ
は
音
の
質
や
高
低
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
こ

ぼ
れ
」
て
「
ち
る
」
範
囲
を
も
想
像
さ
せ
る
。
こ
の
「
ち
る
」
は
、
「
何
か
」
が

「
こ
ぼ
れ
」
つ
つ
同
時
に
「
ち
る
」
、
そ
う
し
た
状
況
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
る

よ
り
も
、
「
こ
ぼ
れ
」
た
「
何
か
し
が
「
板
屋
根
」
に
当
っ
て
あ
た
り
に
飛
び
散

る
状
態
を
表
わ
し
て
い
る
、
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず
る
「
音
L

で
あ
り
、
そ
の
「
音
」
を
「
ね
な
が
ら

ぼ
ん
や
り
き
」
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
音
」
を
も
た
ら
す
「
何
か
し
の
実
体
は
明
示
さ
れ
て
い
な



ぃ
。
主
人
公
自
身
が
判
別
で
き
ず
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
何
か
」
は
し
か

し
、
「
こ
ぼ
れ
ち
る
」
と
い
う
詩
句
と
関
連

e

つ
け
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
も
の
で
も
重
い
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
小
粒
で

軽
く
、
し
か
し
数
量
は
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
三
行
に
「
柿
の
花
椎
の
花
」

と
い
う
詩
句
が
あ
る
の
で
、
初
夏
に
咲
く
こ
れ
ら
の
花
が
開
花
期
を
渇
き
て
散
っ

て
い
る
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
第
三
行
の
詩
句
は
、
眼
前
に
咲
い
て

い
る
花
を
現
に
見
て
、
そ
れ
を
視
覚
的
に
捉
え
て
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
花
が
「
こ
ぼ
れ
ち
」
っ
て
い
る
と
み
る
の
は
不
適
当
で

あ
る
と
思
う
。
他
の
花
が
散
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
常
緑
樹
の
葉
が
生

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
作
品
に

え
か
わ
る
た
め
に
散
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
っ
て
は
「
何
か
」
の
実
体
が
何
で
あ
ろ
う
と
き
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
で
は
な

い
。
「
山
へ
来
て
」
そ
の
静
謹
な
雰
囲
気
に
ひ
た
る
こ
と
の
で
き
た
喜
び
を
、
自

分
の
感
覚
を
通
し
て
、
と
り
わ
け
聴
覚
と
視
覚
を
十
全
に
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
肝
腎
な
点
で
あ
る
。

第
二
行
に
「
ね
な
が
ら
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
が
、
こ
の
「
ね
な
が
ら
」
は
、

気
軽
に
横
た
わ
っ
て
い
る
有
様
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
夜
の
睡
眠
の
延

長
と
し
て
床
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
と

し
て
も
そ
れ
は
昼
寝
で
あ
ろ
う
。
清
涼
な
山
の
気
を
肌
に
受
け
て
の
び
の
び
と
体

を
の
ば
し
、
山
の
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
ぼ
ん
や
り
き
く
」
の
「
ぼ
ん
や
り
」
は
、
主
人
公
の
関
心
が
「
山
の
宿
り
」

の
快
適
さ
を
満
喫
す
る
こ
と
に
む
か
っ
て
い
て
、
「
こ
ぼ
れ
ち
る
音
」
だ
け
に
留

意
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
神
経
と
注
意
力
は
、
お
の

れ
の
聴
覚
な
い
し
視
覚
を
介
し
て
、
自
己
の
内
面
世
界
に
む
か
つ
て
集
中
し
て
い
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る
の
で
あ
っ
て
、
外
面
の
「
ぼ
ん
や
り
し
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
外
面
の
ゴ
ぼ
ん
や
り
」
に
対
腕
し
て
内
面
で
は
精
神
が
俊
敏
に
活

動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
態
に
あ
る
彼
の
耳
に
「
何
か
こ
ぼ
れ
ち
る

音
」
が
き
こ
え
て
く
る
。
そ
れ
を
ゴ
ぼ
ん
や
り
き
く
」
。
こ
の
「
き
く
」
は
、
聴

こ
う
と
し
て
「
き
く
」
の
で
は
な
く
、
お
の
，
す
か
ら
に
し
て
き
こ
え
て
く
る
の
で

あ
り
、
耳
が
そ
れ
を
自
動
的
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
の
「
.
ほ
ん

や
り
」
で
あ
り
、
「
何
か
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
く
ど
く
言
え
ば
、
こ
の
「
何

か
」
と
い
う
詩
句
は
、
も
の
の
実
体
が
明
確
に
判
別
で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
表

わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
聞
き
手
自
身
が
実
体
の
判
別
に
つ
い
て
い
わ
ば
消

極
的
な
態
度
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
も
表
わ
し
て
い
る
。
聞
き
手
の
関
心
は
今
の

場
合
「
音
」
を
も
た
ら
す
実
体
の
詮
索
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
何
か
」

を
「
何
か
」
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
ぼ
ん
や
り
」

し
た
音
を
、
「
ぼ
ん
や
り
き
く
」
こ
と
そ
の
こ
と
に
あ
る
。
「
ぼ
ん
や
り
き
」
き
つ

つ
「
山
の
宿
り
」
の
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
第
一
行
及
び
第
二
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
は
、
主
と
し
て
聴
覚
に

依
拠
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
第
三
行
は
、
主
と
し
て
視

覚
を
中
心
と
し
て
把
握
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
詩
の
流
れ
に
即
し
て
み
る
と
、
第

一
行
及
び
第
二
行
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
ポ
エ
ジ
イ
l
l
i即
ち
、
「
板
屋
根
」
や

「
何
か
こ
ぼ
れ
ち
る
音
」
そ
の
他
が
も
た
ら
し
た
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
ポ
エ
ジ
イ
は
、

第
二
行
の
終
結
と
共
に
表
面
的
に
は
い
っ
た
ん
消
え
去
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は

底
流
と
な
っ
て
持
続
さ
れ
、
や
が
て
第
三
行
の
ポ
エ
ジ
イ
を
内
側
か
ら
支
え
、
そ

れ
を
補
強
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
お
の
れ
自
身
の
詩
的
世
界
を
も
補
強
す
る
。

こ
う
し
た
一
種
の
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
な
い
し
飛
躍
、
断
絶
の
表
現
手
法
は
、
田
中
冬

~ 

ノ、
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二
が
し
ば
し
ば
用
い
る
手
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
阪
本
越
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
「
風
物
の
エ
ス
キ
イ
ス
を
組
写
真
の
よ
う
に
並
べ
」
る
技
法
で
あ
り
、
「
物

象
そ
の
も
の
を
素
直
に
感
じ
と
る
即
物
的
知
覚
」
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
柿
の
花

+ih
、

椎
の
花
」
と
、

二
つ
の
名
詞
を
並
列
し
た
だ
け
の
第
三
行
の
詩
句

一
見
と
り
と
め
も
な
く
、
眼
前
の
花
を
無
造
作
に
取
り
上
げ
た
か
の
よ
う
に

み
え
る
が
、
名
調
ど
め
に
よ
っ
て
生
ず
る
効
果
を
充
分
に
計
算
し
て
な
さ
れ
た
表

現
で
あ
る
。
柿
の
花
と
椎
の
花
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
い
つ
つ
鮮
や
か

に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
詩
「
く
ず
の
花
」
の
「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
/
山
の

湯
の
く
ず
の
花
」
と
い
う
表
現
に
か
よ
い
合
う
も
の
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
こ
れ
ら
の
木
々
の
青
葉
や
葉
の
繁
り
が
も
た
ら
す
陰
影
も

含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
行
及
び
第
二
行
が
表
現
し
て
い
る
世
界
が
全
体
と
し
て
「
ぼ

ん
や
り
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
第
三
行
が
表
現
し
て
い
る
世

界
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
は
鮮
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
木
々
は
「
山
の
宿
」
の
周
辺

に
あ
り
、
そ
の
「
花
」
は
「
ね
な
が
ら
」
で
も
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
板
屋
根

に
何
か
こ
ぼ
れ
ち
る
音
」
を
「
ね
な
が
ら

ぼ
ん
や
り
」
き
い
て
い
る
主
人
公
は
、

「
山
へ
来
」
た
楽
し
さ
に
心
は
ず
ま
せ
な
が
ら
、
そ
の
楽
し
さ
を
も
た
ら
す
周
囲

の
風
光
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
眼
に
柿
の
花
と
椎
の
花
が
鮮
明
に
見

え
る
。
こ
れ
ら
の
花
を
目
で
と
ら
え
つ
つ
、
耳
は
「
板
屋
根
に
何
か
ぼ
れ
ち
る
音
」

椎
の
花
」
と
い
う
第
三
行
の

表
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
章
句
に
空
間
的
な
奥
ゆ
き
と
陰
影
が
も
た
ら
さ
れ
、
空
間

を
「
ぼ
ん
や
り
」
き
い
て
い
る
。
こ
の
「
柿
の
花

を
吹
き
ぬ
け
る
爽
や
か
な
微
風
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ム

ノ、

4
の
章
句
に
つ
い
て

田
中
冬
二
が
時
々
見
せ
る
諮
語
的
な
物
の
見
方
が
顔
を
の
ぞ

ぎ

か
せ
て
い
る
。
一
種
の
戯
れ
歌
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。
「
山
の
宿
り
」
の
「
心

よ
さ
」
を
こ
う
し
た
誇
張
し
た
仕
方
で
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
詩
的
形

こ
の
章
句
に
は
、

象
化
と
い
う
点
で
作
為
が
目
立
つ
。
「
冗
談
は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
面
白
可

笑
し
く
て
よ
い
が
、
そ
れ
も
程
度
で
あ
る
。
冗
談
は
軽
い
ユ
ー
モ
ア
位
が
よ
い
と

思
う
。
冗
談
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
サ
タ
イ
ア
が
過
剰
で
あ
る
と
、
山
葵
や
芥
子
の
き

