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「
化
鳥
」（
明
治
30
・
４
「
新
著
月
刊
」）
は
由
良
君
美︶

1
︵

・
脇
明
子︶

2
︵

の

両
氏
に
よ
っ
て
い
わ
ば
発
見
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
鏡

花
の
最
初
の
口
語
体
小
説
と
し
て
わ
ず
か
に
知
ら
れ
て
い
た
だ
け
の

短
篇
で
あ
る
が
、
両
氏
の
絶
賛
以
来
、
鏡
花
独
特
の
「
幻
想
小
説
」

の
本
質
を
示
唆
す
る
初
期
重
要
作
と
し
て
マ
ー
ク
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
後
も
多
く
の
研
究
論
文
が
書
か
れ
て
お
り
、
鏡
花
の
作

品
の
中
で
は
最
も
よ
く
議
論
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
と
い
え
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
「
化
鳥
」
は
、
甚
だ
特
異
な
表
現
と
謎
め
い
た
物
語
と

に
よ
っ
て
、
今
な
お
問
題
作
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
議
論
の
的
と
さ
れ
て

き
た
。

　

・
作
品
を
支
配
す
る
少
年
の
「
語
り
」
の
性
質
に
つ
い
て

　

・
少
年
と
母
親
の
関
係
に
つ
い
て

　

・�「
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
」
の
出
現
に
至
る
終
盤
の
話
の

解
釈
に
つ
い
て

本
稿
は
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
関
し
さ
さ
や
か
な
私
見
を
記
し
て
み

た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
先
学
諸
氏
の
指
摘
と
多
く
重
複
す
る
こ

と
は
避
け
難
い
と
思
う
が
、し
か
し
な
が
ら
根
本
の
問
題
は
、「
化
鳥
」

と
い
う
小
説
を
結
局
ど
の
よ
う
な
物
語
と
し
て
理
解
す
る
か
に
あ

る
。
簡
単
に
い
っ
て
、
こ
の
物
語
の
主
題
は
何
か
。
ど
ん
な
意
図
で

書
か
れ
た
作
品
か
。
そ
し
て
「
化
鳥
」
が
真
に
鏡
花
ら
し
い
「
幻
想

小
説
」
の
嚆
矢
で
あ
る
な
ら
ば
、ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
う
な
の
か
。

近
年
に
至
る
「
化
鳥
」
論
の
流
れ
で
は
、
そ
う
し
た
基
本
的
な
点
に

関
し
こ
の
作
品
の
意
義

0

0

が
し
だ
い
に
不
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
印
象
を

受
け
る
。
本
稿
は
「
化
鳥
」
の
特
異
な
表
現
が
意
味
す
る
も
の
を
問

い
直
す
こ
と
で
、
こ
の
小
説
を
あ
ら
た
め
て
評
価
し
な
お
し
た
い
と

泉
鏡
花
「
化
鳥
」
小
見

―
回
心
の
寓
話
と
し
て

梅
山　

聡
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考
え
て
い
る
。

一
「
化
鳥
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　

愉お
も
し
ろ快
い
な
、
愉お
も
し
ろ快
い
な
、
お
天て
ん
き気
が
悪わ
る

く
つ
て
外そ
と

へ
出で

て
遊あ
そ

べ
な
く
つ
て
も
可い

い
や
、
笠か
さ

を
着き

て
、
蓑み
の

を
着き

て
、
雨あ
め

の
降ふ

る

な
か
を
び
し
よ
〳
〵
濡ぬ

れ
な
が
ら
、
橋は
し

の
上う
へ

を
渡わ
た

つ
て
行ゆ

く
の

は
猪
ゐ
の
し
ゝ

だ
。

　

菅す
げ
が
さ笠

を
目ま

深ぶ
か

に
被か
ぶ

つ
て
、
し
ぶ
き
に
濡ぬ

れ
ま
い
と
思お
も

つ
て
向む
か
ひ
か
ぜ風

に
俯う
つ

向む

い
て
る
か
ら
顔か
ほ

も
見み

え
な
い
、
着き

て
居ゐ

る
蓑み
の

の
裙す
そ

が
引ひ
き

摺ず

つ
て
長な
が

い
か
ら
、
脚あ
し

も
見み

え
な
い
で
歩あ

る行
い
て
行ゆ

く
、
脊せ

の

高た
か

さ
は
五
尺し
や
く

ば
か
り
あ
ら
う
か
な
、
猪
ゐ
の
し
ゝ

と
し
て
は
大お
ほ
き

な
も

の
よ
、大お
ほ
か
た方

猪
ゐ
の
し
ゝ

ン
中な
か

の
王わ
う
さ
ま様

が
彼あ
ん
な様

三さ
ん

角か
く

形な
り

の
冠
か
ん
む
り

を
被き

て
、

市ま
ち

へ
出で

て
来き

て
、
而そ

し
て
、
私わ
た
し

の
母お
つ
か
さ
ん様

の
橋は
し

の
上う
へ

を
通と
ほ

る
の

で
あ
ら
う
。

　

ト
か
う
思お
も

つ
て
見み

て
居ゐ

る
と
愉お
も
し
ろ快

い
、
愉お
も
し
ろ快

い
、
愉お
も
し
ろ快

い
。

（
一
）

よ
く
読
め
ば
異
様
な
書
き
出
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

︽
橋
の
上
を
渡
つ
て
行
く
の
は
猪
だ
。︾︽
猪
と
し
て
は
大お
ほ
き

な
も
の
よ
、

大お
ほ
か
た方

猪
ゐ
の
し
ゝ

ン
中
の
王
様
が
…
︾
と
言
う
の
だ
が
、︽
笠
を
着
て
、
蓑
を

着
て
︾
橋
を
渡
っ
て
い
る
の
は
実
は
人
間
な
の
で
あ
る
。
人
間
を
わ

ざ
と
「
猪
」
と
呼
び
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
押
し
通
す
と
い
う
奇
妙

な
言
辞
で
こ
の
小
説
は
始
ま
っ
て
い
る
。

全
篇
の
語
り
手
で
あ
る
廉れ
ん

（
八
、
九
歳
の
少
年
）
は
、︽
人
も
、
猫
も
、

犬
も
、
そ
れ
か
ら
熊
も
、
皆み
ん
な

お
ん
な
じ
動け
だ
も
の物

だ
︾（
二
）、︽
人
間
も
、

鳥
獣
も
草
木
も
、
昆
虫
類
も
、
皆み
ん
な

形
こ
そ
変
つ
て
居
て
も
お
ん
な

じ
ほ
ど
の
も
の
だ
︾（
六
）
と
い
う
特
異
な
信
念
を
奉
じ
て
お
り
、

徹
底
し
て
人
間
と
動
植
物
と
を
同
視
し
よ
う
と
す
る
。
た
め
に
「
化

鳥
」
の
前
半
部
分
で
は
、人
間
と
い
う
人
間
が
「
猪
」
や
「
蕈
」
や
、

「
小
鳥
」や「
鮟
鱇
」に
変
容
さ
せ
ら
れ
る
奇
怪
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
次
々

と
開
示
さ
れ
る
。
人
の
言
葉
は
雀
や
頬
白
が
囀
る
の
と
大
差
な
い
も

の
と
さ
れ
、
人
間
は
鮎
や
金
魚
や
菊
の
花
よ
り
も
は
る
か
に
醜
く
劣

悪
な
生
き
物
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
少
年
が
母
親
か
ら
教
え
込
ま
れ
た

と
い
う
こ
の
強
烈
な
思
想
が
、
読
者
を
ま
ず
驚
か
す
。

同
時
に
印
象
的
な
の
は
、
書
き
出
し
を
一
読
す
る
だ
け
で
も
明
ら

か
な
こ
の
作
品
独
特
の
文
体
、と
い
う
よ
り
「
語
り
口
」
で
あ
ろ
う
。

子
供
の
話
し
言
葉
を
忠
実
に
模
し
た
よ
う
な
奔
放
な
口
語
体
。
そ
れ

を
由
良
君
美
は
「
少
年
の
生
き
た
口
語
を
、
そ
の
ま
ま
に
、
な
れ
な

れ
し
く
展
開
し
た
饒
舌
の
文
体
の
様
式
化
」
と
評
し
、
Ｂ
・
エ
イ
ヘ

ン
バ
ウ
ム
の
ゴ
ー
ゴ
リ
「
外
套
」
論︶

3
︵

を
援
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
分

析
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
「︿
語
り
手
が
前
面
に
出
﹀
た
、︿
気
ま

ぐ
れ
な
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
配
置
﹀
か
ら
な
る
、こ
と
ば
の
︿
作
り
顔
﹀
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や
︿
身
振
り
﹀
か
ら
な
る
、︿
不
必
要
な
細
部
が
飛
び
だ
す
﹀、
独
自

の
︿
な
れ
な
れ
し
い
饒
舌
﹀
の
文
体
を
つ
く
り
だ
す
が
、
し
か
し
世

俗
的
な
台せ
り
ふ詞

の
印
象
を
け
っ
し
て
与
え
な
い
、︿
常
に
様
式
化
さ
れ
﹀

た
、
高
度
に
芸
術
的
な
文
体
を
︿
語
り
﹀
と
し
て
生
み
出
す
の
で
あ

る
」
と
。

こ
の
鮮
や
か
な
分
析
は
「
化
鳥
」
論
と
し
て
も
、
鏡
花
小
説
特
有

の
「
語
り
」
へ
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
も
、
今
日
な
お
価
値

を
失
っ
て
い
な
い
。
だ
が
由
良
論
に
お
い
て
問
題
を
残
し
た
よ
う
に

見
え
る
の
は
、「
化
鳥
」
作
中
の
時
間
の
構
造
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
を
中
心
に
由
良
論
以
後
の
研
究
史
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

山
田
有
策
氏
の
論︶

4
︵

は
、
作
中
で
回
想
調
の
過
去
形
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
根
拠
に
、
作
中
現
在
時
と
は
別
の
「
回
想
時
点
の
現
在
」

に
お
け
る
語
り
と
い
う
水
準
が
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
。
一

人
称
回
想
形
式
の
小
説
で
あ
る
以
上
、
回
想
し
て
物
語
る
主
体
が
存

在
す
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
作
中
の
現
在
よ
り
も
後
の
時
点
の
、

