
Title 記憶の風景 : 樋口一葉「雪の日」論

Author(s) 屋木, 瑞穂

Citation 語文. 2001, 77, p. 19-28

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68988

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



記
憶
の
風
景

―
―
樋
口

一
葉

「雪
の
日
」
払甲
―
―

は

じ

め

に

「雪
の
日
」
（明
二
六
豊
一
『文
学
界
』
第
二
号
）
は
、　
一
葉
が
初
め
て

一
人

称
回
想
形
式
を
採
用
し
た
小
説
で
あ
る
。　
一
葉
文
学
に
お
け
る

一
人
称
小
説
生

（１
）

成
は
、
「創
作
主
体
意
識
の
確
立
」
の
問
題
と
関
わ
っ
て
研
究
者
の
関
心
を
惹
き

つ
け
て
き
た
。
従
来
の
多
く
の
研
究
で
は
、　
一
葉
自
身
の
体
験
に
深
く
根
ざ
し

た
作
品
と
し
て
捉
え
、
小
説
の
虚
構
性
を
め
ぐ
っ
て
、
日
記
の
記
述
と
の
詳
細

な
比
較
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
「雪
の
日
」
の
枠
組
み
と

（２
）

し
て
採
用
さ
れ
た

「懺
悔
諄
」
の
話
型
の

「戦
略
性
」
を
指
摘
す
る
見
解
や
、

森
鴎
外
の
一
人
称
回
想
小
説

「舞
姫
」
（明
二
三

。
一
『国
民
之
友
し

と
の
類

（３
）

似
性
に
言
及
す
る
論
考
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
明
治
二
〇
年
代
初
頭
の
文
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
自

伝
体
へ
の
関
心
、　
一
人
称
回
想
小
説
の
隆
盛
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
、　
一
人
称

の
語
り
手
が
自
己
の
記
憶
を
物
語
る
と
い
う
小
説
の
表
現
形
式
を
め
ぐ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
に
試
行
錯
誤
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
「雪
の
日
」
の
叙

述
形
式
の
特
質
に
つ
い
て
、
同
時
代
文
学
の
表
現
状
況
と
の
関
わ
り
を
視
野
に

入
れ
な
が
ら
再
検
討
し
た
い
。

屋

木

瑞

穂

一　
物
語

の
枠
組
み

―
―
同
時
代
小
説
の
∧
懺
悔
物
∨
形
式
と
の
比
較
―
―

「雪
の
日
」
は
、
小
説
の
末
尾
に

「
つ
れ
な
き
人
に
操
を
守
り
て
知
ら
れ
ぬ

節
を
保
た
ん
の
み
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上
京
後
良
人
の
愛
情
が
冷
め

て
孤
独
の
中
に
い
る
珠
の
現
在
の
境
遇
を
起
点
に
過
去
が
振
り
返
ら
れ
、
雪
の

日
の
故
郷
か
ら
の
出
奔
、
両
親
亡
き
後
自
分
を
養
育
し
て
く
れ
た
伯
母
へ
の
背

反
に
つ
い
て

「悔
こ
そ
物
の
終
り
な
れ
」
と
深
く
後
悔
す
る
叙
述
が
な
さ
れ
て

い
る
。
従
来
の
議
論
の
焦
点
の
一
つ
に
、
こ
う
し
た
過
去
の
行
為
を

「罪
」
や

「あ
や
ま
ち
」
と
し
て
悔
い
る
語
り
日
、
つ
ま
り

一
見
古
風
な
∧
懺
悔
物
∨
形

式
を
採
用
し
た
作
品
の
外
枠
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の
枠
組
み
に

つ
い
て
は
、
「《
雪
の
日
Ｖ
の
脱
出
行
」
を
罪
悪
視
し
、
「既
成
の
モ
ラ
ル
に
よ

っ
て
律
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
要
因
を

一
葉
の
個
人
史
に
回
収
す
る
従
来
の

（４
）

見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
関
礼
子
氏
は
前
掲
論
で
性
的
差
異
と
物
語
戦

略
と
い
う
観
点
か
ら
、
伝
統
的

「懺
悔
諄
」
の
話
型
が
、
女
性
に

「強
制
的
な

告
白
制
度
」
と
し
て

「抑
圧
的
に
機
能
」
し
て
い
た
と
し
た
上
で
、
そ
の

「保

守
的
な
枠
組
み
を
逆
手
」
に
取
っ
て
、
回
想
さ
れ
た
過
去
の
現
在
時
に
お
け
る



「規
範
か
ら
の
越
境
的
な
行
為
」
の
表
現
を
試
み
た
と
指
摘
し
て
お
り
、
示
唆

に
富
む
。
た
だ
、
伝
統
的
な
∧
懺
悔
物
∨
形
式
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
「雪
の
日
」

が
定
型
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言

え
な
い
。
既
存
の
枠
組
み
と
の
差
異
を
具
体
的
に
検
討
し
た
上
で
、
星
ヨ
の
日
」

の
叙
述
形
式
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

２つ
。伝

統
的
な
∧
懺
悔
物
∨
と
い
え
ば
、
御
伽
草
子
の
コ
ニ
人
法
師
』
『高
野
物
語
』

や
、
仮
名
草
子
の

『七
人
比
丘
尼
』
コ
一人
比
丘
尼
』
等
の
よ
う
に
、
遁
世
者
が

寄
り
合
っ
て
遁
世
の
由
来
を
懺
悔
し
合
う
と
い
う
の
が
基
本
的
形
式
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
西
鶴
の

『好
色

一
代
女
』
は
∧
懺
悔
物
∨
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し

て
広
く
知
ら
れ
、
嵯
峨
野
に

「好
色
庵
」
を
結
ぶ
老
女
が
、
恋
に
悩
む
青
年
を

聴
き
手
と
し
て
、
情
欲
の
赴
く
ま
ま
に
転
落
の
一
途
を
辿

っ
た
生
涯
の
身
の
上

話
を
懺
悔
す
る
と
い
う
形
態
を
取
っ
て
い
る
。

明
治
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
∧
懺
悔
物
∨
形
式
を
採
っ
た
小
説
と
し
て
先
ず

念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
明
治
三
二
年
四
月
か
ら
刊
行
さ
れ
た
小
説
叢
書

『新
著

百
種
』
の
最
初
を
飾
っ
た
紅
葉
の

「二
人
比
丘
尼
色
懺
悔
」
で
あ
る
。
こ
の
作

品
は
、
「妙
齢
の
比
丘
尼
二
人
が
山
中
の
庵
室
に
奇
遇
し
。
古
を
語
り
今
を
墓
な

み
あ
ふ
と
い
ふ
脚
色
」
「
自
序
し

で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
発
心
の
由
来
と
な
っ
た
愛

す
る
男
性
と
の
死
別
を
語
る
中
で
、
二
人
に
関
わ
り
の
深
い
武
士
は
同

一
人
物

と
判
明
し
、
互
い
の
奇
縁
を
知
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
ま
た
同
時
期
に
は
、

古
典
文
芸
復
興
の
機
運
の
中
で
∧
懺
悔
物
∨
形
式
の
流
行
と
い
う
現
象
が
み
ら

れ
、
三
昧
道
人

「嵯
峨
の
尼
物
語
」
（明
二
二
上

～
五

『都
の
花
』
六
～

一
五

号
）、
眉
山
人

「墨
染
桜
」
（明
二
三
・六

『新
著
百
種
』
九
号
）、
乙
羽
庵
主
人

「小
夜
衣
」
（明
二
四
ｏ
一
一
～
二
五
・
四

『都
の
花
』
七

一
～
八
〇
号
）
等
が

次
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
「嵯
峨
の
尼
物
語
」
は
、
妙
齢
の
美
し
い
尼
が