き
す
、
ぎ
に
な
る
。
(
略
)

ユ
ー
モ
ア
と
い
う
も
の
は

ナ
チ
ュ
ラ
ル
で
な
け
れ
ば

面
白
く
な
い
。
始
め
か
ら
用
意
し
て
か
か
っ
た
も
の
や
、
殊
更
の
よ
う
な
も
の
は

反
っ
て
嫌
味
だ
。
」
と
田
中
冬
二
自
身
が
書
い
て
い
る
が
、
「
き
い
ろ
い
染
粉
」
で

虎
の
仔
に
し
て
や
る
の
だ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
つ
ま
り
、

「
下
の
家
の
白
猫
を

「
き
い
ろ
い
染
粉
」
と
「
白
猫
」
の
取
り
合
わ
せ
の
仕
方
や
「
し
て
や
る
の
だ
」

と
い
う
言
い
方
に
は
、
表
現
上
の
計
算
が
透
け
て
見
え
、
「
始
め
か
ら
用
意
し
て

か
か
っ
た
も
の
や
、
殊
更
の
よ
う
な
も
の
」
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
「
し
て
や
る

の
だ
」
と
い
う
詩
句
に
は
、
主
観
的
感
情
が
表
現
上
の
抑
制
を
経
ず
に
表
わ
さ
れ

て
い
て
、
自
分
の
思
い
つ
き
に
気
を
よ
く
し
て
い
る
気
配
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
「
反
っ
て
嫌
味
」
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
行
の
「
友
よ
」
と
い
う
詩
句
は
、
「
友
」
に
む
か
つ
て
実
際
に
呼
び
か
け

て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
自
身
に
む
か
つ
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
「
染
粉
を
送
っ
て
く
れ
」
と
い
う
依
頼
も
現
実
の
も
の
で
は
な
い
。
空

想
上
の
事
柄
で
あ
る
。
こ
う
い
う
誇
張
や
虚
構
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
下

の
家
」
の
人
々
の
人
情
や
生
活
態
度
に
対
す
る
共
感
や
親
近
感
を
表
明
し
て
い
る



わ
け
で
あ
る
。
そ
の
感
情
は
「
白
猫
」
の
見
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

5
の
章
句
に
つ
い
て

村
の
人
々
の
「
素
朴
の
人
情
」
を
、
「
芋
の
大
葉
」
や
「
一
尾
の
魚
」
と
対
比

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
魚
よ
り
」
「
大
葉
よ
り
」
と
い

う
ふ
う
に
両
者
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
よ
り
「
よ
り
」
美
し
い
も
の
と
し
て
、
「
山
」

の
人
々
の
人
情
を
称
揚
し
て
い
る
。
そ
の
「
素
朴
の
人
情
」
は
し
か
し
、
比
較
の

対
称
と
な
っ
た
「
芋
の
大
葉
」
や
ご
匹
の
魚
」
を
通
し
て
発
露
し
た
も
の
で
あ

る
。
「
芋
の
大
葉
に

大
切
に
包
ん
で
持
っ
て
来
て
く
れ
た
」
と
い
う
行
為
と
、

包
ま
れ
て
い
た
「
一
尾
の
魚
」
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
、
そ
の
魚
が
「
ぐ
っ
た
り

し
た
赤
い
目
の
か
な
し
い
魚
」
で
あ
り
、
包
ん
で
き
た
芋
の
大
葉
が
「
し
ろ
っ
ぽ

く
ほ
ほ
け
た
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
及
び
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
持
つ

て
来
て
く
れ
た
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
、
村
の
人
々
の
感
情
は
み
て
と
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
「
素
朴
」
さ
も
「
人
情
」
そ
の
も
の
も
あ
り
得

な
い
し
、
そ
れ
を
計
る
手
だ
て
も
あ
り
得
な
い
。
要
す
る
に
、

一
見
対
比
的
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
そ
の
実
、
そ
の
内
実
に
お
い
て

は
同
質
の
も
の
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
田
中
冬
二
は
受
け
と
め
て
い
る
。
「
よ
り
」

と
い
う
比
較
す
る
形
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
比
較
さ
れ
た
幾
つ
か
の
も
の
の
う

ち
、
い
ず
れ
の
も
の
か
が
他
の
も
の
よ
り
「
よ
り
」
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
判
別

に
お
も
む
か
ず
、
比
較
を
通
し
て
、
比
較
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
、
質
に
お

い
て
同
一
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
赤
い
目
の
か
な
し
い
魚
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
「
か
な
し
い
」
は
、
「
ぐ

っ
た
り
し
た
赤
い
目
」
の
魚
の
姿
か
た
ち
に
関
し
て
の
み
表
現
し
て
い
る
の
で
は

田
中
冬
三
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
(
8
)

(
村
上

隆
彦
)

な
い
。
そ
の
魚
を
「
芋
の
大
葉
に

の
、
「
そ
の
素
朴
の
人
情
」
の
質
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
か
な
し
」

大
切
に
包
ん
で
持
っ
て
来
て
く
れ
た
」
人
々

さ
は
、
次
の
章
句
に
描
か
れ
て
い
る
「
さ
び
し
い
こ
の
世
の
人
情
」
の
そ
の
「
さ

び
し
」
さ
に
性
質
上
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

6
の
章
句
に
つ
い
て

田
中
冬
一
一
の
作
品
に
み
ら
れ
る
詩
的
表
現
上
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
作
品
中

に
独
自
の
発
想
に
基
づ
く
意
表
を
つ
く
詩
句
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品

に
深
い
ポ
エ
ジ
イ
を
も
た
ら
し
、
純
度
の
高
い
詩
的
世
界
を
結
晶
さ
せ
る
、
と
い

う
手
法
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
章
句
に
も
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。
「
わ

そ
っ
と
か
れ
ら
に
話
し
か
け
て
み
た
/
わ
た
し
の
親
し
い
ラ
ン
プ
の
小

た
し
は

さ
い
友
だ
ち
ら
に
」
と
い
う
第
三
行
と
第
四
行
の
詩
句
が
そ
れ
に
当
る
。
そ
れ

以
前
の
つ
ま
り
第
一
行
と
第
二
行
の
詩
句
及
び
最
終
行
の
詩
句
は
、
そ
れ
自
身
と

し
て
は
そ
れ
ほ
ど
級
密
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
散
文
的
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ

ら
の
詩
句
が
、
第
三
行
と
第
四
行
の
作
用
を
受
け
て
に
わ
か
に
よ
み
が
え
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
詩
句
の
聞
に
相
乗
作
用
が
生
じ
、
こ
の
章
句
の
詩
世
界
を
結
晶
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
第
三
行
と
第
四
行
の
詩
句
の
働
き
に
よ

っ
て
詩
が
成
立
し
た
と
言
え
る
。

第
一
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
夜
」
は
、
第
四
行
の
「
わ
た
し
の
親
し
い
ラ
ン

プ
の
小
さ
い
友
だ
ち
」
と
い
う
詩
句
を
介
し
て
読
み
返
す
時
、
当
初
の
漠
然
と
し

た
イ
メ
ー
ジ
は
変
質
し
、
家
屋
内
に
拡
が
る
暗
さ
の
度
合
、
森
閑
と
し
た
空
間
の

状
態
、
そ
の
空
間
を
占
め
る
静
寂
感
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
、
さ
ら
に
は
戸
外
に

拡
が
る
夜
の
奥
ゆ
き
、
そ
の
距
離
感
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
透
視
さ
れ
て
く
る
よ

」

ノ、
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う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
よ
み
が
え
っ
て
き
た

「
夜
」
の
相
貌
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
ラ
ン
プ
の
ま
わ
り
」
の
情
景
も
具
体
的

に
想
像
さ
れ
て
く
る
。
光
源
と
し
て
の
ラ
ン
プ
の
光
の
明
度
、
光
の
及
ぶ
範
囲
(
そ

の
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
空
間
や
床
の
上
の
様
子
)
、
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
と

ほ
と
ん
ど
無
風
に
近
い
だ
ろ
う
風
の
状
態
、
湿

気
の
な
さ
、
そ
う
い
っ
た
も
の
ま
で
が
想
像
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
が
、

そ
れ
が
も
た
ら
す
濃
淡
の
陰
影
、

こ
の
章
句
に
お
け
る
「
こ
の
世
の
人
情
」
の
「
さ
び
し
」
さ
を
か
た
ち
づ
く
る
要

因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
さ
び
し
」
さ
は
し
か
し
、
如
上
の
夜
の
情
景
と
雰
囲
気
が
も
た
ら
す
個

人
的
な
誕
独
感
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
板
屋
根
に
/
石

を
の
せ
た
家
々
/
ほ
そ
ぼ
そ
と
ほ
し
が
れ
ひ
を
や
く
に
ほ
ひ
が
す
る
/
ふ
る
さ

(
9
)

は

と

ラ

ン

プ

ガ

ラ

ス

と
の
さ
び
し
い
ひ
る
め
し
時
だ
」
「
湯
気
に
ぬ
れ
た
箱
洋
燈
の
硝
子
に
/
た
れ
か

指
さ
き
で
か
い
た
か
ほ
/
ふ
し
ぎ
に
さ
び
し
い
か
ほ
」
な
ど
の
詩
句
に
み
ら
れ
る

さ
び
し
さ
に
通
ず
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
寸
な
に
も
か
も
寒
い
冬
の
村

に
/
あ
た
た
か
い
も
の
と
い
っ
て
は
/
家
の
中
に
こ
も
っ
て
ゐ
る

ほ
ひ
の
や
う
な
人
情
ば
か
り
で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
に
描
か
れ
た
「
人
情
」
に
か

か
わ
り
あ
う
「
さ
び
し
」
き
で
あ
る
。
そ
の
「
人
情
」
は
、

5
の
章
句
で
語
ら
れ

み
か
ん
の
に

て
い
る
「
素
朴
の
人
情
」
に
通
ず
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
目
立
つ
こ
と