お
そ
ら
く
す
で
に
成
人
し
て
い
る
だ
ろ
う
「
現
在
の
廉
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
化
鳥
」
の
語
り
は
厳
密
に
い
っ
て
少
年
の
語
る
言
葉
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
「
物
語
る
現
在
の
廉
」
の
作
為
的
な
言
説
と
し
て

読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
由
良
の
「
化
鳥
」
観
、
す
な
わ

ち
「
少
年
の
︿
内
的
独
白
﹀
を
そ
の
ま
ま
に
生
ま
の
口
語
体
に
定
着

す
る
︿
語
り
﹀
そ
の
も
の
を
作
全
体
の
手
法
に
す
る
と
い
う
、
放
胆

か
つ
斬
新
な
技
法
上
の
実
験
」
と
い
う
見
解
は
、
一
旦
し
り
ぞ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

山
田
論
以
降
、「
化
鳥
」
を
回
想
体
小
説
と
読
む
こ
と
は
一
種
自
明

の
前
提
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
作
品
の
背
後
に
存
在
す
る
と
考
え

ら
れ
る
「
現
在
の
廉
」
＝
「
回
想
時
点
の
語
り
手
」
を
問
題
に
す
る

論
が
、
近
年
に
至
る
も
研
究
上
の
主
流
を
な
し
て
い
る
。
早
川
美
由

紀
氏︶

5
︵

、川
島
み
ど
り
氏︶

6
︵

、山
本
梓
氏︶

7
︵

は
い
ず
れ
も
「
語
り
手
」
＝
「
現

在
の
廉
」
の
回
想
意
図
を
問
う
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
「
化
鳥
」
解
釈

を
導
い
て
い
る
。

そ
の
場
合
「
現
在
の
廉
」
の
境
遇
や
人
物
像
が
問
題
と
な
る
が
、

山
田
論
文
で
は
「
化
鳥
」
の
︿
語
り
手
﹀
に
つ
い
て
、「
一
人
で
母
の

残
し
た
橋
の
番
小
屋
に
こ
も
り
き
っ
て
い
る
孤
独
な
少
年
（
青
年
）

の
「
私
」
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
お
そ
ら
く
「
私
」
は
八
、
九

歳
の
少
年
の
意
識
の
ま
ま
、
自
ら
成
熟
を
停
止
し
て
い
る
に
違
い
な

い
」
と
い
っ
た
解
釈
を
示
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
山
田
論
は
「
化
鳥
」

を
、
結
局
は
社
会
的
人
格
と
し
て
の
成
熟
を
拒
否
し
た
男
性
が
、
母

親
と
二
人
だ
け
の
世
界
に
留
ま
り
続
け
た
い
と
願
う
自
閉
的
な
夢
想

を
表
現
し
た
作
品
な
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。

早
川
・
川
島
・
山
本
諸
氏
は
右
の
山
田
論
に
対
し
各
自
の
異
説
を

立
て
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
、
現
在
時
の
「
語
り
手
」
と

し
て
あ
ま
り
に
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
人
物
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
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共
通
し
た
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
、「
現
在
の

廉
」
は
、
も
は
や
信
じ
て
も
い
な
い
少
年
時
代
の
空
想
や
、
愛
せ
な

か
っ
た
母
親
の
こ
と
を
何
故
か
執
拗
に
回
想
し
語
り
続
け
る
と
い
っ

た
、
不
自
然
な
設
定
に
よ
っ
て
読
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
「
化
鳥
」
観
は
と
も
す
れ
ば
甚
だ
屈
折
し

た
暗
澹
た
る
も
の
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
作
品
の
生
産
的
な
評
価
を
困

難
に
す
る
。

こ
こ
で
私
見
を
述
べ
る
と
、
そ
も
そ
も
作
品
内
に
は
全
く
あ
ら
わ

れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
「
現
在
の
廉
」
を
、
ど
こ
ま
で
解
釈
の

上
で
重
視
す
べ
き
か
は
決
し
て
自
明
の
事
柄
で
は
な
く
、
先
行
論
文

で
も
そ
の
点
に
は
意
見
の
相
違
が
み
ら
れ
る︶

8
︵

。な
る
ほ
ど
作
中
に︽
寒

い
日
の
朝
、
雨
の
降
つ
て
る
時
、
私
の
小
さ
な
時
分
、
何い
つ
か日
で
し
た

つ
け
、
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
見
て
居
ま
し
た
。︾（
一
）、︽
私
は
其そ

の

時じ

分ぶ
ん

は
何な

ん

に
も
知
ら
な
い
で
居
た
け
れ
ど
も
、
母お
つ
か
さ
ん様

と
二
人
ぐ
ら
し

は
、
こ
の
橋
銭
で
立
つ
て
行
つ
た
の
で
、︾（
一
）、︽
私
の
児こ
ど
も

心ご
こ
ろ

に

も
、︾（
三
）
と
い
っ
た
明
白
な
回
想
調
が
散
見
す
る
の
は
事
実
で
あ

る
が
、
数
え
れ
ば
全
篇
で
わ
ず
か
数
箇
所
に
過
ぎ
な
い
上
、
ほ
と
ん

ど
は
第
一
章
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
小
説
ら
し
い
体

裁
を
整
え
る
た
め
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
形
式
的
表
現
と
み
な
し
得
る

程
度
の
も
の
で
あ
る
。
脇
明
子
氏
の
よ
う
に
技
術
上
の
不
備︶

9
︵

と
判
断

し
て
も
決
し
て
不
当
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
で
回
想
の
過
去

形
に
は
大
き
な
意
味
は
な
い
と
思
わ
れ
、
あ
え
て
「
現
在
の
廉
」
の

語
り
と
い
う
水
準
を
仮
定
す
る
こ
と
が
解
釈
上
有
益
で
あ
る
か
ど
う

か
は
疑
問
で
あ
る
。

「
化
鳥
」
は
、仮
構
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
や
は
り
少
年
の
「
語
り
」

と
見
な
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
こ
の
「
語
り
」
の

特
質
を
評
価
し
に
く
い
か
ら
だ
。
一
見
子
供
ら
し
い
風
変
わ
り
な
発

想
や
潑
剌
と
し
た
語
調
、
と
同
時
に
何
か
限
り
な
く
異
様
な
も
の
の

噴
出
し
て
い
る
さ
ま
が
読
む
者
を
圧
倒
す
る
。
そ
の
二
面
性
に
「
化

鳥
」
の
主
た
る
魅
力
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
現
実
に
八
、
九
歳
の
子
供
が
「
化
鳥
」
の
よ
う
な
物
語

を
口
演
し
、
そ
の
言
葉
を
速
記
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
小
説
に
な
る

と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
小
説
に
お
け
る
子
供
の
言
説
は
原

則
と
し
て
虚
構
で
あ
る
。
当
然
そ
こ
に
は
子
供
ら
し
く
装
っ
た
言
説

を
操
る
主
体
が
別
に
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
で
、
よ
り
高
い
水

準
の
「
語
り
手
」
が
テ
ク
ス
ト
内
に
潜
在
す
る
と
考
え
る
か
、
ま
た

は
単
純
に
小
説
家
の
拵フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

え
事
で
あ
る
と
見
る
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

小
説
一
般
の
理
論
に
お
け
る
立
場
の
問
題
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
泉
鏡
花
が
「
化
鳥
」
の
前
後
に
執
筆
し
た
「
龍
潭
譚
」（
明

治
29
・
11
「
文
芸
倶
楽
部
」
増
刊
「
小
説
六
佳
選
」）、「
鶯
花
径
」（
明
治
30

・
９
、
10
「
太
陽
」）
等
の
作
品
を
想
起
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
に
は

共
通
す
る
作
意
が
認
め
ら
れ
る
。
合
理
的
な
脈
絡
や
整
合
性
か
ら
さ
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り
げ
な
く
逸
脱
し
て
ゆ
く
、
子
供
の
心
理
や
発
想
を
言
語
化
し
、
あ

え
て
破
格
の
語
法
・
文
体
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
制
度
的
な
小
説
文

体
で
は
語
り
え
ぬ
も
の

―
逆
説
や
背
理
、
白
日
夢
、
狂
気
す
れ
す

れ
の
神
秘
体
験

―
を
語
ろ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
鏡
花
が

彼
独
自
の
幻
想
的
小
説
の
表
現
法
を
手
探
り
で
作
り
出
し
て
い
っ
た

過
程
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に「
化
鳥
」の
少
年
の「
独

白
」
が
、
実
は
大
人
の
「
語
り
手
」
に
よ
る
偽
装
さ
れ
た
言
説
な
の

だ
と
み
な
し
た
瞬
間
、
こ
の
小
説
の
根
本
的
な
意
味
が
見
失
わ
れ
か

ね
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
虚
構
の
「
子
供
の
語
り
」
を
用
い
る
こ
と
で
「
化
鳥
」
に
お

い
て
試
み
ら
れ
た
も
の
、
そ
し
て
達
成
さ
れ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た

か
。
以
下
で
は
そ
れ
を
考
え
て
い
き
た
い
。

二
既
に
み
た
通
り
、「
化
鳥
」
の
最
大
の
特
徴
は
廉
少
年
が
そ
の
語
る

言
葉
に
よ
っ
て
、
眼
に
映
る
人
や
物
を
自
由
自
在
に
変
容
（
メ
タ
モ

ル
フ
ォ
ー
ズ
）
さ
せ
て
い
く
際
の
言
語
ト
リ
ッ
ク
に
あ
る
。
中
で
も

秀
抜
な
奇
想
と
思
わ
れ
る
一
例
を
次
に
引
い
て
み
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
釣つ
り

を
し
て
ま
す
の
は
、
ね
、（
中
略
）
あ
れ
は

人に
ん
げ
ん間

ぢ
や
あ
な
い
、
蕈き
の
こ

な
ん
で
、
御ご

覧ら
ん

な
さ
い
。
片か
た

手て

懐
ふ
と
こ
ろ

つ
て
、
ぬ
う
と
立た

つ
て
、
笠か
さ

を
被か
ぶ

つ
て
る
姿す
が
た

と
い
ふ
も
の
は
、

堤ど

て防
の
上う
へ

に
一
本ぽ
ん

占し

め

ぢ
治
茸
が
生は

え
た
の
に
違ち
が

ひ
ま
せ
ん
。

　