「花

の
姿
の
剃
髪
染
衣
に
変
た
り
し
因
由
」
を
語
る
の
を
、
聴
き
手
が

「自
伝
の
速

記
者
と
な
り
」
て

「世
に
広
め
」
る
と
い
う
形
態
で
あ
る
。　
一
人
称
の
主
人
公

「妾
」
が

「幼
な
き
時
父
母
に
別
れ
、
心
に
も
な
く
川
竹
の
瀬
に
立
つ
身
」
と

な
り
、
や
が
て

「全
盛
と
称
へ
ら
る
ゝ
芸
妓
」
と
な
っ
た
後
、
零
落
し
た

「紙

屑
買
の
男
」
の

「心
の
誠
」
に
絆
さ
れ
て
夫
婦
と
な
る
が
僅
か
半
年
後
に
死
別

す
る
と
い
う
有
為
転
変
を
語
る
。
同
様
に

「墨
染
桜
」
も
、
妙
齢
の
美
し
い
尼

が
、
「何
と
し
た
因
果
ぞ
」
と
好
奇
心
を
抱
く
聴
き
手
に
向
か
っ
て

「黒
髪
ご
そ

と
剃
落
し
」
た
動
機
を
語
る
と
い
う
形
式
で
、
女
主
人
公
が
二
人
の
男
性
か
ら

慕
わ
れ
、
三
角
関
係
の
果
て
に
一
方
が
他
方
を
刺
殺
し
て
自
害
す
る
と
い
う
恋

愛
の
悲
劇
が
語
ら
れ
る
。
ま
た

「小
夜
衣
」
は
、
「大
道
流
し
」
に
零
落
し
た
美

貌
の
女
性
が
、
「奇
怪
を
喜
ぶ
若
者
等
し
に

「履
歴
聞
か
し
て
」
と
せ
が
ま
れ
て

「恋
の
懺
悔
」
を
す
る
と
い
う
形
式
で
、　
一
人
称
の
主
人
公

「妾
」
が
他
界
し

た
初
恋
の
男
性
へ
の

「操
」
立
て
に
、
ヨ

生
独
身
」
で
身
を
立
て
よ
う
と
故
郷

を
捨
て
た
こ
と
が

「堕
落
の
梯
子
段
」
と
な
り
、
「色
も
恋
も
踏
み
外
せ
ば
地
獄

の
釜
中
」
と
悟
る
に
至
る
経
緯
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
∧
懺
悔
物
∨
形
式
を
持
つ
同
時
代
小
説
に
共
通
す
る
基

本
的
特
徴
は
、
冒
頭
部
で
第
三
者
が
作
品
世
界
に
登
場
し
、
妙
齢
の
美
し
い
女

性
に
は
不
似
合
い
な
境
遇
に
置
か
れ
た
主
人
公
の
背
後
に
潜
む
真
実
に
好
奇
の

眼
を
向
け
て
読
者
の
興
味
を
引
き
、
そ
の
秘
め
ら
れ
た
色
恋
の
物
語
を
聴
き
出

す
機
能
を
果
た
す
と
い
う
点
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
「雪
の
日
」
の
場

合
は
、
そ
う
し
た
聴
き
手
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
冒
頭
部
で
眼
前
に
降
る
雪

が
橋
渡
じ
と
な
っ
て
記
憶
を
脳
裏
に
呼
び
起
こ
し
、　
一
人
称
の
語
り
手

「我
」

が
自
分
自
身
と
の
内
的
対
話
を
通
し
て
過
去
を
回
顧
す
る
と
い
う
点
で
、
∧
懺

悔
物
∨
形
式
を
採
用
し
た
同
時
代
小
説
の
常
套
的
な
叙
述
の
方
法
と
は
明
ら
か

な
差
異
が
あ
る
。



次
に

「雪
の
日
」
の
叙
述
の
特
質
を
掴
む
上
で
対
比
し
た
い
の
は
、
明
治
二

五
年
九
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て

『都
の
花
』
（第
九

一
～

一
〇
〇
号
）
に
掲

載
さ
れ
た
笠
園
主
人
作

「沖
の
石
」
と
い
う
女
性

一
人
称
に
よ
る
∧
懺
悔
物
∨

形
式
の
作
品
で
あ
る
。
当
時
の
代
表
的
文
芸
雑
誌

『都
の
花
』
と

一
葉
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
は
、
「ほ
ぼ
全
巻
を

一
葉
が
読
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
」
と
い

う
先
学
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
同
時
期
、
一
葉
は

で
つ
も
れ
木
」
を

『都
の
花
』

（明
二
五
上

一
～

一
二
、
九
五
～
九
七
号
）
に
発
表
し
て
お
り
、
「沖
の
石
」

の
掲
載
期
と
重
な
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、　
一
葉
の
視
野
に
入
っ
て
い
た
可
能
性

は
極
め
て
高
い
。

「沖
の
石
」
の
末
尾
で
、
「妾
」
は
自
分
の
生
涯
を
次
の
よ
う
に
反
省
的
に
振

り
返
っ
て
い
る
。

こ
ゝ
に
至
り
て
熟
々
既
往
の
事
を
思
ひ
ま
は
せ
ば
妾
の
幼
少
の
折
誘
拐
さ

れ
し
事
こ
そ
は
実
に
妾
が

一
生
を
占
ひ
つ
ゝ
あ
り
し
な
り
其
折
の
老
婆
は

其
後
の

『情
欲
』
な
り
此
も
の
ゝ
為
め
に
思
は
ず
も
見
も
知
ら
ざ
り
し
苦

労
の
街
に
引
込
ま
れ
柱
に
頭
を
打
ち
土
間
に
転
び
落
ち
し
は
凡
そ
幾
度
に

か
あ
り
け
ん
…
…
死
は
即
ち
長
夜
の
夢
の
さ
め
た
る
な
り
妾
の
夢
い
か
に

苦
し
く
辛
か
り
し
と
も
醒
む
べ
き
時
の
早
近
づ
き
ぬ
今
更
に
音
の
夢
の
述

を
く
り
か
へ
し
て
定
な
る
涙
を
添
ふ
る
事
い
と
浅
ま
し
く
又
恥
か
し
き
事

な
が
ら
倒
翻
訓
剤
劉
馴
引
鰍
羽
劇
囲
「
到
司
司
刻
同
引
酬
云
ひ
憎
き
妾
の
口

よ
り
か
く
長
々
し
く
面
白
か
ら
ぬ
物
語
を
聞
か
せ
参
ら
せ
ぬ

傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
伝
統
的
な
∧
懺
悔
物
∨
特
有
の

表
現
の
痕
跡
を
と
ど
め
、
死
を
目
前
に
し
た

「妾
」
が
聴
き
手

（読
者
）
に
向

け
て
語
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
自
分
を
誤
っ
た
行

為
へ
と
駆
り
立
て
た
動
機
は

『情
欲
』
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
終
始

一
貫

し
た
自
己
反
省
の
下
に
、
過
去
の
出
来
事
が
時
間
軸
に
そ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
主
人
公
の
回
想
は
、
「甘
い
言
葉
」
に
唆
さ
れ
て
老
婆
に
誘
拐
さ
れ
た
七
歳

の
時
の
挿
話
を
起
点
と
す
る
。
そ
の
軽
挑
さ
は
以
後
の
転
落
と
流
浪
の
生
涯
を

運
命
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、　
一
八
歳
の
時
に
故
郷
を
飛
び
出
し
た