の
な
い
ひ
か
え
め
な
姿
で
「
こ
の
世
」
に
在
り
続
け
て
い
る
事
実
を
も
含
め
て
、

「
さ
び
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
人
情
」
を
持
ち
つ
つ
生

き
死
に
を
繰
り
返
す
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
、
こ
こ
で
「
さ
び
し
い
」
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
人
間
の
さ
び
し
さ
、
あ
る
い
は
「
さ
び
し
い
こ
の
世
の
人
情
」
と
同
質

六
四

の
も
の
を
持
ち
な
が
ら
ひ
そ
や
か
に
生
き
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
作
者

は
、
「
蛾
や
何
か
い
ろ
い
ろ
の
虫
」
を
み
て
い
る
。
人
間
で
あ
る
か
な
い
か
に
か

か
わ
り
な
く
、
同
じ
生
き
物
と
し
て
の
存
在
意
識
と
共
感
が
通
底
し
て
お
り
、
そ

れ
が
「
わ
た
し
を
」
し
て
彼
ら
に
「
さ
び
し
い
こ
の
世
の
人
情
を
」
語
ら
し
め
た

の
で
あ
る
。
「
蛾
や
何
か
い
ろ
い
ろ
の
虫
」
は
こ
の
章
句
に
お
い
て
擬
人
化
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
擬
人
化
は
右
に
み
た
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

第
一
行
に
描
か
れ
て
い
る
「
ラ
ン
プ
」
は
、

た
ぶ
ん
、
「
さ
び
し
い
こ
の
世
の

人
情
」
に
通
じ
あ
う
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
姿
や
灯
の
と
も
り

ょ
う
は
、
あ
た
か
も
「
こ
の
世
の
人
情
」
の
よ
う
に
「
さ
び
し
い
」
の
で
あ
る
。

や
っ
て
来
た
」
。
「
わ
た
し
」
が
ラ
ン

プ
に
親
し
み
を
持
ち
、
そ
の
光
を
し
た
う
が
如
く
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
「
私
」

そ
の
灯
を
し
た
っ
て
「
い
ろ
い
ろ
の
虫
が

と
語
り
合
お
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
。
そ
こ
で
「
わ
た
し
は

そ
っ
と
か
れ

ら
に
話
し
か
け
て
み
た
」
。
「
話
」
が
通
じ
あ
う
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
「
わ
た
し
の
親
し
い
ラ
ン
プ
の
小
さ
な
友
だ
ち
」
で
あ
る
か

ら
。
実
は
、
こ
う
し
た
虫
た
ち
と
の
「
話
し
」
合
い
そ
の
も
の
も
「
さ
び
し
い
こ

の
世
の
人
情
」
の
一
側
面
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
、
「
わ
た
し
」
は
考
え
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
人
情
」
は

狭
い
意
味
の
そ
れ
で
は
な
く
、
汎
く
人
間
感
情
全
般
を
総
括
し
て
言
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
「
わ
た
し
の
親
し
い
ラ
ン
プ
の
小
さ
い
友
だ
ち
ら
に
|
」
と

い
う
第
四
行
の
詩
句
は
、
第
三
行
の
詩
句
と
共
に
こ
の
章
句
の
骨
法
を
な
す
表
現

で
あ
る
が
、
「
わ
た
し
の
親
し
い
」
と
い
う
文
言
は
、
「
ラ
ン
プ
」
に
か
か
る
の
か



「
小
さ
い
友
だ
ち
ら
」
に
か
か
る
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
に
と

つ
で
も
本
質
的
に
は
さ
し
さ
わ
り
が
な
い
が
、
文
脈
の
上
か
ら
み
て
後
者
と
理
解

し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
彼
ら
「
蛾
や
何
か
い
ろ

い
ろ
の
虫
」
た
ち
は
、
こ
の
「
山
へ
来
て
」
は
じ
め
て
「
友
だ
ち
」
に
な
っ
た
わ

友
だ
ち
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
友

だ
ち
ら
」
は
ま
た
、
常
々
「
ラ
ン
プ
」
の
光
を
慕
っ
て
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
点

け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
か
ら
の
「
親
し
い
:
・

で
、
「
ラ
ン
プ
の
小
さ
い
友
だ
ち
」
で
も
あ
る
。
「
わ
た
し
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
ラ
ン
プ
」
を
介
し
て
彼
ら
と
「
わ
た
し
」
は
「
親
し
い

友

だ
ち
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

「
そ
っ
と
:
:
・
話
し
か
け
て
み
た
」

1
l
lそ
う
し
た
話
し
か
け
を
通
し
て
、
話

し
か
け
る
者
と
そ
れ
を
聴
く
者
と
の
ひ
そ
や
か
な
息
づ
か
い
が
感
じ
と
れ
る
し
、

両
者
の
姿
態
や
、
夜
の
更
け
て
ゆ
く
さ
ま
が
想
像
さ
れ
て
く
る
。
「
そ
っ
と
」
と

「
さ
び
し
い
」
と
い
う
詩
句
の
聞
に
は
一
種
の
呼
応
関
係
が
み
ら
れ
、
両
者
が
響

き
合
っ
て
夜
の
静
寂
感
は
つ
の
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
「
そ
っ
と
・

話
し
か

け
て
み
た
」
、
そ
う
し
て
「
み
た
」
あ
と
の
空
白
に
お
と
ず
れ
る
沈
黙
の
深
さ
、

そ
の
沈
黙
を
介
し
て
両
者
は
理
解
し
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
わ
た
し
」
の
話
を
「
か

れ
ら
」
は
静
か
に
聞
き
と
り
、
そ
し
て
理
解
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
理
解
し
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
こ
の
世
の
人
情
」
の
「
さ
び
し
」
さ
は
、
「
わ
た
し
」
に
お
い

て
一
層
つ
の
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
の
章
句
か
ら
は
感
じ
と

れ
る
。

7
の
章
句
に
つ
い
て

「
雨
戸
な
ん
か
し
め
な
い
」
と
い
う
詩
句
は
、
こ
の
あ
た
り
で
は
雨
戸
を
し
め

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(
8
)

(
村
上

隆
彦
)

る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
表
現
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
な
ん
か
」

と
い
う
言
葉
づ
か
い
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
雨
戸
を
し
め
な
い
で
「
障
子
だ
け

で
ね
る
」
の
は
、
第
三
行
以
降
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
「
晩
い
月
の
出
」
と
、

月
の
光
が
も
た
ら
す
様
々
の
情
景
を
充
分
に
味
わ
う
た
め
で
あ
る
。
「
雨
戸
な
ん

か
し
め
な
い
」
と
い
う
書
き
出
し
は
、
こ
の
章
句
が
そ
れ
以
前
の
章
句
に
お
い
て

描
か
れ
た
詩
世
界
を
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
の
自
律
性
と
完
結
性
を
備

え
た
単
万
直
入
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
第
一
行
及
び
第
二
行
は
、

一
見
す
る
と
理

屈
の
勝
っ
た
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
乏
し
い
詩
句
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、

実
は
、
第
三
行
以
後
の
詩
句
が
表
現
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
補
強
し
、
そ
れ
を
鮮

明
に
す
る
上
で
有
効
な
働
き
を
な
し
て
い
る
。

な
ん
か
し
め
な
い
」
と
い
う
一
種
の
迫
力
を
も
っ
た
こ
の
表
現
は
、
「
し

め
な
い
」
と
言
い
切
る
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
手
の
心
の
中
に
、
雨
戸
が
閉

め
ら
れ
た
場
合
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
、
そ
う
し
た
作
用
を
潜
在
さ
せ
て
い

ー「

る
。
第
二
行
の
詩
句
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
れ
を
み
る
と
、
「
ラ
ン
プ
を
け
し
て

障
子
だ
け
で
ね
る
」
そ
の
際
の
「
障
子
」
の
白
さ
や
灰
明
る
さ
、
あ
る
い
は
、
部

う
も
そ
と

屋
の
内
外
を
仕
切
る
仕
切
り
方
の
あ
い
ま
い
さ
や
浅
薄
さ
、
さ
ら
に
は
開
け
た
て

の
容
易
さ
滑
り
よ
さ
、
そ
う
い
っ
た
印
象
は
、
「
し
め
な
い
」
と
い
う
詩
句
が
お

の
ず
か
ら
に
し
て
も
た
ら
す
雨
戸
が
閉
め
ら
れ
た
際
の
イ
メ
ー
ジ
に
補
強
さ
れ

て
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
「
ラ
ン
プ
を
け
し
て
」
と
い
う
詩
句
が
、
そ
の
鮮
明
さ

を
さ
ら
に
つ
の
ら
せ
る
。

「
目
を
き
ま
す
と

晩
い
月
の
出
に
」
と
い
う
第
三
行
の
詩
句
は
、
第
一
行
と

第
二
行
の
時
点
か
ら
「
時
」
が
経
過
し
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
「
時
」
の

六
五
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経
過
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
行
以
降
の
た
ぶ
ん
深
夜
の
も
の
と
思

わ
れ
る
情
景
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
情
景
に
詩
的
リ
ア
リ
テ
ィ
が
も

た
ら
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
第
三
行
以
降
に
描
か
れ
た
諸
情
景
、
例
え
ば
「
障
子

t主

木
々
や
草
が
不
思
議
な
生
き
も
の
の
か
た
ち
に
映
っ
て
/
か
れ
ら
ど
う
し

で
し
き
り
に
な
に
ご
と
か
話
し
あ
っ
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
情
景
は
、
あ
ら

か
じ
め
予
想
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
予
期
し
て
「
雨
戸
な
ん
か
し

め
な
い

:
:
障
子
だ
け
で
ね
る
」
と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の

時
点
で
は
、
「
山
へ
来
て
」
そ
こ
で
眼
に
し
た
情
景
に
心
は
ず
ま
せ
、
そ
の
よ
ろ

こ
び
が
つ
の
っ
て
い
っ
た
段
階
で
な
さ
れ
た
判
断
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
第
四
行
以