夕ゆ
ふ
が
た方
に
な
つ
て
、
ひ
よ
ろ
長な
が

い
影か
げ

が
さ
し
て
、
薄う
す
く
ら暗
い

鼠ね
ず
み
い
ろ色

の
立た
ち
す
が
た姿

に
で
も
な
る
と
、
ま
す
〳
〵
占し

め

ぢ
治
茸
で
、
ず
つ

と
遠と
ほ

い
〳
〵
処と
こ
ろ

ま
で
一ひ
と

な
ら
び
に
、
十
人に
ん

も
三
十
人に
ん

も
、
小ち
ひ

さ
い
の
だ
の
、大お
ほ

き
い
の
だ
の
、
短み
じ
か

い
の
だ
の
、長な
が

い
の
だ
の
、

一い
ち
ば
ん番

橋は
し

手て
ま
え前

の
を
頭か
し
ら

に
し
て
、
さ
か
り
時ど
き

は
毎ま
い
に
ち日

五
六
十
本ぽ
ん

も
出で

き来
る
の
で
、
ま
た
彼あ
つ
ち処
此こ
つ
ち方
に
五
六
人に
ん

づ
ゝ
も
一ひ
と
か
た
ま
り団
に

な
つ
て
る
の
は
、
千せ
ん
ぼ
ん本

し
め
ぢ
ツ
て
、
く
さ
〳
〵
に
生は

え
て
居ゐ

る
、
そ
れ
は
小ち
ひ

さ
い
の
だ
。（
三
）

川
端
に
居
並
ぶ
釣
客
を
占し

め

ぢ
治
茸
に
見
立
て
て
語
っ
て
い
く
う
ち
、

し
ま
い
に
は
本
当
に
人
と
蕈
の
境
目
が
揺
ら
ぐ
よ
う
な
幻
想
を
も
た

ら
す
効
果
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。︽
小
さ
い
の
だ
の
、
大
き
い

の
だ
の
︾
か
ら
︽
短
い
の
だ
の
、
長
い
の
だ
の
︾
へ
平
然
と
続
け
る

こ
と
で
、︽
十
人
も
三
十
人
も
︾
の
人
間
を
︽
五
六
十
本
︾
の
蕈
に
変

え
て
し
ま
う
。変
容
は
言
語
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
で
、
川
端
に
繋
が
れ
た
猿
の
来
歴
が
語
ら
れ
る
く
だ
り
に
も

そ
う
し
た
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
猿
が
様
々
な
悪
戯
を
し
た
挿

話
が
列
挙
さ
れ
る
中
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、

︽
あ
の
、
湿し

め

地ぢ

茸た
け

が
、
腰
弁
当
の
握に
ぎ
り
め
し飯
を
半
分
与や

つ
た
り
、︾

︽
時
々
悪
戯
を
し
て
、
其そ

の

紅べ
に

雀す
ゞ
め

の
天あ
た
ま窓

の
毛
を
挘む
し

つ
た
り
、
か

な
り
や
を
引ひ
つ

掻か

い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
の
猿
松
が
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居
て
は
、
う
つ
か
り
可
愛
ら
し
い
小
鳥
を
手て
ば
な
し放

に
し
て
戸お
も
て外

へ

出
し
て
は
置
け
な
い
、︾

︽
ひ
ら
〳
〵
と
青
い
な
か
か
ら
紅あ

か

い
切き

れ

の
こ
ぼ
れ
て
居
る
、
う

つ
く
し
い
鳥
の
袂
を
引ひ
つ

張ぱ

つ
て
、
遥は
る
か

に
見
え
る
山
を
指ゆ
び
さ

し
て

気
絶
さ
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
さ
う
な
り
、︾

波
線
部
分
は
小
説
冒
頭
の
「
猪
」
同
様
、
す
べ
て
人
間
（
の
男
や
児

女
や
若
い
女
性
）
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
後
の
文
脈
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

言
葉
に
よ
る
こ
う
し
た
変
容
が
最
高
潮
に
達
す
る
の
が
「
鮟
鱇
博

士
」
の
挿
話
（
第
八
、
九
章
）
で
あ
ろ
う
。「
鮟
鱇
博
士
」
と
は
町
の

俗
物
名
士
に
少
年
が
密
か
に
つ
け
た
渾
名
で
あ
り
、

（
前
略
）
母お
つ
か
さ
ん様
も
御
存
じ
で
、
彼あ
れ

は
博は
か
せ士
ぶ
り
と
い
ふ
の
で
あ

る
と
お
つ
し
や
つ
た
。

　

け
れ
ど
も
鰤ぶ
り

で
は
た
し
か
に
な
い
、
あ
の
腹
の
ふ
く
れ
た
様

子
と
い
つ
た
ら
、
宛ま
る
で然
、
鮟あ
ん
か
う鱇
に
肖に

て
居
る
の
で
、
私
は
蔭
ぢ

や
あ
鮟あ
ん
か
う鱇

博は
か
せ士

と
さ
う
い
ひ
ま
す
ワ
。（
八
）

そ
の
鮟
鱇
博
士
が
、
橋
銭
を
置
か
ず
に
橋
を
渡
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ

で
の
博
士
の
外
貌
描
写
は
、︽
顔か
ほ

中ぢ
う

帽ば
う

子し

、
唯た
ゞ

口く
ち

ば
か
り
が
、
其そ
の

口く
ち

を

赤
く
あ
け
て
︾、︽
鮟
鱇
は
腹
を
ぶ
く
〳
〵
さ
し
て
、
肩
を
ゆ
す
つ
た

が
︾、︽
と
い
つ
た
時
ふ
つ
く
り
し
た
鼻
の
さ
き
が
ふ
ら
〳
〵
し
て
︾

と
い
っ
た
シ
ュ
ー
ル
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
に
な
る
。
元
は
と
言
え

ば
「
ぶ
り
＝
鰤
で
は
な
く
て
鮟
鱇
だ
」
と
い
う
駄
洒
落
め
い
た
言
葉

遊
び
か
ら
始
ま
っ
て
、
実
際
に
博
士
が
鮟
鱇
に
化
け
て
し
ま
う
か
の

よ
う
な
鬼
気
迫
る
効
果
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
こ
の
後
さ
ら
に

「
七
面
鳥
」
に
変
形
す
る
。）

少
年
が
こ
う
し
て
次
々
に
変
貌
さ
せ
て
い
く
世
界
の
像
は
、
い
か

に
も
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
童
画
的
光
景
に
も
見
え
、
一
方
で
読
む
者

を
う
そ
寒
く
さ
せ
る
よ
う
な
狂
気
や
暗
さ
を
ど
こ
か
で
感
じ
さ
せ

る
。
そ
の
両
義
的
性
格
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
先
行
論
で
も

取
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
少
年
の
口
に
す
る
「
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う

言
い
方
で
あ
る
。
初
め
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
化
鳥
」
の
冒
頭
は

︽
愉お
も
し
ろ快

い
な
、
愉お
も
し
ろ快

い
な
、︾︽
愉お
も
し
ろ快

い
、
愉お
も
し
ろ快

い
、
愉お
も
し
ろ快

い
。︾
と
い

う
唐
突
な
リ
フ
レ
イ
ン
で
始
ま
っ
て
お
り
、
作
中
で
こ
の
言
葉
が
頻

繁
に
使
わ
れ
る
。

最
初
そ
れ
は
眼
に
入
っ
て
く
る
も
の
を
無
差
別
に
「
お
も
し
ろ
」

が
る
子
供
の
、
無
心
に
発
す
る
感
嘆
詞
の
よ
う
に
も
取
れ
る
。
し
か

し
小
説
を
読
み
進
ん
で
い
く
う
ち
、
少
年
の
い
う
「
お
も
し
ろ
い
」

が
相
当
に
辛
辣
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
多
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で

い
る
こ
と
が
、
段
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。

︽
で
、
人
間
だ
と
思
ふ
と
を
か
し
い
け
れ
ど
、
川か
は

ン
中な
か

か
ら
足

が
生
え
た
の
だ
と
、
さ
う
思
つ
て
見
て
居
る
と
お
も
し
ろ
く
ツ

て
、
ち
つ
と
も
嫌
な
こ
と
は
な
い
の
で
、
つ
ま
ら
な
い
観
世
物
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を
見
に
行ゆ

く
よ
り
、
ず
つ
と
ま
し
な
の
だ
つ
て
、
母お
つ
か
さ
ん様
が
さ

う
お
謂い

ひ
だ
か
ら
、
私
は
さ
う
思
つ
て
居
ま
す
も
の
。︾（
三
）

︽
人
が
あ
る
い
て
行ゆ

く
時
、
片
足
を
あ
げ
た
処
は
一い
つ
ぽ
ん本

脚あ
し

の
鳥

の
や
う
で
お
も
し
ろ
い
。
人
の
笑
ふ
の
を
見
る
と
獣
け
だ
も
の

が
大
き

な
赤
い
口
を
あ
け
た
よ
と
思
つ
て
お
も
し
ろ
い
。
み
い
ち
や
ん

が
も
の
を
い
ふ
と
、
お
や
小
鳥
が
囀
る
か
と
さ
う
思
つ
て
を
か

し
い
の
だ
。
で
、
何
で
も
、
お
も
し
ろ
く
ツ
て
、
を
か
し
く
ツ

て
、
吹
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。︾（
六
）

こ
こ
で
の「
お
も
し
ろ
い
」「
を
か
し
い
」の
意
味
は
複
雑
で
あ
る
。

一
面
で
は
明
ら
か
に
毒
を
も
っ
た
反
語
で
あ
り
、
語
る
対
象
へ
の
嘲

笑
や
敵
意
を
含
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
「
お
も
し
ろ
い
」
を
、