こ
と
が

「不
幸
の
間
出
の
第

一
」
と
な
り
、
次
に

「初
恋
」
の
相
手
と
の
交
際

を
奉
公
先
の
主
人
に
禁
じ
ら
れ
、
「欲
情
火
の
如
く
押
へ
ん
と
す
れ
ば
益
す
あ

が
」
っ
て
出
奔
し
た
こ
と
が
転
落
の
一
大
契
機
と
な
る
。
結
局

「良
人
の
愛
を

失
」
い
、
「
ふ
る
里
の
両
親
の
言
葉
に
背
き
て
此
地
に
来
り
し
事
」
を
深
く

「後

悔
」
し
て
故
郷
に
帰
る
が
、
父
母
の
死
に
遭
遇
し
て

「不
孝
の
罰
」
を
嘆
く
破

目
に
な
り
、
家
も
没
落
し
て
流
転
の
憂
き
目
を
見
る
と
い
う
生
涯
が
語
ら
れ
る
。

「沖
の
石
」
は
、
主
人
公
が
過
去
の
あ
や
ま
ち
を
悔
い
て
、
「情
欲
は
な
る
た
け

抑
へ
な
い
と
終
に
は
情
欲
の
為
め
に
あ
ち
こ
ち
振
ま
は
さ
れ
し
て
道
を
踏
み
外

す
と
い
う
倫
理
的
教
訓
を
引
き
出
す
教
訓
色
の
濃
厚
な
作
品
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「沖
の
石
」
は
、
故
郷
を
捨
て
、
恋
に
駆
ら
れ
て
出
奔
し
た
娘

の
転
落
物
語
を
女
性

一
人
称
の
∧
懺
悔
物
∨
形
式
で
描
い
た
作
品
で
、
形
式
と

内
容
の
両
面
に
お
い
て
、
「雪
の
日
」
と
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
と
言
っ
て

も
、
こ
こ
で
は

「沖
の
石
」
の
影
響
の
有
無
を
検
証
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
相
違
点
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「雪
の
日
」

の
基
本
的
な
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
に
し
た
い
。

先
述
し
た
よ
う
に

「沖
の
石
」
は
、
死
を
目
前
に
し
た

「懺
悔
」
と
い
う
設

定
で
、
幼
少
期
か
ら

「老
朽
し
今
日
」
に
至
る
ま
で
、
出
奔
を

一
大
転
機
と
し

て
転
落
の
一
途
を
辿
っ
た
女
の
一
代
記
で
あ
る
。
し
か
も
、
「狂
ふ
心
の
駒
止
め

か
ね
た
る
涯
奔
」
な
る
娘
が
辿
る
波
乱
に
満
ち
た
転
落
の
軌
跡
に
力
点
を
置
い

て
事
細
か
に
叙
述
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
当
時
西
鶴
文
芸
復
興
の
機
運
の

中
で
摂
取
と
模
倣
が
試
み
ら
れ
て
い
た

『好
色

一
代
女
』
の
濃
厚
な
影
響
を
認

め
得
る
。



そ
れ
に
比
し
て
、
「雪
の
日
」
の
顕
著
な
特
徴
は
、
回
想
の
焦
点
を

「十
五
の

冬
」
の
出
来
事
に
絞
り
、
雪
の
日
の
出
奔
と
い
う
劇
的
な
経
験
を

一
つ
の
山
場

と
し
て
、
そ
の
行
為
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
る
と
い
う
構
成
が
な
さ
れ
、
出

奔
後
の
不
幸
な
境
遇
に
つ
い
て
は
極
め
て
簡
略
に
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

「沖
の
石
」
で
は
、
出
奔
の
動
因
に
つ
い
て
、
「世
に
経

験
の
な
き
乙
女
の
心
ほ
ど
左
右
さ
れ
易
き
も
の
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
い
う
現

在
の
視
点
に
立
っ
た
言
葉
を
挿
入
し
つ
つ
、
「放
蕩
無
頼
」
の
男
性
に
「心
の
丈

を
掻
口
説
か
れ
」
て

「痴
情
に
迷
」
っ
た
の
だ
と
明
確
な
倫
理
的
判
断
を
下
し

て
い
る
。　
一
方

「雪
の
日
」
の
場
合
、
珠
の
回
想
の
中
で
、
駆
け
落
ち
相
手
の

桂
木
は

「幼
気
」
な
少
女
を
誘
惑
す
る
よ
う
な
軽
挑
浮
薄
な
男
性
と
し
て
語
ら

れ
て
い
な
い
。
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
冒
頭
に

「あ
は
れ
忘
れ
が
た
き
昔

し
を
思
へ
ば
、
降
り
に
降
る
雪
く
ち
を
し
く
」
と
あ
り
、
ま
た
末
尾
近
く
で
「我

が
故
郷
を
離
れ
し
も
我
が
伯
母
君
を
捨
て
た
り
し
も
、此
雪
の
日
の
夢
ぞ
か
し
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
を
出
奔

へ
と
駆
り
立
て
た
の
は
恰
も
∧
降
る

雪
∨
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
意
識
し
、
雪
の
日
の
経
験
を
、
我
が
身
に
起
き
た

事
で
あ
り
な
が
ら
自
分
で
も
把
握
し
難
い
、
不
可
解
な
出
来
事
と
し
て
回
顧
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
に

「雪
の
日
」

の
構
成
上
の
特
質
を
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

一
一　
回
想
の
焦
点
と
し
て
の
一
五
歳
時
の
出
来
事

「雪
の
日
」
の
冒
頭
は
、　
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
る
主
人
公
の
薄
井
珠
が
眼

前
に
降
る
雪
を
眺
め
な
が
ら
、
「見
渡
す
か
ぎ
り
地
は
銀
沙
を
敷
き
て
、
舞
ふ
や

胡
蝶
の
羽
そ
で
軽
く
、
枯
木
も
春
の
六
花
の
眺
め
を
、
世
に
あ
る
人
は
歌
に
も

詠
み
詩
に
も
作
り
、
月
花
に
並
べ
て
称
ゆ
ら
ん
浦
山
し
さ
よ
、
あ
は
れ
忘
れ
が

た
き
昔
し
を
思
へ
ば
、
降
り
に
降
る
雪
く
ち
を
し
く
悲
し
く
」
と
語
る
こ
と
で

始
ま
る
。
こ
こ
で
は
、
個
人
的
経
験
に
深
く
根
ざ
し
た
雪
と
、
和
歌
或
い
は
漢

詩
と
い
っ
た
伝
統
的
感
性
の
型
と
の
間
に
横
た
わ
る
乖
離
、
つ
ま
り

一
定
の
型

に
嵌
っ
た
言
葉
で
は
語
り
得
な
い
自
己
の
体
験
の
固
有
性
に
対
す
る
意
識
が
強

く
表
れ
て
い
か
π

「世
に
あ
る
人
」
に

「月
花
に
並
べ
て
称
」
え
ら
れ
る
清
浄
な

雪
は
、
皮
肉
に
も
埋
れ
き
れ
ぬ
過
去
の
汚
点
を
露
呈
さ
せ
る
媒
体
の
役
割
を
果

た
し
、
珠
の
意
識
の
内
に
呪
縛
的
な
記
憶
の
断
片
と
し
て
残
存
す
る
雪
の
日
の

出
奔
を
甦
ら
せ
て
い
く
。
珠
は
降
る
雪
を
眺
め
る
た
び
に
、
「あ
や
ま
ち
は
幼
気

の
、
迷
ひ
は
我
れ
か
、
媒
は
過
ぎ
し
雪
の
日
ぞ
か
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
分

の
人
生
の
亀
裂
の
始
ま
り
は
あ
の

「雪
の
日
」
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
自
間

し
、
何
度
も
繰
り
返
し
記
憶
を
再
生
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
よ
り
も
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
回
想
の
対
象
が

「十
五
の
冬
」
の
出
来
事
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
時
間
的
経
過
と
し
て
は
、
「木
が
ら
し
の
風
」
に
吹
か
れ
て
「散
り
か
ふ
紅
葉
」