降
に
展
開
さ
れ
て
い
る
情
景
は
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
予
期
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

「
目
を
さ
ま
す
と
」
と
い
う
詩
句
は
そ
う
し
た
事
情
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
「
目
を
さ
ま
す
と
」
と
い
う
表
現
は
、
眠
り
が
満
ち
て
自

然
に
目
が
覚
め
た
、
と
い
う
状
態
を
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
障
子
に
映

っ
た
「
木
々
や
草
」
の
影
、
あ
る
い
は
「
か
れ
ら
ど
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と

か
話
し
あ
っ
て
ゐ
る
」
「
不
思
議
な
」
気
配
な
ど
を
何
と
な
く
感
じ
と
り
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
と
「
目
を
さ
ま
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
目
を
さ
ま
す
と
」

と
い
う
音
の
な
い
静
穏
な
そ
し
て
な
め
ら
か
な
行
為
と
、
「
晩
い
月
の
出
」
の
無

音
の
潤
滑
な
動
き
と
は
相
呼
応
し
、
夜
の
深
さ
と
静
け
さ
を
暗
示
的
に
表
現
し
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
「
晩
い
」
と
い
う
語
は
、
夜
の
閣
の
濃
さ
や
月
の
潤
沢
な
光

を
想
像
さ
せ
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
木
々
や
草
」
の
障
子
に
投
影
さ

れ
た
「
か
た
ち
」
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
。

第
四
行
と
第
五
行
の
詩
句
は
、
こ
の
章
句
の
中
核
を
な
す
最
も
重
要
な
も
の
で

あ
る
。
作
者
は
こ
こ
で
「
木
々
や
草
」
の
姿
を
「
不
思
議
な
生
き
も
の
の
か
た
ち
」

六
六

と
い
う
ふ
う
に
陪
喰
表
現
し
，
そ
う
し
た
暗
喰
表
現
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
を

擬
人
化
し
て
い
る
。
植
物
や
動
物
あ
る
い
は
無
生
物
等
を
擬
人
化
し
て
表
現
す
る

手
法
は
、
田
中
冬
二
の
し
ば
し
ば
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
月
が
ふ
か
く

さ
し
こ
ん
で
そ
の
家
の
何
十
年
も
の
老
い
た
る
忠
実
な
る
用
具
|
|
臼
や
杵
は

し
ご
と
/
む
か
し
が
た
り
を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る
」
「
凍
っ
た
庭
に
く
ろ
く
大
屋

根
の
か
げ
/
祖
先
の
か
げ
で
あ
る
」
「
こ
ぼ
れ
湯
が
石
に
冷
え
/
燈
火
に
女
の
髪

の
毛
の
や
う
に
/
ほ
っ
そ
り
と
秋
が
ゐ
ま
し
た
」
「
湯
槽
に
き
ら
き
ら
と
す
す

き
の
さ
む
い
か
げ
/
湯
の
に
ほ
ひ
が
し
ん
み
り
と
や
せ
て
ゐ
る
」
「
豆
腐
が
山
の

つ
め
た
い
水
に
/
ざ
ぶ
ん
ざ
ぷ
ん
と
と
び
こ

ω」
「
秋
札
都
げ
着
物
に
ゐ
出
」
な

ど
の
詩
句
に
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。

擬
人
法
の
根
底
に
は
、
人
間
以
外
の
存
在
物
を
人
間
と
同
質
の
も
の
あ
る
い
は

同
等
・
等
価
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
精
神
が
潜
在
し
て
お
り
、
こ
れ
を

広
い
意
味
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
称
し
て
も
よ
い
が
、

閏
中
冬
二
の
擬
人
法
は
そ

れ
に
加
え
て
、

一
種
の
ア
ニ
マ
チ
ズ
ム

(
白
民
自
白
吾
自
)

な
い
し
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム

(
自
旨
旨
自
)
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
心
的
状
態
が
そ
の
底
に
潜

ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
上
に
成
り
立
つ
冬
二
の
擬
人
法
は
、
さ
き
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
な
一
般
的
な
擬
人
法
が
持
つ
特
性
、
即
ち
、
人
間
以
外
の
諸
存
在
物
を

人
間
の
側
に
引
き
寄
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
人
聞
に
擬
す
る
、
と
い

う
性
質
の
も
の
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
冬
二
の
作
品
に
み
ら
れ
る

擬
人
法
は
、
む
し
ろ
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
擬
人
化
の
対
称
と
な
る
諸
事
物
・

諸
存
在
物
の
方
へ
近
づ
け
、
そ
の
上
で
両
者
を
同
等
・
等
価
な
も
の
と
し
て
認
識

す
る
、
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
冬
二
に
あ
っ
て
は
、
人
間
以

外
の
或
る
種
の
動
物
、
植
物
あ
る
い
は
無
機
物
な
り
は
、
初
め
か
ら
、
人
間
以
上



に
人
間
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
人
聞
が
本
来
持
っ
て

い
る
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
に
は
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
諸
々
の
属
性
、

高
貴
な
精
神
な
り
感
情
な
り
を
彼
ら
は
純
粋
な
姿
で
保
持
し
て
い
る
、
そ
う
し
た

認
識
に
立
っ
て
、
田
中
冬
二
は
、
人
聞
を
人
間
以
外
の
も
の
の
方
へ
逆
に
引
き
寄

せ
、
そ
の
上
で
人
聞
を
本
来
的
な
人
聞
に
擬
せ
し
め
て
い
る
。

障
子
に
「
映
っ
て
」
い
る
「
木
々
や
草
」
の
影
が
「
不
思
議
な
生
き
も
の
の
か

た
ち
」
に
見
え
る
の
も
、
「
か
れ
ら
.
と
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と
か
話
し
あ
っ

て
ゐ
る
」
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
も
、
そ
し
て
そ
れ
を
、
そ
の
よ
う
に
見
え
そ
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
表
現
し
て
い
る
の
も
、
本
質
的
に
は
右
に
み
た
よ
う
な
冬

二
の
心
的
状
態
が
作
用
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
う
し
た
表
現
が
用
い
ら

れ
た
の
は
、
「
あ
ま
り
に
神
秘
的
」
な
情
景
を
如
実
に
描
こ
う
と
し
て
な
さ
れ
た

表
現
上
の
技
巧
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
表
現
技
法
を
駆
使
さ
せ
た
根
本

の
も
の
は
、
田
中
冬
二
の
ア
ニ
マ
チ
ズ
ム
な
い
し
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
見
方
、
受
け
取
り
方
は
、
あ
く
ま
で
も
田
中
冬
二
の
個
に
即
し
て
な
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
は
冬
二
に
独
得
の
一
種
の
汎
神
論
的
な
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
る
。「

か
れ
ら
ど
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と
か
話
し
あ
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現

は
、
「
木
々
や
草
」
が
夜
の
風
に
吹
か
れ
て
ゆ
れ
、
障
子
に
映
し
出
さ
れ
た
そ
の

影
は
、
あ
た
か
も
「
な
に
ご
と
か
話
し
あ
っ
て
ゐ
る
」
か
の
如
く
で
あ
る
、
そ
の

よ
う
に
見
え
る
、
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
種
の
暗
喰
性
、
が

潜
ん
で
い
る
。
そ
の
陪
轍
性
は
、
単
な
る
表
現
上
の
一
技
法
と
し
て
の
性
質
を
越

え
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
前
行
(
第
四
行
)
に
お
い
て
擬
人
化
さ
れ
た
「
木
々

や
草
」
は
、
さ
ら
に
「
か
れ
ら
ど
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と
か
話
し
あ
っ
て
ゐ
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る
」
と
い
う
一
種
の
暗
喰
的
表
現
の
洗
練
を
受
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な

る
「
不
思
議
な
も
の
の
か
た
ち
」
を
し
た
も
の
か
ら
、
人
聞
の
よ
う
に
話
を
す
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
と
等
価
な
も
の
へ
と
変
身
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
暗
喰
性
は
、
暗
輸
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
暗
喰
性
を
解
消
し
、
暗
喰
の
対
象
と
な
っ
た
当
の
も
の
|
|
「
木
々
や

草
」
を
、
暗
喰
的
表
現
や
擬
人
化
を
必
要
と
し
な
い
も
の
へ
と
変
質
さ
せ
る
、
と

い
う
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

作
者
は
、
当
初
、
障
子
に
映
っ
た
「
木
々
や
草
」
の
影
を
、
「
不
思
議
な
生
き

も
の
の
か
た
ち
」
を
し
た
も
の
と
し
て
目
に
と
め
た
。
そ
の
日
の
と
め
方
、
見
方

に
一
種
の
暗
喰
性
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
つ
し
か
そ
れ
ら
の
影
は
「
生

き
も
の
」
そ
の
も
の
に
変
身
し
(
そ
の
よ
う
に
作
者
に
は
感
じ
ら
れ
て
「
か
れ
ら

ど
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と
か
話
し
あ
っ
て
ゐ
る
」
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
は
「
あ
ま
り
に
神
秘
的
な
か
げ
で
あ
る
」
よ

う
に
見
え
る
わ
け
で
あ
り
、
「
そ
っ
と
障
子
を
あ
け
て
」
そ
の
実
体
を
た
し
か
め

た
い
と
い
う
思
い
に
か
り
た
て
ら
れ
る
。

こ
の
「
神
秘
な
か
げ
」
と
い
う
詩
句
は
、
そ
う
し
た
「
か
げ
」
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
月
の
光
の
照
り
具
合
や
、
そ
の
色
合
い
や
、
あ
た
り
の
静
寂
さ
を
も
兼
ね
て