専
ら
皮
肉
な
意
味
に
の
み
一
面
化
し
て
読
む
の
も
正
し
く
な
い
。
少

年
が
人
間
を
様
々
に
変
容
さ
せ
て
「
お
も
し
ろ
」
が
る
の
は
単
な
る

悪
意
か
ら
す
る
こ
と
で
も
な
い
の
だ
。
次
の
引
用
箇
所
で
は
「
を
か

し
い
」「
お
も
し
ろ
い
」
が
、
最
後
に
は
「
う
つ
く
し
い
」「
可
愛
ら

し
い
」
と
い
う
美
意
識
へ
と
通
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

此こ
の

節せ
つ

ぢ
や
も
う
、
唯た
ゞ

、
変
な
蕈
だ
、
妙
な
猪
だ
と
、
を
か
し
い

ば
か
り
で
あ
る
、
お
も
し
ろ
い
ば
か
り
で
あ
る
、
つ
ま
ら
な
い

ば
か
り
で
あ
る
、
見み

ツ
と
も
な
い
ば
か
り
で
あ
る
、
馬
鹿
々
々

し
い
ば
か
り
で
あ
る
、
そ
れ
か
ら
み
い
ち
や
ん
の
や
う
な
の
は

可か
は
い愛
ら
し
い
の
で
あ
る
、
吉
公
の
や
う
な
の
は
う
つ
く
し
い
の

で
あ
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
紅べ
に

雀す
ゞ
め

が
う
つ
く
し
い
の
と
、

目め
じ
ろ白
が
可か
は
い愛
ら
し
い
の
と
些ち
つ
と少
も
違
ひ
は
せ
ぬ
の
で
、
う
つ
く

し
い
、
可か

は
い愛

ら
し
い
。
う
つ
く
し
い
、
可か
は
い愛

ら
し
い
。（
六
）

頬
白
が
囀
る
の
を
︽
チ
、
チ
、
チ
ツ
チ
ツ
て
ツ
て
、
お
も
し
ろ
さ

う
に
、
何
か
い
つ
て
し
や
べ
つ
て
居
ま
し
た
︾（
三
）
と
語
る
例
が

あ
り
、︽
釣
を
し
て
居
る
人
が
お
も
し
ろ
さ
う
だ
と
然さ

う
思
つ
た
り
な

ん
ぞ
し
た
︾（
六
）
と
も
い
う
。
ま
た
小
説
冒
頭
で
「
猪
」
を
見
て

︽「
母お
つ
か
さ
ん様

、
愉お

も
し
ろ快

い
も
の
が
歩あ

る行
い
て
行
く
よ
。」︾
と
嬉
し
げ
に
話

す
少
年
に
は
、
幼
児
的
な
無
邪
気
さ
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

「
化
鳥
」
全
篇
を
覆
う
少
年
の
「
語
り
」
は
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な

辛
辣
さ
と
同
時
に
、
や
は
り
子
供
ら
し
い
イ
ノ
セ
ン
ト
な
響
き
を
伝

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
人
の
眼
と
子
供
の
眼
、
嘲
笑
と

無
垢
な
陶
酔
が
奇
妙
に
同
居
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま

り
こ
の
「
語
り
」
は
徹
底
し
て
両
義
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て

い
る
。

「
お
も
し
ろ
い
」と
い
う
、主
観
的
で
意
味
の
漠
然
と
し
た
形
容
語
。

ま
だ
語
彙
の
乏
し
い
子
供
が
何
を
見
て
も
「
お
も
し
ろ
い
」
と
し
か

言
え
な
い
よ
う
な
、
一
種
の
幼
児
言
語
を
逆
手
に
と
っ
て
、
そ
の
裏

に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
多
義
性
を
仕
掛
け
て
い
く
言
語
上
の
戦
略
が

「
化
鳥
」
と
い
う
小
説
の
根
底
に
あ
る
。
冒
頭
か
ら
意
味
の
曖
昧
な

「
愉お
も
し
ろ快
い
」
の
連
呼
で
始
ま
る
の
は
、
他
で
も
な
い
こ
の
言
葉
の
多
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義
性
こ
そ
が
作
品
の
キ
ー
ノ
ー
ト
に
な
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
の

と
同
時
に
、
作
品
開
始
早
々
か
ら
意
味
上
の
サ
ス
ペ
ン
ス
を
生
み
出

す
ト
リ
ッ
ク
に
も
な
っ
て
い
る
。
少
年
の
語
り
は
幼
児
的
言
語
と
痛

烈
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
間
を
揺
れ
動
く
二
面
性
を
も
つ
。
で
は
そ
の
二

面
性
は
一
体
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
こ
こ
で
少
年
と
そ
の
母
親
の
関
係
と
い
う
問
題
が
一
つ
浮
び
上
が

る
。
そ
も
そ
も
少
年
は
幼
時
よ
り
母
親
か
ら
︽
犬
も
猫
も
人
間
も
お

ん
な
じ
だ
つ
て
︾
ひ
た
す
ら
叩
き
込
ま
れ
て
来
た
結
果
、
今
の
特
異

な
世
界
観
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。︽
母お

つ
か
さ
ん様

が
さ
う
お
謂い

ひ
だ
か
ら
、
私
は
さ
う
思
つ
て
居
ま
す
も
の
。︾（
三
）、︽（
※
母お
つ
か
さ
ん様

が
）

ち
つ
と
は
思お
も
ひ
で出

に
な
る
と
い
つ
ち
や
あ
、
ア
ノ
笑わ
ら
ひ

顔が
ほ

を
お
し
な
の

で
、
私
も
さ
う
思
つ
て
見
る
故せ

ゐ

か
、︾（
六
）
と
い
っ
た
言
葉
は
、
少

年
の
思
想
が
母
の
教
え
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。

そ
こ
で
母
親
の
側
の
事
情
を
窺
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
き
わ
め

て
厳
酷
な
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。
母
親
は
、
か
つ
て
は
御
殿
の
よ

う
な
大
廈
に
暮
す
身
分
で
あ
っ
た
の
が
、
零
落
し
て
今
は
橋
の
番
小

屋
に
住
み
、
僅
か
な
橋
銭
を
と
っ
て
糊
口
を
し
の
い
で
い
る
。
彼
女

は
世
間
か
ら
足
蹴
に
さ
れ
、
言
句
を
絶
す
る
恥
辱
を
味
わ
っ
た
ら
し

い
末
に
「
人
間
は
み
な
ケ
ダ
モ
ノ︶
₁₀
︵

と
同
じ
だ
」
と
い
う
処
世
哲
学
を

作
り
上
げ
、
そ
こ
に
閉
じ
籠
っ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
世
間

の
人
間
た
ち
へ
の
激
烈
な
呪
詛
を
隠
さ
ず
、
感
情
的
な
交
流
を
一
切

拒
絶
し
て
い
る
。
少
年
が
、
人
と
他
の
生
物
と
を
自
在
に
混
同
す
る

眼
差
し
を
獲
得
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
母
親
が
自
身
の
経
験

か
ら
得
た
哲
学
を
少
年
に
伝
授
す
る
た
め
、
飽
く
こ
と
な
く
教
育
を

施
し
た
と
い
う
事
情
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

多
く
の
先
行
論
は
「
化
鳥
」
の
「
語
り
」
が
孕
む
二
面
性
の
原
因

を
そ
こ
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
化
鳥
」
に
は
Ａ
＝
少
年
の
感

性
と
、
Ｂ
＝
母
親
の
酷
烈
な
思
想
と
が
混
淆
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
Ａ
と
Ｂ
の
齟
齬
や
落
差
が
し
ば
し
ば
露
呈
す
る
こ
と
に
こ

の
小
説
の
要
点
が
あ
る
と
す
る
の
が
、
近
年
の
「
化
鳥
」
論
に
ほ
ぼ

共
通
す
る
見
解
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
そ
こ
で
は
、
二
面
性
よ
り
も
し
ば
し
ば
Ｂ
の
側
面
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
り
大
半
の
論
考
が
、

こ
の
母
親
の
あ
ま
り
に
も
「
忌
ま
わ
し
い
」「
人
間
憎
悪
」
に
も
似

た
教
え
や
、「
明
ら
か
に
尋
常
で
な
い
」
彼
女
の
人
格
を
問
題
視
す
る

よ
う
な
論
調
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る︶
₁₁
︵

。
そ
こ
か
ら
一
つ
に
は
、
少

年
は
母
親
の
思
想
の
お
ぞ
ま
し
さ
を
理
解
で
き
ず
鵜
呑
み
に
し
て
語

っ
て
い
る
と
い
う
、「
子
ど
も
の
現
実
認
識
の
誤
り
」
を
利
用
し
た
語

り
の
仕
掛
け
に
作
品
の
狙
い
を
み
る
論
が
出
て
い
る︶
₁₂
︵

。
ま
た
、
普
通
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に
考
え
れ
ば
少
年
は
こ
の
「
異
常
な
」
母
親
に
対
す
る
不
満
や
反
撥

を
ど
こ
か
で
隠
せ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
少
年
の
「
語
り
」
に
そ
の
あ

ら
わ
れ
を
見
よ
う
と
す
る
論
も
多
数
あ
っ
て
有
力
な
説
を
な
す
。「
化

鳥
」
の
主
題
を
そ
う
し
た
母
子
関
係
の
問
題
に
求
め
る
議
論
が
、
現

在
も
主
流
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
「
化
鳥
」
の
発
見
者
で
あ
る
由
良
・
脇
の
論
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
彼
ら
は
全
く
違
っ
た
も
の
を
こ
の
小
説
に
見
出
し
て
い

た
と
い
う
感
が
強
い
。
由
良
論
文
に
も
「
人
間
即
野
獣
と
い
う
厳
し

い
世
界
観
に
諦
観
し
た
母
親
」
と
い
っ
た
Ｂ
へ
の
言
及
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
由
良
は
む
し
ろ
Ａ
に
西
欧
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「
素
晴

ら
し
い
汎
神
論
的
感
性
の
世
界
」
や
独
特
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
観
を
認
め

て
「
化
鳥
」
を
激
賞
し
た
の
で
あ
る
。
由
良
論
を
継
承
し
た
脇
氏
も

「（
母
親
の
）
苦
い
処
世
術
を
幸
福
感
に
似
た
も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
た︶
₁₃
︵

」

少
年
の
感
性
に
高
い
価
値
を
与
え
て
い
た
。
だ
が
今
日
の
「
化
鳥
」

論
の
大
勢
は
彼
ら
の
発
想
か
ら
あ
ま
り
に
遠
ざ
か
っ
て
お
り
、
そ
こ

に
は
「
素
晴
ら
し
い
」「
汎
神
論
」「
幸
福
感
」
と
い
っ
た
言
葉
を
容

れ
る
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
の
解
釈
の
対
立
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、ま
ず
少
年
の
「
語
り
」

の
中
で
Ａ
・
Ｂ
を
は
っ
き
り
と
弁
別
で
き
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
直