の
季
節
か
ら
、
「新
玉
の
、
歳
た
ち
か
へ
つ
て
七
日
」
の

「雪
の
日
」
の
出
奔
ま

で
の
、
わ
ず
か
一
ヶ
月
余
り
の
期
間
に
経
験
し
た
事
柄
が
集
中
的
に
回
顧
さ
れ

て
い
る
。　
一
方
上
京
後
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に

「都
は
花
の
見
る
目

う
る
は
し
き
に
、
深
山
本
の
我
れ
立
ち
並
ら
ぶ
方
な
く
、
草
本
の
冬
と
一
人
し

り
」
と
あ
る
の
み
で
、
桂
木
と
の
関
係
が
破
綻
す
る
経
緯
に
つ
い
て
は
殆
ど
言

及
し
て
い
な
い
。

事
の
発
端
と
な
る
の
は
、
「姿
ば
か
り
は
年
齢
ほ
ど
に
延
び
た
れ
ど
、
男
女
の

差
別
な
き
ば
か
り
幼
な
く
て
、
何
ご
と
の
憂
き
も
な
く
思
慮
も
な
く
明
し
暮
ら

す
十
五
の
冬
」
に
、
「我
れ
さ
へ
知
ら
ぬ
心
の
色
」
を

「何
方
の
誰
れ
か
」
に
「見

と
め
」
ら
れ
、
「生
れ
て
初
め
て
の
、
仇
名
ぐ
さ
恋
す
て
ふ
風
説
」
と
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
噂
の
相
手
の
男
性
に
つ
い
て
は
、
「世
は
誤
の
世
な
る
か
も
、
無
き

名
と
り
川
波
か
け
衣
、
ぬ
れ
に
し
袖
の
相
手
と
い
ふ
は
、
桂
木

一
郎
と
て
我
が



通
学
せ
し
学
校
の
師
な
り
」
と
語
る
。
「世
は
誤
の
世
な
る
か
も
」
と
い
う
感
慨

が
洩
れ
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
時
点
で
の
桂
木
と
の
関
係
は

「潔
自
」
な
師
弟

の
交
わ
り
で
あ
っ
た
の
に
、
世
間
の
色
眼
鏡
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
と
感
じ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
桂
木
は
自
分
を

「妹
の
如
く
も
て
な
し
」、
「幼
な
き
よ
り

教
へ
を
受
く
れ
ば
、
習
慣
う
せ
が
た
く
」
て

「我
が
家
を
も
訪
ひ
又
下
宿
に
も

伴
な
ひ
」
て

「睦
み
」
合
っ
て
い
た
。
当
時
の
自
分
は

「男
女
の
差
別
」
も
弁

え
な
い

「幼
気
」
な
少
女
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
、
珠
は
振
り
返
る
。
だ
が
、　
一

方
で
は
、
パ
フ
は
た
思
へ
ば
実
に
人
目
に
は
怪
し
か
り
け
ん
」
と
現
在
の
視
点
に

立
っ
て
、
「よ
し
や
二
人
が
心
は
行
水
の
色
な
く
と
も
、
結
ふ
や
嶋
田
髯
こ
れ
も

小
児
な
ら
ぬ
に
」
と
い
う
よ
う
に
身
体
的
に
は
否
応
な
く
成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た

自
己
の
姿
を
見
つ
め
返
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
師
弟
の
交
わ
り
を
め
ぐ
る
回
想
に
つ
い
て
は
、
「舞
姫
」

と
の
類
似
性
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
（
一

豊
太
郎
は
、
「父
の
遺
言
を
守
り
、

母
の
教
に
従
」
っ
て

「所
動
的
、
器
械
的
」
に
生
き
て
き
た
自
分
が
、
エ
リ
ス

と
出
会
い
、
二
人
の
交
際
が
醜
聞
と
な
り
、
「洸
惚
の
間
」
に
一
線
を
踏
み
越
え

て
同
棲
に
至
る
経
緯
を
回
想
す
る
中
で
、
「二
人
の
間
に
は
先
づ
師
弟
の
交
り
を

生
じ
た
」
の
で
あ
り

「余
所
目
に
見
る
よ
り
清
白
」
だ
っ
た
と
弁
明
し
て
い
る
。

「雪
の
日
」
に
お
い
て
、
師
弟
の
交
わ
り
が
醜
間
を
生
み
、
「名
家
」
の
娘
と
し

て
厳
格
な
伯
母
の
期
待
に
応
え
て

「美
事
」
に
育
っ
た
珠
が
、
俄
か
に
縛
め
を

破
っ
て
桂
木
の
下
宿
に
走
る
経
緯
は
、
確
か
に

「舞
姫
」
と
重
な
る
要
素
が
あ

る
。
た
だ
、
豊
太
郎
に
と
っ
て

「免
官
」
と
い
う

「危
急
存
亡
の
秋
」
を
も
た

ら
し
た
醜
聞
は
、
「雪
の
日
」
の
場
合
、
当
時

一
五
歳
の
珠
が
、
自
ら
の
身
体
的

成
熟
に
伴
っ
て
周
囲
の
視
線
が
変
容
し
、
桂
木
と
の
交
際
が
容
認
さ
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
契
機
と
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
珠
の
回
想
の
焦
点
と
な
る
一
五
歳
と
い
う
年
齢
が
も
つ
意
味

に
つ
い
て
考
え
た
い
。
同
時
代
小
説
の
中
で
、　
一
五
歳
と
い
う
年
齢
が
ど
の
よ

う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
紅
葉
の

「男
ご
ゝ
ろ
」
（明
二

六

。
三
～
四

『読
売
新
聞
し

に
、
「盛
り
ゆ
く
女
の
十
五
六
は
、
氷
解
く
る
春

の
川
水
温
み
初
め
て
、
若
草
の
萌
ゆ
る
野
辺
に
、
花
も
や
う
ノ
ヽ
待
た
る
ゝ
節
」

と
い
う
叙
述
が
あ
る
。
ま
た
八
重
の
や
主
人

「移
り
香
」
（明
二
四
上

一
～
二

五
上

『都
の
花
』
七

一
～
七
四
号
）
に
は
、
主
人
公
の

「十
五
に
な
る
お
秋
」

が
、
同
年
齢
の
文
子
令
嬢
と
異
性
に
つ
い
て
語
り
合
う
場
面
に
、
「春
情
き
ざ
す

文
子
主
従
が
、
人
形
弄
そ
び
な
が
ら
の
間
は
ず
語
り
」
と
あ
り
、
漣
山
人

「花

王
御
殿
」
（明
二
五

・
五
～
九

『都
の
花
』
八
三
～
九
〇
号
）
に
は
、
「
お
園
も

今
年
は
丁
度
十
五
歳
、
半
分
は
大
人
の
縄
張
へ
踏
み
込
で
、
人
に
こ
そ
見
え

ね
―
二
月
頃
の
春
心
は
着
い
て
居
る
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、　
一
五
歳
と
い
う
年
齢
は

「春
心
」
の
萌
し
始
め
る
季
節
、
つ
ま
り
性
に
目

覚
め
る
頃
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
絲
唸

さ
ら
に
同
時
代
小

説
に
お
け
る
年
齢
表
現
に
目
を
向
け
る
と
、
「
こ
わ
れ
指
輪
」
（明
二
四
上

『女

学
雑
誌
ヒ

一四
六
号
）
で
は
、
一
人
称
の
語
り
手

「私
」
が
、
「十
五
六
歳
の
頃
」

に

「父
母
は
私
に
結
婚
を
勧
め
し、
当
初
は
母
が

「も
少
し
見
合
は
せ
」
て
は
ど

う
か
と

「弁
護
」
し
て
く
れ
た
が
、　
一
八
歳
に
な
る
と
結
婚
を
強
い
ら
れ
た
と

回
想
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、　
一
八
歳
頃
に
は
結
婚
適
齢
期
と
み
な
さ
れ
、