表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
前
行
の
「
そ
っ
と
障
子
を

あ
け
て
み
る
に
は
」
と
い
う
表
現
と
響
き
合
い
、
そ
れ
に
補
強
さ
れ
て
、
鮮
明
さ

を
つ
の
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
「
神
秘
の
か
げ
」
は
し
か
し
、
「
そ
っ
と
障
子
を
あ

け
て
み
」
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
消
え
る
だ
ろ
う
。
外
面
に
は
た
だ
月
の
光
と
そ
の

光
に
照
ら
さ
れ
た
「
木
々
や
草
」
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
情
景
は
、
詩
「
秋

の
夜
」
に
描
か
れ
た
「
障
子
を
あ
け
て
み
れ
ば
/
/
誰
の
か
げ
も
な
く
/
ひ
っ
そ

六
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り
と
し
て
/
巻
煙
草
を
つ
つ
む
う
す
い
ぎ
ん
紙
の
や
う
な
/
秋
の
夜
が

ろ
と
ね
て
ゐ
る
」
と
い
う
情
景
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

ひ
ろ
び

な
お
、
「
そ
っ
と
障
子
を
あ
け
て
み
る
」
の
「
み
る
」
は
、
「
ー
し
て
み
る
」
と

てい
」う

そ場
の合
実の
体 ょ
をう
「な
見補

三宮
と 詞

買f
-働
行き
為を
主も

毛Z
ま3
~ 7，; 

て1
凸も
ま
れ「
てあ
いけ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
そ
っ
と
障
子
を
あ
け
て
み
る
に
は
/
あ
ま
り
に
神
秘
な

か
げ
で
あ
る
」
|
|
障
子
に
映
っ
た
「
生
き
も
の
の
か
た
ち
」
が
虚
像
で
あ
り
、

実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
障
子

に
映
っ
た
「
神
秘
な
か
げ
」
や
「
か
れ
ら
ど
う
し
」
の
「
話
し
あ
」
い
の
方
に
こ

そ
、
真
の
実
在
性
が
あ
る
と
冬
二
は
み
て
と
っ
て
い
る
。

8
の
章
句
に
つ
い
て

コ
戸
を
し
め
て
ね
て
ゐ
る
私
の
家
へ
」
と
い
う
第
二
行
の
詩
句
か
ら
判
断
し
て
、

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
情
景
は
、

7
の
章
句
の
世
界
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
は
な
い

二
コ
:
、
:
、
o

k
t
J刀
L
九
し

第
一
行
の
「
ま
だ
星
の
で
て
ゐ
る
や
う
な
暗
い
夜
明
」
に
お
け
る
「
や
う
な
」

は
二
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

一
つ
は
、
事
実
と
し
て
「
ま
だ
星
の
で
て
ゐ
る
」

そ
の
「
や
う
な
暗
い
夜
明
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
夜
明
」
の
様
態

を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
戸
を
し
め
」
た
家
の
内
で
な
さ
れ
た
類

推
に
基
づ
い
て
判
断
し
、
す
で
に
空
に
は
星
が
出
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、

あ
た
か
も
「
星
の
で
て
ゐ
る
」
か
の
「
や
う
に
」
感
じ
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
に
「
暗

い
夜
明
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
や
う
な
」
は
直
喰
表

現
と
し
て
の
働
き
を
持
っ
て
い
る
。

六
八

要
す
る
に
こ
の
章
句
は
、

5
の
章
句
に
描
か
れ
た
「
素
朴
の
人
情
」
を
別
の
角

つ
ま
り
「
大
声
で
あ
い
さ
っ
し
て
/
畑
へ
で
て
ゆ
く
村
の
人
た
ち
」
の

姿
を
通
し
て
描
い
て
い
る
。
作
品
構
成
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
一
行
か
ら
第
四
行

に
至
る
前
半
部
は
、
屋
外
の
状
況
を
客
観
的
に
叙
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
第

五
行
か
ら
第
六
行
に
至
る
後
半
部
は
、
屋
内
の
様
子
と
い
う
よ
り
も
「
戸
を
し
め

て
ね
て
ゐ
る
私
」
の
様
子
、
さ
ら
に
は
「
私
」
自
身
の
内
面
の
世
界
を
叙
し
て
い

度
か
ら
、

る
。
最
終
行
に
描
か
れ
て
い
る
「
赤
い
朝
や
け
」
や
「
し
づ
か
な
雨
の
音
」
は
い

つ
し
か
内
面
化
さ
れ
、
「
ま
ど
ろ
み
」
続
け
る
自
分
の
内
部
に
ひ
ろ
が
る
も
の
と

な
り
、
あ
る
い
は
自
分
の
内
か
ら
き
こ
え
て
く
る
音
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

も
の
を
内
面
に
保
ち
つ
つ
な
さ
れ
る
「
一
二
時
間
の
ま
ど
ろ
み
の
」
そ
の
「
た
の

し
さ
」
を
後
半
部
に
描
き
、
こ
の
章
句
は
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
「
た
の
し
さ
」

は
、
「
畑
へ
で
て
ゆ
く
村
の
人
た
ち
」
の
「
大
声
」
の
「
あ
い
さ
つ
」
に
よ
っ
て

さ
ら
に
促
進
さ
れ
る
。

9
の
章
句
に
つ
い
て

全
五
行
か
ら
成
る
こ
の
章
句
は
、
「
も
く
も
く
」
「
ぢ
っ
と
」
「
ゆ
ら
ゆ
ら
」
と

い
っ
た
擬
態
語
を
多
く
用
い
て
、
「
泉
」
の
様
態
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
章
句
に

お
い
て
中
核
を
な
す
も
の
は
、
「
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
の
か
ほ
を
/
シ
エ
リ
ー
の
か
ほ

を
」
と
い
う
第
四
行
と
第
五
行
の
詩
句
で
あ
る
。
こ
う
し
た
機
知
的
な
表
現
は
冬

二
の
作
品
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
得
て
こ
の
作
品
の
詩
世
界

は
一
挙
に
結
品
し
た
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
表
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
章
句
は
書
か

れ
た
と
み
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。

「
も
く
も
く
湧
く
泉
の
水
面
」
は
、
「
も
く
も
く
」
と
い
う
そ
の
湧
き
方
、
あ



る
い
は
水
量
の
豊
か
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
め
ら
か
な
動
き
を
み
せ
て
「
ゆ
ら
ゆ

ら
」
と
ゆ
ら
め
き
、
白
く
披
立
つ
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
泉
」
の
も
つ
或

る
深
さ
、
そ
の
深
さ
が
も
た
ら
す
水
の
色
、
つ
め
た
さ
、
清
浄
さ
、
水
の
た
て
る

音
の
か
そ
け
さ
、
そ
う
し
た
印
象
を
こ
の
「
泉
」
は
も
た
ら
す
が
、
そ
の
「
泉
」

の
、
「
湧
く
」
た
び
に
流
動
し
変
転
す
る
複
雑
な
相
貌
を
、
作
者
は
「
、
ち
っ
と
み

て
ゐ
」
る
。
だ
が
、
「
、
ち
っ
と
み
て
ゐ
」
る
当
の
も
の
は
、
こ
の
場
合
、
「
も
く
も

く
湧
く
泉
」
の
動
勢
や
「
ゆ
ら
ゆ
ら
と
」
ゆ
れ
る
水
面
の
動
き
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
の
動
き
の
奥
に
あ
る
世
界
|
|
泉
を
「
も
く
も
く
と
湧
」
か
せ
、
「
水
面
に
な

に
か
」
を
「
ゆ
ら
ゆ
ら
と
」
描
か
せ
る
自
然
の
摂
理
を
「
ぢ
つ
と
み
て
ゐ
」
る
よ

う
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
泉
」
は
泉
、
「
水
面
」
は
水
面
で
あ
り
つ

っ
、
そ
れ
ら
の
奥
に
は
そ
れ
ら
を
そ
う
あ
ら
し
め
て
い
る
自
然
の
理
法
が
潜
ん
で

い
る
。
そ
の
理
法
に
支
配
さ
れ
て
「
泉
」
は
普
遍
の
泉
に
な
り
得
た
。
そ
う
思
惟

し
つ
つ
「
も
く
も
く
湧
く
泉
を
/
ぢ
つ
と
み
て
ゐ
た
」
。

つ
ま
り
は
、
自
然
の
理

法
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
自
分
自
身
の
心
を
、
「
も
く
も
く
湧
く
泉
」
の
奥

に
見
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
自
分
自
身
の
心
が
、
「
水
面
」
に
描

か
れ
た
「
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
の
か
ほ
」
や
「
シ
エ
リ
ー
の
か
ほ
」
を
見
て
と
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
述
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
水
面
は
な
に
か
ゆ
ら
ゆ
ら
と
か
い
た
」
|
|
こ
の
表
現
に
即
し
て
み
る
が
き

り
、
「
水
面
」
が
「
か
い
た
」
も
の
は
「
な
に
か
」
で
あ
り
、

し
か
も
「
ゆ
ら
ゆ

ら
と
」
し
た
い
わ
ば
模
糊
た
る
描
き
方
で
あ
る
。
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
水
面
」

は
「
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
の
か
ほ
」
や
「
シ
エ
リ
ー
の
か
ほ
」
を
描
こ
う
と
意
図
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
「
、
ち
っ
と
み
て
」
い
る
う
ち
に
、
そ
の
「
な
に
か
」
が
冬
二
に

は
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
や
シ
エ
リ
l
の
顔
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見

田
中
冬
二
一
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(
8

(
村
上

隆
彦
)

え
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
詩
人
を
敬
慕
し
そ
の
作
品
を
尊
重
す
る
念
を
彼
が
持
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
に
は
冬
二
の
心
が
あ
か
ら
さ
ま
に
表

出
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
や

シ
エ
リ
ー
の
顔
を
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
で
捉
え
、
こ
の
よ
う
な
描
き
方
で
描
い
た

と
い
う
点
に
、
両
詩
人
に
対
す
る
田
中
冬
二
の
見
方
な
り
理
解
の
仕
方
が
端
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
も
く
も
く
湧
く
泉
」
の
様
態
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
と
し