し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
少
年
と
母
親
の
関
係
に
亀
裂
や
乖

離
を
見
る
の
が
本
当
に
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

︽
だ
つ
て
、
私
、
母お

つ
か
さ
ん様

の
お
つ
し
や
る
こ
と
、
虚う

そ言
だ
と
思
ひ

ま
せ
ん
も
の
。
私
の
母お

つ
か
さ
ん様

が
う
そ
を
い
つ
て
聞
か
せ
ま
す
も

の
か
。︾（
四
）

︽
そ
れ
で
ち
や
ん
と
教
へ
て
頂
い
て
、
其そ

れ

を
ば
覚
え
て
分
つ
て

か
ら
、
何
で
も
、
鳥
だ
の
、
獣
け
だ
も
の

だ
の
、
草
だ
の
、
木
だ
の
、

虫
だ
の
、
蕈
だ
の
に
人
が
見
え
る
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
お
も
し

ろ
い
、
結
構
な
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
私
に
か
う
い
ふ
い
ゝ
こ

と
を
教
へ
て
下
す
つ
た
母お
つ
か
さ
ん様

は
、
と
さ
う
思
ふ
時
は
鬱ふ
さ

ぎ
ま

し
た
。︾（
六
）

「
化
鳥
」
の
、
少
な
く
と
も
中
盤
ま
で
の
「
語
り
」
は
右
の
よ
う

な
調
子
で
一
貫
し
て
お
り
、
こ
れ
を
素
直
に
受
け
取
れ
ば
、
少
年
の

母
親
に
対
す
る
信
頼
・
帰
依
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
母
子

は
秘
密
の
教
義
（︽
か
う
い
ふ
い
ゝ
こ
と
︾）
を
共
有
す
る
こ
と
で
並
の

親
子
以
上
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ゆ
え
に
母
と
子
と
い
う
よ
り
も
師

と
弟
子
、
教
祖
と
信
徒
の
よ
う
に
み
え
る
独
特
な
関
係
に
あ
る
。
こ

の
母
子
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
点
で
あ
る
。

仮
に
少
年
と
母
親
の
間
に
埋
め
が
た
い
溝
が
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
母
へ
の
信
仰
告
白
の
よ
う
な
言
辞
の
一
切
を
意
識
的
な
反
語
と

と
る
か
、
ま
た
は
少
年
の
「
語
り
」
自
体
を
他
の
話
者
に
よ
る
偽
装

的
な
言
説
と
見
な
す
ほ
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
後
者
に
関
し
て
は
既

に
述
べ
た
通
り
、
本
稿
は
そ
う
し
た
読
み
方
を
採
ら
な
い
。
前
者
に
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関
し
て
は
た
と
え
ば
小
川
武
敏
氏
の
論︶
₁₄
︵

が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
解

釈
を
主
張
し
て
い
る
。
小
川
氏
は
、
少
年
が
母
へ
の
心
酔
を
繰
り
返

し
言
明
す
る
の
は
か
え
っ
て
彼
女
の
教
え
に
心
服
で
き
な
い
証
拠
で

あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
少
年
の
口
に
す
る
「
お
も
し
ろ
い
」
は
す
べ

て
反
語
で
あ
り
、
そ
の
真
意
は
不
満
や
退
屈
や
母
親
へ
の
苛
立
ち
で

あ
る
と
読
ん
で
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
た
解
釈
で

あ
る
。
前
述
の
通
り
少
年
の
「
お
も
し
ろ
い
」
を
す
べ
て
皮
肉
だ
と

し
て
一
義
的
に
読
む
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
う
し
た

読
み
は
「
化
鳥
」
の
「
語
り
」
か
ら
豊
か
な
多
義
性
や
曖ア
ン
ビ
ギ
ュ
イ
テ
ィ

昧
さ
の

価
値
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
少
年
の
「
語
り
」
の
二
面
性
を
母
親
と
の
齟
齬
に
起
因

す
る
も
の
と
は
考
え
ず
、
別
の
と
こ
ろ
に
そ
の
由
来
を
求
め
た
い
と

思
う
。
そ
れ
は
少
年
自
身
の
意
識
と
存
在
に
お
け
る
二
面
性
に
由
来

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
化
鳥
」
終
盤
の
ス
ト
ー
リ
ー
、

す
な
わ
ち
「
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
」
に
遭
遇
し
た
少
年
が
、

そ
の
正
体
を
尋
ね
て
彷
徨
す
る
物
語
を
ど
う
読
み
解
く
か
、
ひ
い
て

は
「
化
鳥
」
全
体
の
プ
ロ
ッ
ト
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
を
考

察
す
る
こ
と
で
、
や
が
て
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
「
化
鳥
」
は
第
十
章
以
下
の
終
盤
で
急
に
話
が
動
く
。
た
だ
し
そ

こ
で
は
主
に
、
作
中
現
在
の
雨
の
日
か
ら
は
半
年
前
の
あ
る
日
の
出

来
事
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
日
、
少
年
は
猿
と
戯
れ
て
い
て
誤
っ
て
川
に
落
ち
、
溺
れ
て

死
に
か
け
た
の
だ
が
、
何
者
か
に
救
い
上
げ
ら
れ
体
が
空
へ
浮
い
た

よ
う
に
感
じ
て
、︽
大
き
な
う
つ
く
し
い
眼
︾
を
し
た
者
を
そ
こ
に
見

た
。
少
年
は
そ
の
晩
、
自
分
を
救
っ
た
の
は
誰
な
の
か
と
母
親
を
問

い
詰
め
る
の
だ
が
、
母
親
は
常
に
な
く
う
ろ
た
え
て
、︽
そ
れ
は
ね
、

大
き
な
五ご
し
き色
の
翼は
ね

が
あ
つ
て
天
上
に
遊
ん
で
居
る
う
つ
く
し
い
姉
さ

ん
だ
よ
︾
と
答
え
た
。

そ
の
「
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
に
も
う
一
度
会
い
た
く
思
っ
た
少

年
は
、
町
の
方
々
を
捜
し
回
る
が
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
川
向
こ

う
の
︽
あ
の
、
梅
林
の
あ
る
処
︾︽
あ
の
桜さ
く
ら
や
ま山
と
、
桃も
ゝ
だ
に谷
と
、
菖あ
や
め蒲

の
池い
け

と
あ
る
処
︾
へ
赴
く
。
日
が
暮
れ
る
こ
ろ
少
年
は
、
寂
寥
感
と

と
も
に
奇
妙
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。
あ
く
び
を
し
て
︽
赤
い
口
を
あ

い
た
ん
だ
な
と
、
自
分
で
さ
う
お
も
つ
て
、
屹び
つ
く
り驚
し
た
。︾︽
自
分
の

身か
ら
だ体

を
見
よ
う
と
思
つ
て
、
左
右
へ
袖
を
ひ
ら
い
た
時
、
も
う
、
思

は
ず
キ
ヤ
ツ
と
叫
ん
だ
。
だ
つ
て
私
が
鳥
の
や
う
に
見
え
た
ん
で
す

も
の
。
何ど

ん
な
に
恐こ
は

か
つ
た
ら
う
︾
と
い
う
、
異
様
な
変
身
恐
怖
を

体
験
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
母
親
が
探
し
に
や
っ
て
来
た
の
で
、
少
年
は
思
わ
ず
縋

り
つ
く
が
、
そ
の
瞬
間
ふ
と
気
が
着
い
た
。︽
何ど

う
も
さ
う
ら
し
い
、
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翼は
ね

の
生
え
た
う
つ
く
し
い
人
は
何ど

う
も
母お
つ
か
さ
ん様
で
あ
る
ら
し
い
︾。

半
年
後
の
今
日
（
作
中
の
現
在
）、
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た

少
年
は
、も
う
一
度
川
に
溺
れ
て
み
よ
う
か
、そ
う
す
れ
ば
ま
た
「
う

つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
に
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
る
。︽
見

た
い
な
！　

羽
の
生
え
た
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
。
だ
け
れ
ど
も
、
ま

あ
、
可い

い
。
母お
つ
か
さ
ん様

が
在い

ら
つ
し
や
る
か
ら
、
母お
つ
か
さ
ん様

が
在い

ら
つ
し
や

つ
た
か
ら︶
₁₅
︵

。︾
と
い
う
呟
き
で
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
話
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
、「
翼
の
生
え

た
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
と
は
何
者
な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
存
在
が

小
説
の
末
段
に
至
っ
て
出
現
す
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の

か
。
そ
し
て
そ
れ
は
作
品
の
前
半
部
に
語
ら
れ
た
こ
と
と
ど
う
い
う

脈
絡
で
繋
が
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
絞
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

従
来
の
論
で
は
「
化
鳥
」
終
盤
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
、「
少
年
の
関
心

が
、
現
実
の
母
を
離
れ
、
幻
の
姉
さ
ん
へ
と
全
面
的
に
傾
い
て
ゆ
く

話
の
流
れ︶
₁₆
︵

」
と
捉
え
る
読
み
方
が
大
枠
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
脇
氏

が
導
入
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロ
マ
ン
ス
論︶
₁₇
︵

な
ど
を
参
照
す

れ
ば
、
現
実
の
母
親
に
対
し
無
意
識
の
う
ち
に
不
満
や
嫌
悪
を
感
じ

て
い
る
少
年
が
、
理
想
の
母
親
像
を
深
層
心
理
の
中
で
作
り
出
し
た

の
が
「
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
の
幻
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈︶
₁₈
︵

は
一
応

の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
少
年
の
母
へ
の
不
信
・

反
撥
を
「
化
鳥
」
の
主
題
と
み
な
す
こ
と
と
も
う
ま
く
整
合
す
る
説

明
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
「
化
鳥
」
は
、
少
年
が
「
う
つ
く
し
い
姉

さ
ん
」
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
母
親
と
の
閉
じ
た
世
界
か
ら
離

脱
し
て
い
く
（
し
か
し
結
局
は
挫
折
す
る
）
物
語
と
し
て
読
め
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
よ
く
吟
味
す
る
と
、こ
の
解
釈
に
は
い
く
つ
も
疑
問
が
残
る
。

「
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
の
事
件
は
（
作
品
構
成
上
は
ラ
ス
ト
に
置
か
れ

る
も
の
の
）
時
間
的
に
半
年
前
の
出
来
事
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
機

に
母
子
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
た
の
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
作
品
の
始
め

か
ら
亀
裂
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
だ
が

そ
う
な
る
と
少
年
の
「
語
り
」
を
、
最
初
か
ら
母
親
へ
の
批
判
を
意

図
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
説
で
あ
っ
た
と
読
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る

が
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
読
み
方
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
人
間
を
次
々
と
猪
や
蕈
や
鳥
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
や
、「
人