女
性
と
し
て
の
成
熟
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、

一
五
歳
前
後
の
年
齢
と
は
、
い
わ
ば
少
女
か
ら
大
人
の
女
性
へ
の
段
階
に
さ
し

か
か
る
微
妙
な
過
渡
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

「雪
の
日
」
の
主
人
公
珠
は
、
冒
頭
近
く
で

「た
つ
年
に
関
守
な
く
、
腰
揚

と
れ
て
細
眉
つ
く
り
、
幅
び
ろ
の
帯
う
れ
し
と
締
め
し
」
と
自
ら
の
身
体
的
成

熟
の
過
程
を
振
り
返
っ
て
い
る
が
、
少
女
か
ら
大
人
の
女
性
へ
の
移
り
変
わ
り

の
時
期
に
あ
っ
た

一
五
歳
時
の
自
己
の
急
激
な
変
容
を
、
記
憶
の
糸
を
手
繰
り



（１０
）

な
が
ら
見
つ
め
返
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
冒
頭
部
に

「谷
川
の

水
お
ち
て
流
が
れ
て
、
清
か
ら
ぬ
身
に
成
り
終
り
し
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
珠
は

「十
五
の
冬
」
の
出
来
事
を
境
目
と
し
て
、
音
の
我
と
今
の

我
と
の
間
に
横
た
わ
る
埋
め
が
た
い
距
離
を
痛
切
に
自
覚
し
て
い
る
。
主
人
公

の
語
り
手

「我
」
が
、
何
故

「養
育
の
恩
ふ
か
き
伯
母
君
に
も
背
」
い
て

「父

祖
累
代
墳
墓
の
地
を
捨
て
」
た
の
か
を
自
問
し
つ
つ
、
雪
の
日
の
出
奔
の
動
機

を
分
析
的
に
顧
み
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
物
語
の
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

〓
一　
記
憶
の
深
層
の
発
掘

珠
の
想
起
時
の
語
り
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
の
は
、
桂
木
と
の
交
渉

よ
り
も
伯
母
に
よ
る
叱
責
の
場
面
の
ほ
う
が
、
脳
裏
に
こ
び
り
つ
い
た
印
象
的

な
出
来
事
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

伯
母
に
叱
責
さ
れ
た
場
面
が
、
そ
の
あ
と
雪
の
日
の
出
奔
の
場
面
へ
と
接
合
さ

れ
て
い
く
の
は
、
語
り
手
の
珠
に
と
っ
て
、
二
つ
の
事
柄
が
何
ら
か
の
因
果
的

な
連
鎖
で
結
ば
れ
て
い
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

見
る
目
は
人
の
咎
に
し
て
、
有
る
ま
じ
き
事
と
思
ひ
な
が
ら
も
、
立
ち
し

浮
名
の
消
ゆ
る
時
な
く
ば
、
可
惜
白
玉
の
瑕
に
成
り
て
、
其
身

一
生
の
不

幸
の
み
か
、
あ
れ
見
よ
伯
母
そ
だ
て
に
投
げ
や
り
な
れ
ば
、
薄
井
の
娘
が

不
品
行
さ
、
両
親
あ
れ
ば
彼
の
様
に
も
成
ら
じ
物
と
、
云
ひ
た
き
は
人
の

口
ぞ
か
し

伯
母
は
、
世
間
の

「見
る
目
」
や

「人
の
口
」
に
過
剰
な
ま
で
に
神
経
を
尖

ら
せ
、
実
際
耳
に
し
て
い
な
い
他
人
の
声
ま
で
先
取
り
し
て
、
お
珠
を
責
め
立

て
る
。
伯
母
が
他
人
の
視
線
を
過
剰
に
意
識
す
る
の
は
、
第

一
に

「亡
き
妹
」、

お
珠
の
母
に
代
わ
る
養
育
者
と
し
て
の
責
任
感
で
あ
り
、
そ
し
て
「世
の
噴
笑
」

に
な
っ
て

「門
閥
家
な
る
我
が
薄
井
」
の

「家
名
」
に
瑕
を
付
け
て
は
申
し
わ

け
な
い
と
い
う

一
念
の
た
め
で
あ
っ
た
。
伯
母
が
一
方
的
に
次
々
と
浴
び
せ
か

け
た
説
教
を
、
珠
は

「御
声
ひ
く
ゝ
四
壁
を
憚
り
て
」
や

「漸
々
伯
母
君
の
詞

す
る
ど
く
」
と
あ
る
よ
う
に
声
の
調
子
ま
で
微
細
に
、
耳
に
残
る
そ
の
ま
ま
の

語
り
口
で
長
々
と
再
現
し
て
い
る
。
伯
母
は
、
「薄
井
の
家
に
は
昔
し
よ
り
他
郷

の
人
と
縁
を
組
ま
ず
」
と
い
う

「法
」
が
あ
り
、
「よ
し
恋
に
て
も
」
結
婚
は
許

さ
れ
な
い
と
断
言
す
る
。
そ
し
て
、
珠
に
自
戒
し
て
「断
然
と
行
ひ
を
改
た
め
」

る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
、
「桂
木
と
も
思
す
な

一
郎
と
も
思
す
な
、
彼
の
門
す
ぎ

る
共
寄
り
給
ふ
な
」
と

「畳
み
か
け
」
た
の
で
あ
る
。
と
、
そ
の
時

「我
が
腸

は
断
ゆ
る
斗
に
成
り
て
何
の
涙
ぞ
睡
に
堪
へ
が
た
く
」
な
り

「幾
時
」
も
泣
い

た
の
を
想
い
起
す
。
伯
母
の
叱
責
を
前
に
、
「
口
惜
し
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
一

言
も
声
に
出
し
て
反
発
で
き
ず
に
た
だ
泣
く
ば
か
り
の
珠
の
態
度
は
、
過
干
渉

な
伯
母
に
対
し
て
感
情
の
率
直
な
表
現
を
抑
え
が
ち
な
日
常
の
関
係
性
を
街
彿

と
さ
せ
る
。
珠
は
、
自
分
の
胸
に
押
し
込
め
た
次
の
よ
う
な
言
葉
を
想
起
す
る
。

い
か
に
世
の
人
と
り
沙
汰
う
る
さ
く

一
村
挙
り
て
我
れ
を
捨
つ
る
と
も
、

育
て
給
ひ
し
伯
母
君
の
眼
に
我
が
清
濁
は
見
ゆ
ら
ん
も
の
を
、
汚
れ
た
り

と
や
思
す
恨
ら
め
し
の
御
詞
、
師
の
君
と
て
も
昨
日
今
日
の
交
り
な
ら
ね

ば
、
正
し
き
品
行
は
御
覧
じ
知
る
筈
を
、
誰
が
議
言
に
動
か
さ
れ
て
か
打

捨
て
給
ふ
情
な
さ
よ

珠
は

「其
内
心
」
で
は
、
桂
木
と
の
関
係
は
清
浄
な
師
弟
の
交
わ
り
で
あ
り
、

痰
し
い
所
は
微
塵
も
な
い
と
断
固
拒
否
し
、
性
的
関
係
を
訪
る
周
囲
の
色
眼
鏡

に
激
昂
し
て

「此
胸
か
き
さ
ば
き
て
も
身
の
潔
自
の
顕
は
し
た
や
」
と
極
端
に

思
い
詰
め
て

「哭
し
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
伯
母
の
期
待
ど
お
り
に

「美
事
に

育
だ
て
上
げ
」
ら
れ
、
「人
に
も
褒
め
ら
れ
」
る
従
順
な
娘
で
あ
っ
た
だ
け
に
、



そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
他
人
の
視
線
に
怯
え
、
深
く
傷
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、　
一
体
何
故
、
そ
の
よ
う
な
過
度
の
倫
理
的
潔
癖
さ
を
も
つ
自
分
が
、

一
転
し
て

「師
の
君
」
の
下
宿
へ
走
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
珠
は
、
自
分
の