て
こ
れ
ら
の
詩
人
の
顔
が
選
び
出
さ
れ
(
あ
る
い
は
、
直
観
的
に
思
い
出
さ
れ
)

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
作
者
は
、
詩
人
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ

な
い
し
シ
エ
リ
l
の
顔
を
通
し
て
、
彼
ら
の
詩
が
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
世
界
を
「
も

く
も
く
湧
く
泉
」
の
な
か
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
「
呪
わ
れ
た
詩
人
」
ヴ

ェ
ル
レ
エ
ヌ
の
悲
劇
的
な
生
涯
と
、
哀
感
を
帯
び
た
詩
の
調
べ
を
考
え
る
と
、
「
水

面
」
に
描
か
れ
た
そ
の
顔
は
悲
し
い
表
情
を
た
た
え
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
は
、
「
も
く
も
く
湧
く
泉
」
に
作
者
は
人
生
の
哀
歓
を
透
し
み
て
い
た
と

言
え
る
し
、
詩
人
と
し
て
の
彼
自
身
の
人
生
観
や
人
間
観
あ
る
い
は
存
在
観
に
基

づ
い
て
「
泉
」
を
「
ぢ
つ
と
み
て
ゐ
」
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
の
か
ほ
を
/
シ
エ
リ
ー
の
か
ほ
を
」
と
い
う
表

現
は
、
こ
れ
ら
の
顔
が
並
列
的
に
描
か
れ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
の
顔
が
描
か
れ
た
と
み
る
う
ち
に
た
ち
ま
ち
に
し
て
そ
れ
は
消

ぇ
、
代
っ
て
シ
エ
リ
l
の
顔
が
描
か
れ
る
。
そ
う
し
た
変
幻
き
わ
ま
り
な
い
「
泉
」

の
様
態
に
、
冬
二
は
人
生
の
相
を
み
て
と
っ
て
い
る
。

刊
の
章
句
に
つ
い
て

「
う
す
暗
い
山
の
家
の
土
間
」
の
様
子
が
、
「
ひ
く
く
さ
げ
た
」
「
吊
ラ
ン
プ
」

六
九
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の
灰
明
り
の
中
で
ひ
っ
そ
り
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
石
臼
に
き
な

く
び

粉
ひ
く
」
人
間
と
、
寸
ち
っ
と
頚
を
だ
し
て
ゐ
る
馬
」
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
人

お
も
て

間
の
姿
は
表
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
そ
の
気
配
だ
け
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
姿
が
明
瞭
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
馬
の
方
で
あ
る
。
こ
の
馬
は
、
人
間
以
上

に
「
う
す
暗
い
山
の
家
」
の
歴
史
や
、
そ
こ
に
現
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
人

聞
の
生
活
、
そ
れ
に
附
随
す
る
人
生
の
京
歓
を
熟
知
し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
「
か
な
し
い
眼
し
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
馬
の
眼
に
は
、
こ
の
家

に
住
む
人
間
た
ち
の
眼
や
、
「
さ
び
し
い
こ
の
世
の
人
情
」
を
知
る
総
て
の
人
間

の
眼
が
、
し
か
し
と
り
わ
け
作
者
の
鋭
い
眼
が
重
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
眼
」
に

よ
っ
て
見
透
さ
れ
た
命
の
か
な
し
さ
や
、
実
存
の
悲
哀
が
こ
こ
に
は
表
現
さ
れ
て

い
る
。
「
か
な
し
い
」
の
内
質
は
そ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
馬
一
個
の
身
に
か
か
わ
る
「
か
な
し
」
さ
の
み
で
は
な
い
。

こ
の
「
眼
」
は
あ
た
か
も
聖
者
の
眼
の
如
く
総
て
の
事
柄
を
だ
ま
っ
て
見
て
い
る
。

「
し
ん
し
ん
と
雪
ふ
る
な
か
に
た
た
ず
め
る
駅
の
耐
ば
ま
た
た
き
に
け
り
」
(
歌

ど

ろ

た

た

ず

う

ま

り

や

ろ

・

か

ん

集
『
赤
光
』
)
「
き
さ
ら
ぎ
の
ち
ま
た
の
泥
に
侍
立
め
る
馬
の
両
眼
は
ま
た
た
き
に

け
り
」
(
歌
集
『
あ
ら
た
ま
』
)
と
斎
藤
茂
吉
が
歌
っ
た
馬
の
眼
に
そ
れ
は
似
て
い

る。
こ
う
し
た
馬
の
眼
を
借
り
て
田
中
冬
二
は
人
生
の
哀
歓
や
実
存
の
哀
し
さ
を
う

た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
彼
は
そ
れ
ら
を
抽
象
的
、
思
弁
的
に
う
た

う
こ
と
を
し
な
い
。
日
常
的
、
生
活
的
な
事
柄
を
通
し
て
具
体
的
に
、
し
か
も
お

の
れ
の
感
性
に
か
か
わ
ら
せ
つ
つ
平
明
に
、
し
か
し
深
い
陰
影
を
添
え
て
う
た
う
。

全
四
行
か
ら
成
る
こ
の
章
句
の
韻
律
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

五
音
と
七
音
を

基
調
と
し
て
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
吊
ラ
ン
プ

(
5
音
)

七
O 

ひ
く
く
さ
げ

(
5
音
)
石
臼
に

(
5
音
)
き
な
粉
ひ
く
音

(
7
音
)
か
な
し
い
限

し
て

(
7
音
)
ぢ
っ
と
郵
を

(
6
音
)
だ
し
て
ゐ
る

(
5
音
)
馬
の
顔

(
5
音
)

う
す
暗
い

(
5
音
)
山
の
家
の
土
間

(
8
音
)
」
と
い
う
案
配
で
あ
る
。
中
に
6

音、

8
音
と
い
う
破
調
の
詩
句
が
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
ず
つ
ま
ざ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
詩
句
は
か
え
っ
て
こ
の
章
句
全
体
の
調
べ
を
の
び
や
か
に
し
、
定
型
詩
的
な

不
自
由
さ
か
ら
詩
世
界
を
解
放
し
、
イ
メ
ー
ジ
に
奥
ゆ
き
と
こ
ま
や
か
さ
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

第
一
行
に
「
吊
ラ
ン
プ
ひ
く
く
さ
げ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
「
吊
ラ
ン
プ
」
は
、

「
ひ
く
く
さ
げ
」
ら
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
高
い
位
置
に
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
ラ
ン
プ
が
「
土
間
」
に
お
と
す
光
の
輸
は
小
さ
く
、

ほ
の
か
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
光
の
及
ば
な
い
あ
た
り
は
一
層
「
う
す
暗
い
」

も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
う
す
暗
い
ゆ
え
に
、
「
吊
ラ
ン
プ
を
ひ
く
く
さ

げ
る
」
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
ひ
く
く
さ
げ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

土
聞
に
お
ち
る
光
の
範
囲
は
一
一
層
せ
ば
ま
り
、
し
か
し
せ
ば
ま
っ
た
だ
け
そ
れ
だ

け
光
の
及
ぶ
あ
た
り
は
明
る
さ
を
増
し
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
、
光
の
と
ど
か
な

い
部
分
は
土
間
も
空
間
も
そ
の
「
う
す
暗
さ
」
を
一
層
つ
の
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
第
一
行
の
詩
句
は
、
そ
う
し
た
明
暗
の
移
ろ
い
と
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
、

音
の
な
い
吊
ラ
ン
プ
の
わ
ず
か
な
動
き
を
通
し
て
微
妙
に
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
吊
ラ
ン
プ
の
光
は
、
緩
慢
に
動
く
石
臼
の
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
と
共

に
、
そ
の
石
臼
に
よ
っ
て
ひ
か
れ
た
「
き
な
粉
」
の
色
合
い
や
香
ば
し
い
匂
い
を

読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
。
第
二
行
に
は
、
「
き
な
粉
ひ
く
音
」
だ
け
が
描
か
れ
て
、

そ
れ
を
ひ
く
人
間
の
姿
は
あ
か
ら
さ
ま
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
第

一
行
の
「
吊
ラ
ン
プ
ひ
く
く
さ
げ
」
と
い
う
表
現
は
、
「
う
す
暗
い
山
の
家
の
土



間
」
で
石
臼
を
ひ
い
て
い
る
人
間
の
姿
を
、
深
い
陰
影
で
彩
り
つ
つ
、
読
み
手
の

想
像
裡
に
は
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
こ
ま
か
く

詮
索
す
れ
ば
、
こ
の
吊
ラ
ン
プ
は
ど
の
程
度
「
ひ
く
く
さ
げ
し
ら
れ
て
い
る
の
か

ー
ー
ー
石
臼
を
ひ
く
人
の
頭
の
す
ぐ
上
の
あ
た
り
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
よ
り
も

下
、
つ
ま
り
「
き
な
粉
」
の
ひ
か
れ
具
合
が
明
瞭
に
判
別
で
き
る
あ
た
り
ま
で
さ

げ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
あ
り
、
そ
の
如
何
に
よ
っ
て
、
人

聞
の
姿
の
あ
り
ょ
う
も
ラ
ン
プ
の
光
の
も
た
ら
す
陰
影
の
濃
淡
の
加
減
も
ち
が
っ

て
く
る
が
、
そ
れ
ら
は
読
み
手
の
判
断
に
ま
か
せ
て
、
石
臼
を
ひ
く
音
だ
け
を
残

し
て
表
面
か
ら
は
消
し
去
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
一
種
の
消
去
的
手
法
|
|
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
用
い
て
、
こ
の
章
句
に

く
ぴ

お
け
る
最
も
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
「
か
な
し
い
眼
し
て
、
ぢ
っ
と
頚
を
だ
し
て