間
も
ケ
ダ
モ
ノ
も
同
じ
だ
」
と
い
う
激
越
な
主
張
が
一
体
何
の
た
め

に
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
意
味
が
説
明
で
き
な
い
。
少
年
の
思
想
や

言
語
行
為
を
積
極
的
に
評
価
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
作
品
の
統
一
的

な
解
釈
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

少
年
は
「
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
を
追
い
か
け
て
母
親
か
ら
離
れ

て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
最
後
は
抱
き
と
め
ら
れ
て
無
事
に

帰
還
し
た
と
い
う
話
な
の
で
あ
る
。
少
年
は
母
親
と
「
う
つ
く
し
い

姉
さ
ん
」
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
至
高
の
夢
を
抱
く
こ
と
で
、
現
在
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の
境
遇
に
満
ち
足
り
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
「
う
つ
く
し

い
姉
さ
ん
」
の
一
件
と
は
、
む
し
ろ
少
年
が
母
親
へ
の
帰
依
を
一
層

強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
重
要

な
の
は
、
少
年
が
最
終
的
に
母
親
＝
「
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
と
い

う
洞
察
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
実
は
作
品
の
中
盤
ま

で
に
も
、こ
の
母
親
の
ど
こ
か
超
越
的
な
性
格
が
何
度
も
少
年
の「
語

り
」
に
よ
っ
て
仄
め
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
あ
ら
〳
〵
流
れ
る
よ
。」

「
鳥
か
い
、
獣

け
だ
も
の

か
い
。」
と
極き
は

め
て
平
気
で
い
ら
つ
し
や
る
。

「
蝙か

う
も
り蝠

な
の
、
傘

か
ら
か
さ

な
の
、
あ
ら
、
も
う
見
え
な
く
な
つ
た
い
、

ほ
ら
、
ね
、
流
れ
ツ
ち
ま
ひ
ま
し
た
。」

「
蝙か

う
も
り蝠

で
す
と
。」

「
あ
ゝ
、
落お

ツ
こ
と
し
た
の
、
可か
は
い
さ
う

哀
相
に
。」

と
思
は
ず
歎
息
を
し
て
呟
い
た
。

母お
つ
か
さ
ん様
は
笑ゑ
み

を
含
ん
だ
お
声
で
も
つ
て
、

「
廉
や
、
そ
れ
は
ね
、
雨
が
晴
れ
る
し
ら
せ
な
ん
だ
よ
。」

此こ
の

時と
き

猿
が
動
い
た
。

　
　
　
　
　
　

九

　

一ひ
と

廻ま
は
り

く
る
り
と
環わ

に
ま
は
つ
て
、
前
足
を
つ
い
て
、
棒
杭

の
上
へ
乗
つ
て
、
お
天
気
を
見
る
の
で
あ
ら
う
、
仰あ
を

向む

い
て
空

を
見
た
。
晴
れ
る
と
い
ま
に
行
く
よ
。

　

母お
つ
か
さ
ん様

は
嘘
を
お
つ
し
や
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

��

（
略
）

　
　
　
　
　
　

十

　

母お
つ
か
さ
ん様

は
う
そ
を
お
つ
し
や
ら
な
い
。
博
士
が
橋
銭
を
お
い

て
遁に

げ
て
行ゆ

く
と
、
し
ば
ら
く
し
て
雨
が
晴
れ
た
。

最
初
の
「
あ
ら
〳
〵
流
れ
る
よ
。」
と
い
う
台
詞
で
少
年
は
、
鮟

鱇
博
士
の
持
っ
て
い
た
「
蝙
蝠
傘
」
が
川
に
落
ち
て
流
さ
れ
た
こ
と

を
報
告
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
続
く
母
親
と
の
応
答
の
中
で
（
動
物

の
）「
蝙
蝠
」
な
の
か
「
蝙
蝠
傘
」
な
の
か
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
れ
は
「
ぶ
り
＝
鰤
で
は
な
く
て
鮟
鱇
」
と
同
じ
く
言

葉
遊
び
に
基
く
変
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
驚
く
べ
き
展
開

が
次
に
待
ち
受
け
て
い
る
。

母
親
の
い
う
「
蝙
蝠
が
流
れ
る
の
は
雨
の
晴
れ
る
し
ら
せ
」
と
い

う
奇
怪
な
予
言
が
、︽
し
ば
ら
く
し
て
雨
が
晴
れ
た
︾
こ
と
で
本
当
に

成
就
し
て
し
ま
う
。
あ
り
え
な
い
因
果
関
係
が
現
実
に
成
立
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る︶
₁₉
︵

。
そ
し
て
問
題
は
少
年
が
こ
の
超
現
実
的
な
飛
躍
を

当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
、平
然
と
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

少
年
は
こ
こ
で
︽
母お
つ
か
さ
ん様
は
嘘
を
お
つ
し
や
ら
な
い
︾
を
呪
文
の
よ

う
に
繰
り
返
す
。
右
の
対
話
に
お
け
る
母
親
の
受
け
答
え
は
確
か
に

尋
常
で
は
な
く
、
彼
女
の
魔
術
師
的
な
相
貌
が
際
立
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
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次
に
引
く
一
節
は
さ
ら
に
解
釈
上
の
問
題
を
含
ん
で
お
り
、「
化

鳥
」
の
難
読
箇
所
の
一
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
傍
線

部
の
意
味
を
ど
う
と
る
か
に
関
し
て
で
あ
る
。

今
、
市ま
ち

の
人
が
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
遊
山
に
来
る
、
桜さ
く
ら
や
ま山
も
、

桃も
ゝ
だ
に谷
も
、
あ
の
梅ば
い
り
ん林
も
、
菖あ
や
め蒲
の
池い
け

も
皆み
ん
な

父お
と
つ
さ
ん様
の
で
、
頬ほ
ゝ

白じ
ろ

だ
の
、
目め
じ
ろ白

だ
の
、
山や
ま
が
ら雀

だ
の
が
、
こ
の
窓
か
ら
堤ど

て防
の
岸
や
、

柳
の
下も
と

や
、
蛇
籠
の
上
に
居
る
の
が
見
え
る
、
其そ

の

身か
ら
だ体

の
色
ば

か
り
が
其そ

れ

で
あ
る
、
小
鳥
で
は
な
い
、
ほ
ん
た
う
の
可か

は
い愛

ら
し

い
、
う
つ
く
し
い
の
が
ち
や
う
ど
こ
ん
な
工
合
に
朱
塗
の
欄
干

の
つ
い
た
二
階
の
窓
か
ら
見
え
た
さ
う
で
。（
五
）

傍
線
部
が
語
る
の
は
、
身
体
の
色
は
（
今
私
が
こ
こ
か
ら
見
て
い
る
）

小
鳥
の
そ
れ
の
よ
う
に
綺
麗
だ
が
、
し
か
し
小
鳥
で
は
な
い
（
お
そ

ら
く
人
間
で
も
な
い
）、
も
っ
と
本
当
に
可
愛
い
美
し
い
も
の
な
の
だ

と
い
う
何
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。

由
良
論
文
は
早
く
こ
の
箇
所
に
注
目
し
て
お
り
、「
こ
の
故
意
に
シ

ン
タ
ッ
ク
ス
を
破
壊
し
て
表
現
し
た
︿
其そ
れ

﹀、
鳥
な
ら
ぬ
︿
其そ
れ

﹀」
と

は
、
少
年
の
脳
裡
に
刻
ま
れ
た
「
母
の
イ
デ
ア
像
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
論
じ
た
。
お
そ
ら
く
由
良
は
傍
線
部
を
零
落
以
前
の
若
く
美
し

い
母
親
の
こ
と
と
解
し
、そ
の
姿
が
か
つ
て
彼
女
の
住
む
御
殿
の︽
朱

塗
の
欄
干
の
つ
い
た
二
階
の
窓
︾
に
見
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
こ
の

箇
所
を
読
ん
で
い
る
。
だ
が
前
後
の
文
脈
か
ら
検
討
す
る
に
、
こ
こ

は
か
つ
て
母
親
自
身
が
御
殿
の
︽
二
階
の
窓
か
ら
︾
外
を
眺
め
て
い

た
お
り
に
、
傍
線
部
の
も
の
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
彼
女
が
自
分
の
「
イ
デ
ア
像
」
を
見
た
と
い
う

の
も
お
か
し
な
話
で
あ
り
、
由
良
の
解
釈
は
肯
い
難
い
。
だ
が
い
ず

れ
に
せ
よ
由
良
が
こ
こ
で
何
か
し
ら
超
越
的
な
も
の
の
隠
見
を
指
摘

し
た
の
は
鋭
い
読
み
で
あ
っ
た
。

母
親
が
か
つ
て
見
て
い
た
と
い
う
︽
ほ
ん
た
う
の
可
愛
ら
し
い
、

う
つ
く
し
い
の
︾
と
は
何
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
鳥
で
も
人

間
で
も
な
い
第
三
の
も
の

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
超
自
然
の
存
在
を
示
唆
し
て

い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
往
時
の
彼
女
は
そ
う
し
た
も
の
の
姿
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
な
ら
ば
そ
の
暮
す
御
殿
や
花
園
に
し

て
も
地
上
の
ど
こ
か
で
は
な
い
、
天
上
の
楽
園
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
由
良
の
言
う
よ
う
に
こ
こ
で
は
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
崩
し
た

破
格
の
語
法
が
故
意
に
使
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
の
根
幹
に
関

わ
る
謎
を
慎
重
に
、
曖
昧
に
仄
め
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
少
年
の
「
語
り
」
の
中
で
、
母
親
は
翼
あ
る
天
人
で
あ
り
、
か
つ

て
は
天
上
世
界
の
住
人
で
あ
っ
た
と
い
う
半
身
を
も
た
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
の
正
体
は
母
親
そ
の
人
で
あ

る
と
観
じ
た
洞
察
が
今
も
少
年
の
心
裡
で
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
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意
味
し
、
少
年
は
そ
れ
を
も
と
に
彼
独
自
の
世
界
観
を
組
み
立
て
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

母
親
が
天
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
子
で
あ
る
少
年
も
実
は
同
種

の
存
在
で
あ
っ
て
、
少
年
自
身
が
そ
れ
を
そ
う
と
察
し
て
も
お
か
し

く
は
な
い
。「
化
鳥
」
終
盤
の
話
の
流
れ
は
、
少
年
が
母
親
お
よ
び

自
分
自
身
の
神
的
血
統
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
自
覚
す
る
こ
と
で
、
あ