行
動
の
飛
躍
を
説
明
す
る
た
め
の
言
葉
を
探
す
が
、
即
座
に
念
頭
に
浮
か
ぶ
の

は
、
「駒
の
狂
ひ
に
手
綱
の
術
も
知
ら
ざ
り
し
な
り
」
と
い
う
使
い
古
さ
れ
た
言

葉
で
し
か
な
か
っ
た
。
「駒
の
狂
い
」
と
は
、
い
わ
ば
制
御
不
可
能
な
情
欲
を
示

（Ｈ
）

す
陳
腐
な
常
套
句
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伯
母
の
叱
責
に
よ
っ
て
行
動
の
抑
制
を

強
い
ら
れ
、
監
視
の
眼
に
縛
ら
れ
て
身
動
き
で
き
な
い
こ
と
が
、
自
分
の
心
理

に
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
て
、
雪
の
日
の
出
奔
へ
と
駆
り
立
て
た
の
か
、
語
り

手
の
珠
は
そ
の
因
果
の
連
鎖
を
漠
然
と
意
識
し
な
が
ら
も
、
前
後
の
脈
絡
を
つ

け
て
説
明
す
る
独
自
の
言
葉
を
見
出
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「心
の
底
何
者
の
潜
み
け
ん
」
と
い
う
本
文

中
の
言
葉
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
語
り
手
珠
の
中
に
、
表
層
と
深
層
、
意
識
と

無
意
識
と
い
う
自
己
の
重
層
的
構
造
に
対
す
る
認
識
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「身
の
潔
白
」
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
自
分
の
意
識
の
深
層
に

は
、　
一
体

「何
者
」
が

「潜
み
」
う
ご
め
い
て
い
た
の
か
。
珠
の
関
心
は
、
心

の
内
奥
に
埋
も
れ
た
ま
ま
の
記
憶
の
深
層
の
発
掘
に
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
、
混
沌
と
し
た
意
識
の
暗
い
闇
の
な
か
で
不
定
形
の
ま
ま
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
過
去
の
記
憶
を
言
語
化
し
よ
う
と
試
み
る
珠
の
内
に
現
前
と
蘇

っ
て
く
る
の
は
、
伯
母
が

「年
始
の
礼
」
に
赴
い
て
留
守
の
一
月
七
日
に
起
き

た
出
奔
の
瞬
間
に
脳
裏
に
深
く
焼
き
付
い
た
風
景
の
記
憶
で
あ
る
。

四

雪

の
日

の
情
景

そ
の
日
、
「曇
り
勝
の
空
」
を

「不
図
な
が
む
る
」
と

「自
き
物
ち
ら
／
ヽ
」

と
降
り
始
め
、
最
初
の
う
ち
は

「伯
母
様
さ
ぞ
や
寒
か
ら
ん
と
煩
撻
の
も
と
に

思
ひ
」
や
っ
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
次
の
よ
う
な
風
景
に
洸
惚
と
眺
め
入

る
う
ち
に
、
我
を
忘
れ
て
家
を
飛
び
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

い
と
ど
降
る
雪
用
捨
な
く
綿
を
な
げ
て
、
時
の
間
に
隠
く
れ
け
り
庭
も
簾

も
、
我
が
肘
か
け
窓
ほ
そ
く
開
ら
け
ば

一
目
に
見
ゆ
る
裏
の
耕
地
の
、
日

も
か
く
れ
ぬ
畑
も
か
く
れ
ぬ
、
日
毎
に
眺
む
る
彼
の
森
も
空
と
同

一
の
色

に
成
り
ぬ

こ
こ
で
は
、
珠
の
脳
裏
に
刻
印
さ
れ
た
風
景
の
記
憶
が
、
映
像
的
な
鮮
や
か

さ
を
伴
っ
て
甦
っ
て
い
る
。
こ
の
回
想
の
場
面
で
は
、
出
来
事
の
意
味
や
そ
の

時
の
心
情
を
合
理
的
に
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
珠
の
視
点
は
過
去
の
自
分
に

重
ね
ら
れ
、
そ
の
知
覚
的
経
験
に
そ
っ
て
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
形

で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「心
の
底
何
者
の
潜
み
け
ん
」
と
記
憶
の
深

層
を
掘
り
起
こ
す
珠
が
、
そ
の
正
体
を
理
性
に
よ
っ
て
認
識
し
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
漠
然
と
し
た
感
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
掴
め
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り

そ
れ
が
現
時
点
の
彼
女
に
と
っ
て
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
難
し
い

得
体
の
知
れ
な
い

「何
者
」
か
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

記
憶
の
な
か
の
雪
景
色
は
、
花
鳥
風
月
の
伝
統
的
感
性
の
型
に
は
収
ま
ら
な
い
、

自
己
固
有
の
経
験
と
分
か
ち
が
難
く
結
び
つ
い
た
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
帯
び

て
い
る
。
見
慣
れ
た
風
景
が
自

一
色
の
別
世
界
に
変
容
し
、　
一
切
の
事
物
が
日

常
の
輪
郭
を
失
っ
て
ゆ
く
と
い
う
鮮
明
な
視
覚
的
記
憶
は
、
「善
と
も
知
ら
ず
悪

し
と
も
し
ら
ず
、
唯
懐
か
し
の
念
に
迫
ま
ら
れ
て
身
は
前
後
無
差
別
に
、
免
が

れ
出
し
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
善
悪
の
価
値
判
断
、
前
後
の
見
境
を
見
失
っ

て
ゆ
く

一
瞬
の
感
覚
の
働
き
と
不
即
不
離
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
雪
に
魅
惑
さ
れ
て
狂
奔
し
た
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
陶
酔
の
一
瞬
が
、謡
由
に
み
ら
れ
る
∧
物
狂
∨
の
時
を
想
起
さ
せ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
物
狂
能
に
は
、
自
然
の
景
物
に
誘
わ
れ
て
俄
か
に
∧
物
狂
∨