ゐ
る
馬
の
顔
」
や
そ
の
姿
を
、
う
す
閣
の
中
に
鮮
明
に
描
い
て
い
る
。
馬
の
顔
や

姿
が
前
景
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
詩
句
に
描
か

れ
た
諸
情
景
は
い
つ
し
か
遠
景
と
な
っ
て
退
い
て
い
く
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
馬
の
「
か
な
し
い
眼
」
は
総
て
の
も
の
を
明
噺
に
映
し
て
い
る
。
同
時
に
、

こ
の
眼
は
自
分
の
内
面
を
も
「
、
ち
っ
と
」
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
い
つ
し
か
田
中
冬
二
自
身
の
眼
に
重
な
る
。

日
の
章
句
に
つ
い
て

稲
妻
の
一
瞬
の
明
滅
を
通
し
て
「
納
屋
の
壁
L

に
描
か
れ
た
「
ら
く
が
き
の
大

入
道
」
が
生
き
生
き
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
稲
妻
の
明
滅
に
か
か
わ
り
な
く
、
作

者
の
眼
は
見
開
か
れ
て
お
り
、
「
ら
く
が
き
」
の
み
な
ら
ず
、
万
般
の
事
象
を
冷

静
に
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
稲
妻
が
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
四
周
の
情
景
は
言
う

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(
8
)

(
村
上

隆
彦
)

に
及
ば
ず
、
実
は
、
稲
妻
そ
の
も
の
を
こ
そ
し
っ
か
り
と
見
て
い
る
。
「
ら
く
が

き
の
大
入
道
が
生
き
て
く
る
」
の
は
、
「
稲
妻
、
が
し
て
ゐ
る
」
中
で
働
い
て
い
る

作
者
の
鋭
い
眼
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
稲
妻
が
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
l
l
i稲
光
で
は
な
く
稲
妻
と
表
現
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
光
の
速
さ
、
走
る
勢
い
の
鋭
さ
、
青
白
さ
な
ど
が
鮮
明
に
写
し
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
稲
妻
は
雷
鳴
を
伴
っ
て
い
な
い
。
光
だ
け
が
音
も
な
く
明
滅

し
て
い
る
。
「
稲
妻
、
が
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
は
、

し
ば
ら
く
前
か
ら
そ
う
い

う
状
態
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
共
に
、
稲
妻
の
発
生
場
所
が
距

(
幻
)

離
的
に
遠
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
詩
「
洗
ひ
場
」
の
第
一
行
の
「
稲
妻
が
し

て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
稲
妻
は
、
あ
た
り
の
景
物

を
束
の
間
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
あ
と
、
再
び
宵
閣
の
中
に
沈
め
る
が
、
そ
の
一
瞬

の
閃
光
に
よ
っ
て
「
納
屋
」
の
壁
が
て
ら
し
出
さ
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
ら
く

が
き
の
大
入
道
が
生
き
て
く
る
」
。

「
納
屋
」
の
壁
を
て
ら
し
出
し
た
の
は
稲
妻
の
も
た
ら
し
た
閃
光
で
あ
る
が
、

「
ら
く
が
き
の
大
入
道
」
を
、
「
生
き
て
く
る
」
か
の
如
き
リ
ア
リ
テ
ィ
を
以
て

捉
え
、
生
き
生
き
と
描
き
出
し
た
の
は
、
作
者
田
中
冬
二
の
鋭
い
眼
で
あ
る
。
そ

の
鋭
い
眼
は
、
稲
妻
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
諸
景
物
の
中
か
ら
特
に
「
納
屋
」
を

選
び
出
し
、
そ
こ
に
詩
的
焦
点
を
当
て
た
。
「
納
屋
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

庭
を
含
め
た
こ
の
屋
敷
の
結
構
が
あ
る
程
度
想
像
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
母
屋
で
な
く
納
屋
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
気
の
な
い
あ
た
り

の
静
か
さ
が
、
音
の
な
い
稲
妻
と
呼
応
し
つ
つ
、
的
確
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
稲
妻
に
よ
っ
て
そ
の
姿
を
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
「
納
屋
」
は
、
同

時
に
お
の
れ
の
影
を
色
濃
く
地
上
に
描
く
。
稲
妻
は
さ
ら
に
、
稲
妻
を
見
、
稲
妻

七
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が
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
景
物
に
見
入
っ
て
い
る
作
者
自
身
の
姿
を
も
、

一
瞬
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
こ
の
章
句
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
「
ら
く
が
き
の

大
入
道
が
生
き
て
く
る
」
と
い
う
第
三
行
の
詩
句
で
あ
る
。
特
に
「
生
き
て
く
る
」

と
い
う
表
現
は
、
こ
の
作
品
に
生
き
生
き
と
し
た
動
き
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ

の
「
く
る
」
は
、
稲
妻
に
よ
っ
て
「
大
入
道
」
が
闇
の
中
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
、
あ
た
か
も
こ
ち
ら
に
む
か
つ
て
迫
っ
て
く
る
か
の
よ
う
だ
、
と
い
う
動
き
の

あ
る
生
き
生
き
と
し
た
所
作
を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
壁
に
描
か
れ

た
ま
ま
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
「
大
入
道
」
の
顔
の

表
情
が
、
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
表
現
し
て
い
る
。

た
ぶ
ん
、
こ
の
家
の
子
供
た
ち
が
描
い
た
か
、
今
は
大
人
で
あ
る
者
た
ち
が
子

供
の
頃
に
描
い
た
か
、

い
ず
れ
か
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
こ
の
「
大
入
道
」
は
、

描
か
れ
た
あ
と
、
子
供
た
ち
か
ら
も
忘
れ
ら
れ
た
。
誰
か
ら
も
か
え
り
み
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
だ
け
に
、
稲
妻
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
「
大
入
道
」
の
顔
は
、
荒

々
し
い
ま
ま
に
ど
こ
と
な
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情
を
た
た
え
た
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
う
し
た
表
情
を
通
し
て
、
こ
の
「
ら
く
が
き
」
に
た
く
し
た
子
供
た

ち
の
思
い
や
感
情
も
、
稲
妻
の
力
を
借
り
て
「
生
き
て
く
る
」
の
で
あ
る
。
作
者

は
(
今
の
場
合
作
者
だ
け
が
)
、
自
分
の
子
供
時
代
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
い
つ

し
か
子
供
の
眼
で
こ
の
「
大
入
道
」
の
姿
を
見
、
「
ら
く
が
き
」
に
輿
じ
た
子
供

た
ち
の
心
に
お
の
れ
の
心
を
通
わ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
に
、
子
供
の
頃
に
感

じ
た
「
稲
妻
」
や
「
大
入
道
」
に
対
す
る
恐
怖
感
が
、
な
つ
か
し
さ
を
伴
っ
て
「
生

き
て
く
る
」
。

や
が
て
、
こ
の
「
ら
く
が
き
の
大
入
道
」
は
稲
妻
の
鎮
ま
り
と
共
に
聞
に
消
え

七

る
が
、
そ
の
姿
は
残
像
と
な
っ
て
そ
の
後
も
作
者
の
ま
ぶ
た
の
裏
に
残
り
つ
づ
け

る
。
幼
少
年
期
の
記
憶
が
、
郷
愁
の
陰
影
を
伴
っ
て
作
者
の
心
に
残
り
つ
づ
け
て

い
る
よ
う
に
。

そ
う
し
た
く
さ
ぐ
さ
の
感
慨
を
作
者
の
心
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
要
因
と
な
っ
た

も
の
は
、
「
山
へ
来
て
」
、
そ
こ
で
得
た
見
聞
で
あ
り
生
活
体
験
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
田
中
冬
二
に
と
っ
て
は
、
「
山
へ
来
」
た
そ
の
こ
と
が
「
稲
妻
」
の
役
割
を

な
し
て
い
る
。
そ
の
「
稲
妻
」
に
て
ら
し
出
さ
れ
て
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い

る
諸
情
景
が
、
あ
た
か
も
「
生
き
て
く
る
」
が
如
く
に
、

回
中
冬
二
の
心
に
よ
み

が
え
っ
た
。

注
(
1
)
『
日
本
の
詩
歌
』

M
・
脚
注

(
2
)
詩
「
本
栖
村
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
所
収
)
に
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。
夜

露
の
多
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ア
:
:
つ
め
た
い
井
戸
も
な
い
石
の
村
/
科
骨
村
/

民
耐
に
夜
露
が
雨
の
や
う
で
あ
る
/
石
の
道
も
す
っ
か
り
ぬ
れ
て
ゐ
る
/
郭
公
が

な
い
た
」

(
3
)
北
原
白
秋
の
次
の
詩
句
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
「
ギ
ン
ノ
サ
カ
ナ
ノ
ト
ビ
ハ
ヌ

ル
/
ヤ
サ
イ
パ
タ
ケ
ニ
キ
テ
ミ
レ
パ
、
/
ギ
ン
ノ
サ
カ
ナ
ヲ
ト
ラ
ヘ
ン
ト
、
/
ヤ

サ
イ
ア
ハ
テ
テ
ハ
ヲ
ミ
ダ
ス
。
」
(
「
ヤ
サ
イ
」
)

(
4
)
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
あ
あ
こ
の
も
の
う
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
散
歩
に
/
私
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
た
べ
よ

う
」
(
「
暮
春
・
ネ
ル
の
着
物
」
)
「
菊
の
葉
を
た
ベ
る
/
川
崎
の
に
ほ
ひ
の
す
る
菊
の

葉
を
た
ベ
る
」
(
「
日
本
の
秋
」
)
「
胡
麻
油
で
あ
げ
紫
蘇
の
葉
に
の
せ
て
た
ベ
る
」

(
「
水
郷
」
)
「
は
く
か
の
や
う
に
/
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
河
口
村
は
」
(
「
河
口
村
」
)
「