る
種
の
精
神
的
転
回
を
遂
げ
る
物
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

少
年
の
意
識
と
存
在
に
最
初
の
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
は
死
の
体

験
で
あ
っ
た
。
彼
が
水
に
溺
れ
る
場
面（
第
十
章
）の
長
大
な
述
懐
は
、

奇
妙
に
詳
細
で
生
々
し
い
、臨
死
体
験
の
記
述
さ
な
が
ら
に
読
め
る
。

少
年
は
こ
の
と
き
本
当
に
一
度
死
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え

思
え
る
の
だ
。
そ
こ
へ
︽
ぱ
つ

と
糸
の
や
う
な
真
赤
な
光
線
が
さ
し
︾

た
と
あ
る
の
は
、明
白
に
超
越
的
な
も
の
の
介
入
を
意
味
し
て
い
る
。

超
越
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
こ
で
死
に
限
り
な
く
接
近
し
た
少

年
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

多
く
の
先
行
論
が
説
い
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
は
鏡
花
の
小

説
に
頻
見
す
る
水
死
の
幻
想
の
一
例
で
あ
り
、い
う
ま
で
も
な
く「
死

と
再
生
」
の
儀
式
を
示
唆
し
て
い
る
。
水
を
く
ぐ
り
死
を
体
験
し
た

少
年
は
超
越
的
な
光
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
、
も
う
一
度
こ
の
地
上
の

生
へ
と
帰
還
す
る
。
そ
れ
は
彼
の
意
識
と
存
在
の
あ
り
か
た
や
、
世

界
へ
の
眼
差
し
を
根
本
的
に
一
新
さ
せ
る
類
の
体
験
で
あ
っ
た
。「
化

鳥
」
は
少
年
の
回
心
の
劇
を
プ
ロ
ッ
ト
と
し
た
小
説
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
少
年
は
そ
の
一
度
の
体
験
で
生
れ
か
わ
っ
て
し
ま
え
た
わ

け
で
は
な
い
。
一
度
だ
け
垣
間
見
た
超
越
者
に
再
び
め
ぐ
り
会
お
う

と
し
て
、
彼
は
番
小
屋
の
外
の
世
界
を
さ
す
ら
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
は
根
底
か
ら
揺
ら
い
だ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
再
建
す
る
た
め

の
「
遍
歴
の
旅
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
挙
句
に
自
ら
が
鳥

と
化
そ
う
と
す
る
恐
怖
を
体
験
す
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
の
意
味
は

様
々
に
解
釈
し
得
る
。
な
ぜ
な
ら
「
化
鳥
」
に
お
い
て
は
「
鳥
」
と

い
う
も
の
に
多
層
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
鳥

は
「
お
も
し
ろ
」
が
っ
て
見
物
す
べ
き
「
人
間
＝
ケ
ダ
モ
ノ
」
の
一

種
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
は
「
う
つ
く
し
い
、
可
愛
ら
し
い
」
も
の

と
し
て
少
年
に
は
見
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉

さ
ん
」
を
少
年
は
鳥
に
似
た
も
の
と
し
て
類
推
す
る
。

自
分
が
鳥
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
ケ
ダ
モ
ノ
と
し
て
の
鳥
類

へ
の
転
落
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
母
親
同
様
「
翼

の
生
え
た
」
天
人
で
あ
る
自
分
の
正
体
を
見
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。
そ
の
点
で
次
の
母
子
の
問
答
は
き
わ
め
て
意
味
深
く
思
わ
れ

る
。（

鳥
な
の
、
母お
つ
か
さ
ん様
。）
と
さ
う
い
つ
て
其そ
の

時と
き

私
が
聴
い
た
。

此こ
れ

に
も
母お
つ
か
さ
ん様

は
少
し
口く
ち

籠ご
も

つ
て
お
い
で
で
あ
つ
た
が
、

（
鳥
ぢ
や
あ
な
い
よ
、
翼は
ね

の
生
え
た
美う
つ
く

し
い
姉
さ
ん
だ
よ
。）
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何ど

う
し
て
も
分わ
か

ら
ん
か
つ
た
。（
十
一
）

少
年
に
は
鳥
と
「
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
」
と
の
違
い
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
母
親
も
そ
れ
を
説
明
す
る
言
葉
を
持
た
な

い
。「
化
鳥
」
と
い
う
小
説
は
そ
の
両
者
（
自
然
の
生
き
物
と
、
超
自

然
な
い
し
超
越
的
な
存
在
）
を
区
別
す
る
論
理
を
明
示
で
き
な
い
立
場

か
ら
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず「
化
鳥
」

は
、
作
中
に
超
越
的
な
存
在
を
曖
昧
な
形
で
呼
び
込
む
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
鳥
に
似
る
が
決
し
て
鳥
と
は
言
え
な
い
、︽
ほ
ん
と
う
の

可
愛
ら
し
い
、
う
つ
く
し
い
︾
も
の
が
存
在
す
る
、
だ
が
そ
れ
に
つ

い
て
は
明
確
に
語
れ
な
い
、
と
い
う
語
り
の
不
可
能
に
よ
っ
て
、
間

接
的
に
超
越
的
存
在
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
到
っ

て
、
人
間
を
ケ
ダ
モ
ノ
に
変
容
さ
せ
る
「
語
り
」
の
ト
リ
ッ
ク
が
、

鳥
と
い
う
多
義
的
な
モ
チ
ー
フ
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
超
越
性
を
隠

微
に
指
示
す
る
た
め
の
語
法
に
化
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
ま
で
し
て
、
な
ぜ
超
越
的
な
い
し
超
自
然
の
存
在
を

召
喚
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
少
年
と
母
親
の
抱
く
世
界

観
が
必
然
的
に
要
請
す
る
た
め
で
あ
る
。
人
間
は
み
な
ケ
ダ
モ
ノ
だ

と
い
う
彼
ら
の
世
界
観
が
、
論
理
上
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
と

は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
自
身
も
ま
た
「
人
間
＝
ケ
ダ

モ
ノ
」
で
は
な
い
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
破
綻
し
て
し
ま
う
論
理
だ
か

ら
だ
。
し
か
し
少
年
と
母
親
は
自
分
た
ち
二
人
と
世
間
一
般
の
人
間

た
ち
と
の
間
に
絶
対
的
な
差
異
を
設
け
て
お
り
、
な
ら
ば
彼
ら
二
人

だ
け
は
一
切
が
「
人
間
＝
ケ
ダ
モ
ノ
」
で
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
自
然

世
界
を
脱
し
た
地
点
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
彼
ら
は
何

ら
か
の
形
で
超
自
然
の
世
界
と
相
渉
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

実
は
由
良
論
文
は
独
特
な
用
語
で
こ
の
こ
と
の
説
明
を
試
み
て
い

た
。
由
良
に
よ
れ
ば
「
化
鳥
」
の
少
年
の
語
る
世
界
は
「
至
福
の
汎

神
論
的
水
平
の
価
値
観
」
が
支
配
す
る
が
、
そ
こ
へ
天
上
的
な
「
イ

デ
ア
像
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
再
三
出
現
し
て
く
る
こ
と
で
「
汎
神
論
的
」

な
安
定
が
破
ら
れ
る
。
そ
こ
に
天
上
―
地
上
の
垂
直
軸
と
、「
汎
神
論

的
」
水
平
軸
と
の
間
に
「
危
う
い
均
衡
」
が
成
り
立
つ
と
い
う
。
由

良
は
「
化
鳥
」
の
「
語
り
」
が
提
示
す
る
世
界
観
の
論
理
構
造
と
い

う
べ
き
も
の
を
、
西
欧
型
ユ
ー
ト
ピ
ア
幻
想
の
構
造︶
₂₀
︵

と
重
ね
合
せ
な

が
ら
も
、
的
確
に
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る︶
₂₁
︵

。

さ
て
少
年
は
死
の
体
験
に
始
ま
る
一
連
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
曖

昧
に
で
は
あ
る
が
自
ら
の
超
越
性
を
自
覚
し
、
一
種
の
回
心
を
遂
げ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
で
世
界
へ
の
半
ば
超
越
的
な
視

角
を
獲
得
し
て
い
る
。
少
年
の
「
語
り
」
の
二
面
性
の
由
来
は
そ
こ

に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
半
神
的
な
存

在
と
し
て
地
上
的
な
る
も
の
一
切
を
眺
め
下
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら

だ
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
人
間
的
な
感
情
移
入
を
伴
う
こ
と
な
く
形

や
色
に
還
元
し
て
純
粋
に
「
お
も
し
ろ
」
が
れ
る
眼
差
し
の
根
拠
と
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は
、
神
的
存
在
の
「
非
人
間
性
」（
肯
定
的
な
意
味
で
い
う
）
に
ほ
か

な
ら
な
い
。「
化
鳥
」
の
前
半
で
語
ら
れ
た
異
様
か
つ
燦
然
た
る
世

界
変
容
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
少
年

に
と
っ
て
そ
れ
は
回
心
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
た
新
た
な
世
界
の
光
景

で
あ
っ
た
。︽
ね
え
、
母お
つ
か
さ
ん様
、
だ
ね
え
母お
つ
か
さ
ん様
、
い
ま
に
皆み
ん
な

分わ
か

る
ん

だ
ね
。︾（
二
）
と
、
母
親
の
教
え
を
信
仰
し
つ
つ
、
さ
ら
に
悦
ば
し

い
悟
り
の
予
感
の
裡
に
少
年
は
生
き
て
い
る
。

「
化
鳥
」
は
そ
う
し
た
回
心
の
ド
ラ
マ
を
寓
話
的
に
語
っ
た
小
説

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
回
心
の
真
実
を
保
証
す
る
超
越
者
を

作
中
に
呼
び
入
れ
る
た
め
の
、
独
特
な
論
理
と
言
語
表
現
の
ト
リ
ッ

ク
を
編
み
出
し
た
こ
と
に
こ
の
小
説
の
独
創
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、

超
越
性
は
最
後
ま
で
明
確
に
は
提
示
さ
れ
な
い
。
少
年
は
母
親
の
正

体
に
関
し
て
も
未
だ
半
信
半
疑
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。︽
し