の
境
地
に
至
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
二
五
年

一
月
に
博
文

館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『謡
曲
通
解
』
（第

一
～
第
八
編
）
に
収
録
さ
れ
た
「桜
川
」

（第
七
編
）
で
は
、
生
き
別
れ
た
我
が
子
恋
し
さ
に
行
方
を
尋
ね
歩
く
母
が
、

「桜
川
に
花
の
散
る
」
と

「思
ひ
が
乱
れ
し
て
狂
い
舞
う
と
い
う
場
面
が
あ
り
、

同
様
に
母
物
狂
い
も
の
の

「三
井
寺
」
（前
掲
書
第
四
編
）
で
は
、
月
に
魅
惑
さ

れ
て
∧
物
狂
∨
の
境
地
へ
と
誘
わ
れ
て
ゆ
く
。
ま
た

一
葉
が

「や
み
夜
」
（明
二

七
・七
～

一
一
『文
学
界
』

一
九
～
二
三
号
）
の
中
で
引
用
し
た

「班
女
」
（前

掲
書
第

一
編
）
で
は
、
恋
慕
の
余
り

「夕
暮
の
雲
の
旗
手
に
物
を
思
ひ
。
う
は

の
空
に
あ
く
が
れ
い
で
し
た
女
物
狂
が
、
「ゆ
る
が
ぬ
梢
と
見
え
つ
れ
ど
も
。
風

の
さ
そ
へ
ば

一
葉
も
ち
る
」
よ
う
に
、
人
は
時
と
し
て
∧
物
狂
∨
状
態
に
陥
る

こ
と
が
あ
り
、
「風
狂
じ
た
る
秋
の
葉
の
。
心
も
と
も
に
乱
れ
し
狂
っ
て
し
ま
う

（・２
）

と
謡
っ
て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な

「風
狂
じ
た
る
秋
の
葉
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

珠
の
語
り
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
珠
は
雪
の
日
の
出

奔
を
語
る
前
に
、
伯
母
に
桂
木
と
会
う
こ
と
を
厳
禁
さ
れ
て

「心
は
空
に
通
ヘ

ど
流
石
に
戒
じ
め
重
け
れ
ば
、
足
は
其
方
に
向
け
」
ら
れ
ず

「師
の
君
訪
ひ
来

ま
せ
と
待
て
ど
」
も

「音
信
も
な
く
、
と
絶
え
し
中
に
千
秋
を
重
ね
て
」
い
た

時
の
心
境
に
つ
い
て
、
「木
が
ら
し
の
風
」
に
誘
わ
れ
て

「散
り
か
ふ
紅
葉
」
の

「行
く
は
何
処
ま
で
と
遠
く
詠
む
れ
ば
、
見
ゆ
る
森
か
げ
我
を
招
く
」
よ
う
に

思
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「日
毎
に
眺
む
る
彼
の
森
」
が
降

り
積
る
雪
の
な
か
で

「空
と
同

一
の
色
」
に
な
っ
た
瞬
間
、
珠
は
∧
物
狂
∨
に

も
似
た
束
の
間
の
陶
酔
に
身
を
委
ね
て
焦
れ
出
た
の
で
あ
る
。

出
奔
に
衝
き
動
か
さ
れ
た
瞬
時
の
心
境
を
、
「此
時
の
心
何
を
思
ひ
け
ん
」
と

解
釈
し
よ
う
と
す
る
珠
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

「禍
ひ
の
神
と
い
ふ
者
も
し
あ
ら

ば
、
正
し
く
我
身
さ
そ
は
れ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
か
自
分
の
意
志
を
超
え

た
得
体
の
知
れ
ぬ
誘
引
力
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
と
し
か
捉
え
よ
う
の
な
い
体
験

と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
先
に
珠
は
、
出
奔
の
動
因
に
つ
い
て
「駒
の
狂
い
」

と
い
う
常
套
句
を
使
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
て
繰
り
返
し

表
現
を
試
み
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
出
奔
の
動
機
に
つ
い
て

何
ら
か
の
言
葉
を
当
て
嵌
め
て
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て

も
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
空
隙
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
珠
は
適
切
な
言
葉
を
探

し
あ
ぐ
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
珠
は
、
Ｆ
」
の
雪
ふ
り
に
何
処
へ
」
と
呼
び
止
め
る

「作
男
の
平
助
」

に
、
「伯
母
様
の
お
迎
ひ
に
」
と
咄
嵯
に
嘘
を
つ
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
「老

僕
が
参
ら
ん
、
先
待
給
へ
と
止
め
ら
る
ゝ
」
と
、
「此
雪
に
宜
く
こ
そ
と
誉
め
ら

れ
た
く
、
是
非
に
我
が
身
行
き
」
た
い
と
無
邪
気
な
子
供
の
擬
態
を
装
っ
て
、

「老
実
に
愚
か
な
る
男
」
を
欺
い
た
の
で
あ
る
。
現
時
点
の
珠
は
、
そ
れ
以
前

の
自
分
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
大
胆
な
振
る
舞
い
を
想
起
し
な
が
ら
、
幼
さ
を

脱
皮
し
て
ゆ
く
自
己
の
変
貌
の
一
瞬
の
姿
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
「唯
懐
か

し
の
念
に
迫
ま
ら
れ
」
て
師
の
下
宿
へ
駆
け
出
し
た
時
点
で
は
、
「此
人
を
良
人

と
呼
び
て
、
共
に
他
郷
の
地
を
踏
ま
ん
と
は
、
か
け
て
も
思
ひ
寄
ら
」
な
か
っ

た
が
、
「行
方
な
し
や
迷
ひ
、
窓
の
呉
竹
ふ
る
雪
に
心
下
折
れ
て
我
れ
も
人
も
、

罪
は
誠
の
罪
に
成
」
っ
た
と
語
る
。

物
語
の
終
わ
り
の
部
分
は
、
「思
へ
ば
誠
と
式
部
が
歌
の
、
ふ
れ
ば
憂
さ
の
み

増
さ
る
世
を
、
知
ら
じ
な
雪
の
今
歳
も
又
、
我
が
破
れ
垣
を
つ
く
ろ
ひ
て
、
見

よ
と
や
誇
る
我
れ
は
昔
し
の
恋
し
き
物
を
」
と
あ
る
よ
う
に
、
紫
式
部
の
和
歌

を
踏
ま
え
た
言
葉
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
「
ふ
れ
ば
憂
さ
の
み
増
さ
る
」
は
、

冒
頭
部
の

「何
ご
と
の
憂
き
も
な
く
思
慮
も
な
く
明
し
暮
ら
す
十
五
の
冬
」
と

い
う
言
葉
と
照
応
し
て
い
る
と
見
て
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
び
の

「我
れ

は
昔
の
恋
し
き
物
を
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
五
歳
の
冬
の
出
来
事
を
転
機
に
「
お



ち
て
流
が
れ
て
、
清
か
ら
ぬ
身
に
成
り
終
」
わ
る
以
前
の

「汚
れ
」
を
知
ら
ぬ

幼
年
期
へ
の
回
帰
願
望
を
表
自
し
た
懐
古
的
な
感
傷
と
み
る
こ
と
が
で
き．
る
。

桂
木
と
の
愛
情
関
係
が
脆
く
も
色
褪
せ
る
と
い
う
挫
折
を
経
た
現
時
点
の
珠
は
、

自
ら
の
人
生
を

一
変
さ
せ
た
一
五
歳
の
雪
の
日
の
出
奔
を

一
つ
の
分
岐
点
と
し

て
、
そ
こ
に
喪
失
の
風
景
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
古
典
的
∧
懺
悔
物
∨
形
式
を
採
用
し
た
同
時
代
小
説
と
の
具
体
的
な

比
較
を
通
し
て
、
「雪
の
日
し
の
叙
述
形
式
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
の

作
品
の
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
る
主
人
公
の
珠
が
、
「十

五
の
冬
」
の
出
来
事
に
回
想
の
焦
点
を
絞
り
、
雪
の
日
の
出
奔
を

一
つ
の
山
場

と
し
て
、
少
女
か
ら
大
人
の
女
性
へ
の
微
妙
な
境
目
を
生
き
て
い
た
自
己
が
、

俄
か
に
あ
る
一
線
を
踏
み
越
え
て
い
っ
た
瞬
間
の
無
意
識
の
間
に
潜
む
得
体
の

知
れ
な
い

「何
者
し
か
に
照
明
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、　
一
人
称
の
語
り
手

「我
」
が
、
雪
の
日
の
劇
的

な
体
験
に
至
る
ま
で
の
事
柄
を
想
起
し
つ
つ
、
出
奔
へ
と
衝
き
動
か
さ
れ
た
瞬

時
の
感
情
の
核
心
に
既
知
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
接
近
し
よ
う
と
つ
つ
も
、
こ

れ
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
直
面
し
て
い
く
点
で
あ
る
。
そ
の
点

か
ら
言
え
ば
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
冒
頭
で
主
人
公
の
語
り
手
が
固
有
の

経
験
と
既
存
の
言
葉
と
の
乖
離
に
対
す
る
認
識
を
示
し
た
上
で
語
り
始
め
て
い

る
の
は
、
物
語
の
構
成
上
の
根
幹
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

確
か
に
、
主
人
公
が
言
葉
の
限
界
に
突
き
当
た
っ
て
、
出
奔
の
動
機
を
合
理
的

に
説
明
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
、
懐
古
的
な
感
傷
で
物
語
を
締
め
括
っ
て
い
る
と

い
う
点
で
は
、
些
か
曖
昧
の
感
を
拭
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
決
し
て
、