駅
詳
の
や
う
な
夜
空
が
/
山
を
下
り
て
来
て
」
(
「
本
栖
村
」
)
「
裏
の
パ
セ
リ
の
畑

で
」
(
「
ア
メ
リ
カ
村
」
)
「
し
そ
の
ほ
し
葉
の
に
ほ
ひ
」
(
「
し
そ
の
葉
、
川
魚
、
み



か
ん
水
」
)
「
赤
い
薄
荷
菓
子
/
み
か
ん
料
と
こ
ろ
で
ん
臥
韮
」
「
紫
蘇
に
赤
く

染
っ
た
梅
を
庭
に
示
す
」
(
「
一
実
さ
く
ら
忍
冬
の
花
」
)
「
畑
の
豆
や
芋
や
酷
が
新
や
人

参
と
一
緒
に
村
の
娘
た
ち
を
」
(
「
田
舎
の
夜
」
)
「
し
そ
の
葉
母
の
手
」
(
「
故
国

わ
さ
び

の
莱
」
)
「
山
葵
山
葵
固
に
夏
蝶
が
と
ん
で
ゐ
る
」
(
同
上
)
「
み
か
ん
の
花
が
ぶ

わ

さ

び

だ

う
ん
と
匂
ひ
」
(
「
雨
」
)
「
雪
溶
け
の
水
が
い
っ
ぱ
い
の
山
葵
田
」
(
薪
聞
の
山
葵
田
」
)

ゆ
ず

「
山
艇
の
葉
が
ひ
か
り
、
う
ど
の
葉
が
ひ
か
り
」
(
「
追
憶
の
母
」
)
、
「
柚
の
木
の
下
」

ゆ

ず

(
「
秋
の
日
」
)
「
そ
し
て
柚
子
の
実
の
黄
色
い
里
へ
下
り
た
」
(
「
開
墾
地
」
)
「
雲
が

切
れ
て
広
庭
に
日
が
さ
す
と
唐
辛
子
が
赤
く
燃
え
/
紫
蘇
の
ほ
し
葉
が
匂
ふ
」

(
「
山
麓
」
)
「
あ
あ
か
く
て
紫
蘇
の
ほ
し
葉
か
へ
す
風
し
ろ
く
暮
れ
ゆ
け
ど
」
(
「
故

圏
の
歌
」
)
「
濡
れ
た
撃
の
葉
か
げ
で
虫
が
な
い
て
ゐ
た
」
(
「
夜
」
)
「
唐
辛
の
花

星
の
う
つ
く
し
い
日
本
の
秋
の
夜
」
「
紫
蘇
朝
焼
の
空
」
(
「
故
圏
の
莱
」
)
な
ど
。

(
5
)
詩
「
安
土
」
(
『
妻
科
の
家
』
所
収
)
。
そ
の
他
、
エ
ッ
セ
イ
「
鮒
俳
」
(
『
奈
良
国

の
ほ
と
と
ぎ
す
』
所
収
)
、
「
芭
蕉
と
蕪
村
へ
の
敬
首
相
」
(
「
随
想
拾
遺
」
・
全
集
3

所
収
)
な
ど
で
、
近
江
地
方
の
「
鮒
鮮
」
に
ふ
れ
て
い
る
。

(
6
)
詩
「
山
へ
来
て
」
は
雑
誌
「
パ
ン
テ
オ
ン
」
の
第
3
号
(
昭
和
3
年
6
月
)
に

発
表
さ
れ
た
が
、
こ
の
頃
の
冬
二
の
生
活
に
つ
い
て
和
田
利
夫
氏
は
『
郷
愁
の
詩

人
田
中
冬
三
』
の
中
で
「
こ
の
時
期
、
冬
二
が
関
東
甲
信
越
の
小
さ
な
旅
へ
頻
繁

に
出
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
年
の
夏
、
冬
二
は
、

山
深
い
北
信
濃
の
小
谷
温
泉
へ
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
的
は
前
々
か
ら
夢
に

描
い
て
い
た
姫
川
の
渓
谷
を
糸
魚
川
ま
で
歩
く
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。

参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
7
)
冬
二
は
随
筆
「
昼
寝
」
(
『
妻
科
の
家
』
所
収
)
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。
「
私
は
本
当
に
よ
く
眠
る
。
映
画
を
見
に
行
っ
て
も
眠
る
。
私
に
は
眠
れ
ぬ
と

い
う
こ
と
は
、
先
ず
な
い
と
云
っ
て
よ
い
。
(
略
)
秋
は
あ
け
は
な
し
た
座
敷
の
真

中
に
、
花
莫
墜
を
敷
い
て
、
ご
ろ
り
と
横
に
な
る
。
(
略
)
何
か
本
の
一
頁
か
二
頁

を
見
て
い
る
と
、
い
つ
し
か
ま
ど
ろ
ん
で
し
ま
う
。
好
い
加
減
の
時
が
た
つ
て
、

私
は
目
醒
め
る
。
(
略
)
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
目
醒
め
に
、
ふ
と
き
く
遠
雷
や
蛙
の

声
も
、
な
か
な
か
よ
い
も
の
で
あ
る
。
(
略
)
昼
寝
の
場
所
で
あ
る
が
、
何
処
で
も

よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
(
略
)
大
き
な
山
家
の
人
声
の
せ
ぬ
広
い
座
敷

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(
8
)

(
村
上

隆
彦
)

な
ら
此
の
上
な
し
で
あ
る
。
そ
こ
で
山
水
の
走
る
音
を
き
き
な
が
ら
、
う
つ
ら
う

つ
ら
と
ま
ど
ろ
む
気
持
は
格
別
で
あ
る
。
」

(
8
)
「
虎
の
門
異
聞
」
(
『
妻
科
の
家
』
全
集
3
・
所
収
)

(
9
)
詩
「
ふ
る
さ
と
に
て
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
所
収
)

(
印
)
詩
「
黒
薙
温
泉
」
(
同
右
)

(
日
)
詩
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
(
同
右
)

(
ロ
)
詩
「
夜
」
(
詩
集
『
海
の
見
え
る
石
段
』
所
収
)
の
中
に
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ

る
。
「
夜
に
な
る
と
家
々
で
雨
戸
を
閉
ぢ
る
の
は
/
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
だ

ろ
う
/
ど
の
家
も
ひ
っ
そ
り
と
し
て
ゐ
る
」

(
日
)
随
筆
「
山
の
湯
小
記
」
(
『
高
原
と
峠
を
ゆ
く
』
全
集
3
・
所
収
)
の
中
で
冬
二

は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
山
の
湯
で
、
ま
た
う
れ
し
い
の
は
、
冬
は
別
と
し

て
、
平
生
雨
戸
を
閉
め
ず
、
障
子
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
障
子
が
、
夜
明
け

に
白
ば
ん
で
来
る
の
は
好
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
障
子
に
映
る
燈
火
の

色
も
な
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
」

(
H
H
)

詩
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
所
収
)

(
日
)
同
右

(
日
)
詩
「
田
沢
温
泉
」
(
同
右
)

(
口
)
詩
「
黒
薙
温
泉
」
(
同
右
)

bz
ヒち

(
山
山
)
詩
「
小
谷
温
泉
」
(
同
右
)

(ω)
詩
「
軽
井
沢
の
氷
菓
子
」
(
同
右
)

(
初
)
随
筆
「
吉
野
の
鮎
他
!
蔵
書
の
話
|
」
(
『
妻
科
の
家
』
全
集
3
・
所
収
)
の
中

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
こ
の
書
棚
と
は
別
に
、
他
の
部
屋
に
も
本
箱
と
書

棚
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
佐
藤
春
夫
詩
集
』
(
第
一
書
房
)
『
タ
の
虹
』
『
月
下
の
一

群
』
『
空
し
き
花
束
』
『
青
白
赤
』
『
コ
ク
ト
オ
詩
抄
』
「
ジ
ャ
ム
詩
抄
』
『
ヴ
ェ
ル
レ

エ
ヌ
詩
抄
』
(
堀
口
大
学
)
:
:
:
(
以
下
略
)
」

(
幻
)
詩
「
本
栖
村
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
所
収
)
の
中
に
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
り
、

こ
の
場
合
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
を
/
煤
け
た
ラ
ン
プ
の
ま

そ

ま

わ
り
/
山
の
人
た
ち
の
質
素
な
ゆ
め
|
|
/
蕎
安
う
ち
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
麦

粉
を
は
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
ゆ
め
は
/
う
す
い
あ
を
い
艶
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
」

七



文
学
部
論
集
第
八

O
号
(
一
九
九
六
年
三
月
)

七
四

(
幻
)
同
じ
く
詩
「
本
栖
村
」
に
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。
「
さ
う
し
て
ま
た
み
ん
な

奥
ぶ
か
く
み
え
る
/
蕎
屋
根
が
ふ
た
つ
く
ろ
く
ぼ
ん
や
り
か
さ
な
っ
て
ゐ
る
/
飼

葉
の
に
ほ
ひ
が
し
て
く
る
/
馬
の
ゐ
る
気
配
が
す
る
」
。
さ
ら
に
詩
「
赤
城
大
沼
」

の
中
に
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。
「
わ
た
し
の
こ
こ
ろ
に
は
/
深
林
の
中
で
/
あ

そ
ん
で
ゐ
た
馬
の
顔
が
映
っ
て
ゐ
る
」

(
幻
)
詩
「
夜
」
(
詩
集
『
海
の
見
え
る
石
段
』
所
収
)
に
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。

「
そ
し
て
と
ほ
い
空
に
は
稲
妻
が
し
て
/
雪
お
こ
し
の
雷
が
き
こ
え
た
り
す
る
」
。

ま
た
、
詩
「
稲
妻
」
(
詩
集
『
花
冷
え
』
所
収
)
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ

る
。
「
稲
妻
が
す
る
/
あ
の
稲
妻
の
す
る
山
の
向
う
あ
た
り
が
日
光
の
町
に
な
る

と
云
ふ
」
。
共
に
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

む
ら
か
み
た
か
ひ
こ

国
文
学
科

(
一
九
九
五
年
十
月
二
五
日
受
理
)