か
し
何ど

う
し
て
も
何ど

う
見
て
も
、
母お
つ
か
さ
ん様

に
う
つ
く
し
い
五ご
し
き色

の
翼は
ね

が
生
え
ち
や
あ
居
な
い
か
ら
、
ま
た
さ
う
で
は
な
く
、
他
に
そ
ん
な

人
が
居
る
の
か
も
知
れ
な
い
、
何ど

う
し
て
も
判は
っ
き
り然

し
な
い
で
疑
は
れ

る
︾（
十
二
）。
こ
の
曖
昧
な
懐
疑
に
よ
っ
て
、
少
年
の
認
識
外
に
あ

る
真
実
は
つ
い
に
留
保
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
が
逆

に
、「
化
鳥
」
を
前
近
代
の
驚
異
譚
と
は
異
な
る
近
代
的
な
「
幻
想
小

説
」
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

「
化
鳥
」
に
お
い
て
達
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
虚
実
の
定
め
ら
れ

な
い
両
義
的
な
語
り
の
透
き
間
に
超
越
者
・
超
自
然
的
存
在
の
影
を

ち
ら
つ
か
せ
る
と
い
う
、
極
め
て
技
巧
的
な
言
語
表
現
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
さ
に
「
幻
想
小
説
」
の
語
法
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
鏡
花
は

そ
の
最
初
の
口
語
体
小
説
の
試
み
に
お
い
て
、
非
常
識
な
論
理
を
主

張
す
る
「
子
供
の
語
り
」
を
奔
放
に
展
開
さ
せ
て
い
く
う
ち
、
期
せ

ず
し
て
「
幻
想
小
説
」
の
表
現
技
法
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
「
化
鳥
」
の
画
期
的
な
意
義

0

0

が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

︻
注
︼

（
１
）
由
良
君
美
「
鏡
花
に
お
け
る
超
自
然
―
『
化
鳥
』
詳
考
」（
昭
和
49
・

３
「
国
文
学
」）

（
２
）
脇
明
子
「
泉
鏡
花
と
夢
野
久
作
」（
芳
賀
徹
・
平
川
祐
弘
・
亀
井
俊
介

・
小
堀
桂
一
郎
編『︿
講
座
比
較
文
学
２
﹀日
本
文
学
に
お
け
る
近
代
』、

昭
和
48
・
７　

東
京
大
学
出
版
会
）。
お
よ
び
脇
明
子
『
幻
想
の
論
理
』

（
昭
和
49
・
４　

講
談
社
現
代
新
書
）。

（
３
）
ボ
リ
ス
・
エ
イ
ヘ
ン
バ
ウ
ム
（1886

︲1959

）「
ゴ
ー
ゴ
リ
の
『
外
套
』

は
い
か
に
作
ら
れ
た
か
」（1918

）。
小
平
武
訳
が
『
ロ
シ
ア
・
フ
ォ

ル
マ
リ
ズ
ム
文
学
論
集
１
』（
昭
和
46
・
９　

せ
り
か
書
房
）
に
収
録
。

（
４
）
山
田
有
策
「
未
成
熟
と
夢
―
「
化
鳥
」
論
―
」（
昭
和
58
・
６
「
文
学
」）

（
５
）
早
川
美
由
紀
「
泉
鏡
花
『
化
鳥
』
の
文
体
―
語
り
手
の
人
物
像
を
め
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ぐ
っ
て
―
」（
92
・
11
「
稿
本
近
代
文
学
」
17
）

（
6
）
川
島
み
ど
り
「『
化
鳥
』
論
―
偽
装
す
る
︿
語
り
手
﹀
／
仮
構
さ
れ
た
︽
聖

性
︾」（
02
・
２　

明
治
大
学
大
学
院
「
文
学
研
究
論
集
」
16
）

（
7
）
山
本
梓
「
泉
鏡
花
「
化
鳥
」
論
―
語
り
手
に
よ
る
操
作
―
」（
07
・
２

　

明
治
大
学
大
学
院
「
文
学
研
究
論
集
」
26
）

（
8
）
大
野
隆
之
「︿
鏡
花
調
﹀
の
成
立
・
Ⅰ
―
「
化
鳥
」
の
表
現
―
」（
90

・
11
「
語
文
論
叢
」
18
）
は
、「
既
に
小
さ
く
は
な
い
「
私
」
が
存
在

す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
全
く
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、「
化

鳥
」
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
拒
ん
で
い
る
」

と
す
る
。
須
田
千
里
「『
化
鳥
』
の
語
り
と
構
造
」（
92
・
10
「
日
本

近
代
文
学
」
47
）
は
、「
厳
密
に
言
え
ば
内
的
独
白
で
は
な
く
、
成
長

し
た
少
年
が
過
去
を
回
想
し
て
語
っ
て
い
る
」
が
、「
物
語
る
現
在
の

廉
は
、
少
年
時
代
の
廉
を
読
者
に
受
け
渡
す
一
種
の
装
置
と
化
し
て

お
り
、
年
齢
も
人
格
も
空
無
化
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

（
9
）
脇
『
幻
想
の
論
理
』（
前
掲
）
37
頁
。

（
10
）
作
中
で
「
獣
け
だ
も
の

」「
動け
だ
も
の物
」
と
二
様
に
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
意
味
上

の
使
い
分
け
は
認
め
難
い
。
本
稿
で
は
ケ
ダ
モ
ノ
と
表
記
す
る
。
植

物
や
川
の
水
と
い
っ
た
も
の
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。

（
11
）
小
川
武
敏
「
泉
鏡
花
『
化
鳥
』
試
論
」（
86
・
５
「
日
本
近
代
文
学
」

34
）
等
。
以
後
、
川
島
論
な
ど
諸
氏
の
論
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

（
12
）
須
田
千
里
「
子
ど
も
が
た
り
―
明
治
二
十
年
代
一
人
称
小
説
一
斑
―
」

（
98
・
４
「
文
学
」）。
お
よ
び
注
８
の
須
田
論
文
。

（
13
）脇
明
子「
幻
想
の
楽
園
を
求
め
て
―
泉
鏡
花
の
楽
園
神
話
」（
91
・
７「
日

本
の
美
学
」
17
）

（
14
）
注
11
の
小
川
論
文
。

（
15
）
従
来
問
題
視
さ
れ
て
き
た
結
び
の
一
文
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
れ
に

関
し
て
、
注
８
の
大
野
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
堅
パ
ン
」（
明
治

30
・
５
「
文
芸
倶
楽
部
」）
の
結
び
と
共
通
す
る
様
式
的
な
同
句
反
復

で
あ
る
と
考
え
る
。
最
後
に
︽
在
ら
つ
し
や
つ
た
か
ら
︾
で
突
然
過

去
時
制
が
と
ら
れ
た
と
は
や
や
考
え
に
く
い
。
な
お
自
筆
原
稿
で
は

お
よ
そ
左
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。（
二
重
傍
線
部
が
墨
で
抹
消
さ

れ
て
お
り
、
下
の
「
母お
つ
か
さ
ん様
が
居ゐ

ら
つ
し
や
つ
た
か
ら
。」
は
推
敲
時

に
書
き
足
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。）

　
　
︽
だ�

け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
可い
ゝ

、
母お
つ
か
さ
ん様
が
居ゐ

ら
つ
し
や
る
か
ら
澤

山
だ
。
母お
つ
か
さ
ん様
が
居ゐ

ら
つ
し
や
つ
た
か
ら
。︾

（
16
）
小
林
弘
子
「『
化
鳥
』
詳
考
―
運
命
の
凋
落
み
た
亡
母
へ
の
尽
き
せ
ぬ

鎮
魂
歌
」（
昭
和
59
・
11
「
鏡
花
研
究
」
６
）

（
17
）
フ
ロ
イ
ト
「
神
経
症
者
た
ち
の
家
族
ロ
マ
ン
」
道
籏
泰
三
訳
（『
フ
ロ

イ
ト
全
集
９
』、
07
・
10　

岩
波
書
店
）
参
照
。
お
よ
び
脇
「
死
者
の

棲
む
山
―
鏡
花
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ロ
マ
ン
ス
―
」（
昭
和
58
・
６
、
10

「
文
学
」）。

（
18
）
脇
『
幻
想
の
論
理
』（
前
掲
）
43
頁
。「
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
母
の
中
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に
あ
る
棘
を
無
意
識
に
感
じ
と
っ
た
少
年
の
と
ま
ど
い
に
よ
る
の
だ
。

少
年
は
母
を
熱
愛
し
て
い
る
が
、
完
璧
に
優
し
い
母
の
幻
で
あ
る
「
う

つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
の
方
に
も
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
。」

（
19
）
種
田
和
加
子
「
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
少
年
―
『
化
鳥
』
論
―
」（
昭
和

61
・
11
「
文
学
」）
が
、母
親
に
よ
る
こ
の
「
奇
跡
」
に
言
及
し
て
い
る
。

（
20
）由
良
君
美「
想
像
力
と
ユ
ー
ト
ピ
ア（
楽
園
・
幸
福
の
島
・
高
貴
な
未
開
人
）」

（
昭
和
44
・
12
「
伝
統
と
現
代
」）
参
照
。

（
21
）
従
来
の
論
で
は
母
親
の
「
聖
性
」
な
ど
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
、「
橋

姫
的
存
在
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
常
に
用
い
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
境

界
の
橋
の
番
人
で
あ
る
こ
と
や
両
面
神
的
性
格
な
ど
を
、
民
俗
学
上

の「
橋
姫
」概
念
を
借
り
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
作
中
の
種
々

の
モ
チ
ー
フ
を
聖
な
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
文
化
記
号
論
的
に
意
味
付

け
る
こ
と
も
多
く
行
わ
れ
た
。
し
か
し
本
稿
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、

少
年
の
「
語
り
」
の
言
葉
自
体
が
密
か
に
超
自
然
的
存
在
を
浮
び
上

が
ら
せ
て
い
る
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
。
由
良
論
文
も
主
と
し
て
そ

の
よ
う
な
構
造
に
言
及
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

＊
「
化
鳥
」
の
引
用
に
は
定
本
と
し
て
流
布
し
て
い
る
岩
波
書
店
版
『
鏡
花

全
集
』
の
巻
三
（
昭
和
49
・
１　

第
二
刷
）
を
用
い
、
適
宜
初
出
や
自
筆
原

稿
（
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
引
用
文
は
適
宜
パ
ラ
ル
ビ

・
通
行
字
体
に
改
め
た
。