失
わ
れ
た
幼
年
期
の
愛
惜
や
過
去
の
あ
や
ま
ち
へ
の
悔
恨
に
止
ま
る
も
の
で
は

な
い
。
突
然
の
出
奔
と
い
う
形
で
顕
現
し
た
自
己
の
変
容
、
後

の

「
や
み
夜
」

中

の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
「我
れ
に
も
有
ら
ぬ
我
れ
に
成
」
っ
て
ゆ
く

一
瞬

の
心
の
動
き
を
雪

の
風
景

の
魅
惑

の
な
せ
る
術
で
あ
る
よ
う
に
語
り
、
因
果
律

的
な
解
釈

の
枠

に
嵌
り
き
ら
な

い
不
徹
底
な
分
析

の
ま
ま
で
物
語
を
終
え
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
或

い
は
そ
れ
故

に
こ
そ
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な

い
が
、

主
人
公
の
語
り
手
さ
え
も
捉
え
難

い
記
憶

の
底

の
空
隙
を
埋
め
る
読
者

の
想
像

力
を
喚
起
す
る
効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

分
析
を
超
え
た
人
間
心
理
の
得
体
の
知
れ
な
さ
、
不
可
解
な
衝
動
を
表
現
す
る

方
法
と
し
て
、
創
作
者

一
葉

に
よ

っ
て
自
覚
的

に
採
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

圧̈（１
）

山
田
有
策

「
一
葉
ノ
ー
ト
・
１

「雪
の
日
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
３
東
京
学
芸

大
学
紀
要

（人
文
科
学
と

一
一八
、　
一
九
七
六
年
一
〇
月
）

（２
）

関
礼
子
ｇ
ｍ
る
女
た
ち
の
時
代
　
一
葉
と
明
治
女
性
表
現
し、
新
曜
社
、
一
九
九
七

年
四
月
）

（３
）

出
原
隆
俊

「Λ
典
拠
∨
と
Λ
借
用
∨
」
η
論
集
樋
口
一
葉
」
所
収
、
お
う
ふ
う
、

一
九
九
六
年
一
一
月
）

（４
）

杉
崎
俊
夫

「日
記
と
小
説
の
間
―

一
葉
の
詩
と
真
実
―
」
■
大
正
大
学
大
学
院
研

究
論
集
』
一
二
、　
一
九
八
八
年
二
月
）

（５
）

注
（３
）
に
同
じ
。
尚

「よ
も
き
ふ
に
つ
記
」
（明
二
六
・
一
・
三
二
）
に
は
、
「雪

の
日
」
送
稿
の
翌
日
、
■都
の
花
』
の
編
集
者
藤
本
藤
蔭
訪
間
の
際
に
「都
之
花
の
か

り
た
る
を
か
へ
し
更
に
又
其
あ
と
を
か
り
来
る
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
、
「雪
の
日
」

の
執
筆
期
に
一
葉
が

「都
の
花
」
を
読
ん
だ
事
実
が
窺
え
る
。

（６
）

こ
の
時
期
の
文
壇
に
お
け
る
「西
鶴
復
興
」
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
田
由
美
「反

動
と
流
行
―
明
治
の
西
鶴
発
見
」
３
人
文
学
報
」
六
七
、　
一
九
九
〇
年
一
二
月
）
参

昭
雀

（７
）

中
丸
宣
明

「『ゆ
く
雲
し
の
位
相
―

一
葉
に
お
け
る
和
歌
的
構
想
力
の
問
題
―
」

翁
論
集
樋
口
一
葉
Ｈ
』
所
収
、
お
う
ふ
う
、　
一
九
九
八
年
二
月
）
は
、
一
葉
作
品
に

お
け
る
語
り
の
あ
り
方
を
古
典
和
歌
と
の
係
り
か
ら
検
証
し
、
「雪
の
日
」
で
は
「名

状
し
が
た
い
内
な
る
何
も
の
か
が
、
和
歌
と
ズ
レ
に
よ
っ
て
顕
現
し
た
」
と
指
摘
し



て
い
る
。

（８
）

橋
口
晋
作

「「雪
の
日
」
を
め
ぐ
っ
て
し
η
近
代
文
学
論
集
』

一
六
、
一
九
九
〇
年

一
一
月
）、
及
び
（３
）
の
出
原
氏
の
論
考
は
類
似
表
現
を
具
体
的
に
提
示
し
て
、
「舞

姫
」
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

（９
）

た
だ
し
、
明
治
二
〇
年
代
は
発
達
心
理
学
の
枠
組
み
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
北
村
三
子

■青
年
と
近
代
　
青
年
と
青
年
を
め

ぐ
る
言
説
の
系
譜
学
』
（世
織
書
房
、　
一
九
九
八
年
二
月
）
に
よ
れ
ば
、
児
童
研
究
の

定
着
は
、
「児
童
研
究
」
と
い
う
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
明
治
三

一
年
頃
で
あ
る
と
い
う
。

同
誌
二
巻
九
号

（明
三
三

・
五
）
掲
載
の

「人
生
の
危
機
」
と
題
す
る
論
説
で
、
初

め
て

「青
年
期
」
些
言
及
し
た
高
島
平
二
郎
は
、
「身
心
の
急
劇
な
る
変
動
あ
り
て
為

め
に
頗
る
危
険
な
る
時
期
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た

「青
年
期
及
び
其
の
教

育

（上
。
下
ご

（明
二
五
上
ハ
～
七

「児
童
研
究
」
第
五
巻
四
、
五
号
）
で
は
、
「青

年
期
こ
の
年
齢
範
囲
に
つ
い
て

「発
情
期
よ
り
成
年
期
に
達
す
る
時
期
」
で
あ
り
、

「男
女
と
も
概
ね
十
三
年
乃
至
二
十
五
年
に
至
る
間
」
に
相
当
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

（１０
）

一
葉
の
初
期
作
品
に
お
け
る
少
女
の
急
激
な
変
容
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
関
し
て
は
、

拙
稿

「樋
口
一
葉

「闇
桜
」
の
位
相
―
∧
筒
井
筒
∨
変
奏
―
」
翁
近
代
文
学
試
論
』

三
八
、
二
〇
〇
〇
年

一
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（Ｉ
）

同
時
代
小
説
に
は
、
「は
げ
し
い
恋
情
は
渓
河
の
水
、
お
さ
へ
れ
は
押
へ
る
ほ
ど
道

を
求
め
て
突
き
進
み
ま
す
。
劉
コ
劇
「
冽
劇
馴
コ
倒
到
剛
到
劇
到
И
コ
利
「
Щ
劇
引
＝

ま
せ
ん
」
（美
妙
斎
主
人

「
い
ち
ご
姫
」、
明
二
二
・
八

『都
の
花
」
二
〇
号
）、
「十

八
歳
、
花
も
さ
か
り
の
と
し
頃
な
れ
は
心
の
駒
の
狂
ふ
も
道
理

〈十
八
公
子
訳

「春

花
秋
月

（春
の
巻
ご

（明
二
五
。
一
一
『都
の
花
」
九
五
号
）、
「年
若
き
／
男
女
の

い
く
た
り
が
、
意
の
駒
の
狂
ひ
い
で
、
…
…
人
の
正
道
ふ
み
迷
い
」
（戸
川
残
花

「桂

川

（情
死
を
弔
ふ
歌
と
、
明
二
六
・
六

■文
学
界
」
六
号
）
な
ど
多
数
の
用
例
が
あ

２
つ
。

（‐２
）

引
用
は
、
大
和
田
建
樹
編

■増
補
　
謡
曲
通
解
』
（博
文
館
、　
一
九
〇
五
年
二
月
）

に
拠
る
。

〔付
記
〕
本
文
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版

『樋
口
一
葉
全
集
』
第

一
巻

（
一

九
八
九
年
七
月
）
に
拠
り
、
旧
字
は
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
た
。
尚
、

引
用
文
の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

―
―
二
重
大
学
非
常
勤
講
師
―
―


