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泉
鏡
花

『春
昼
』
『春
昼
後
刻
』
考

―
―
そ
の

〈風
景
〉
と

「霞
」
を
め
ぐ

っ
て
―
―

『
春
昼
』
『
春
昼
後
刻
』
（明
治
三
十
九
年
十

一
月
、
十
二
月
）
は
、
こ
れ

ま

で
に
も
、
地
誌
的
な
考
察
、
語
り
、
先
行

の
作
品
と
の
関
わ
り
な
ど
、

様
々
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ

っ
て
、
多
く
の
論
考
が
試
み
ら
れ
て
き
た
作
品
で

あ
る
。
そ
の
中
で
本
作
品
は
、
反
近
代
性
と
現
実
を
超
越
し
た
世
界
観
と
に

高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
鏡
花
作
品
の
中
で
も
、
幻
想
的
な
側
面
が
傑
出
し

て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
最
高
峰
の
作
品
の
ひ
と

つ
に
数
え
ら
れ
て
き

た
。だ

が
、
本
論
は
あ
え
て
作
品
内
に
あ
ら
わ
れ
る
現
実
の

〈風
景
〉
に
注
目

す
る
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
内
容
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
新
開

の
海
水
浴
場
の
あ
る
海
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
た
い
と
考

え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
散
策
子
の

〈風
景
〉
を
見
る
視
線
の
あ
り

方
と
変
化
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

〈風
景
〉
と
散
策
子
の
感

情
の
関
わ
リ
ヘ
と
考
察
を
進
め
た
い
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

『
春
昼
』
『春
昼
後
刻
』
と
い
う
作
品
の
方
法
を
め
ぐ
る
新
た
な

一
側
面
が
浮

か
び
上
が
る
も
の
と
考
え
る
。

西

尾

一九

伸

一
．
境
界
の
向
こ
う
側
を
見
る
視
線

「
お
爺
さ
ん
、
お
爺
さ
ん
。
」

「
は
あ
、
私
け
え
。
」

と
、　
〓
一一口
で
直
ぐ
応
じ
た
の
も
、
四
辺
が
静
か
で
他
に
は
誰
も
居
な

か

つ
た
所
為
で
あ
ら
う
。
（中
略
）

此
方
も
此
方
で
、
急
く
立
処
に
返
答
さ
れ
る
と
思

つ
た
ら
、
声
を
懸

け
る
の
ぢ
や
な
か

つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

何
為
な
ら
、
靭
て
更
め
て
言
ふ
こ
と
が
些
と
取
り
留
め
の
な
い
次
第

な
の
で
。
本
来
な
ら
此
の
散
策
子
が
、
其
の
ぶ
ら
／
ヽ
歩
行
の
手
す
さ

び
に
、
近
頃
買
求
め
た
安
直
な
杖
を
、
真
直
に
路
に
立
て
て
、
鎌
倉
の

方

へ
倒
れ
た
ら
爺
を
呼
ば
う
、
逗
子
の
方

へ
寝
た
ら
黙

つ
て
置
か
う
、

と
そ
れ
で
も
事
は
済
ん
だ
の
で
あ
る
。
２

）

『
春
昼
』
冒
頭
部

で
あ
る
。
こ
の
岩
殿
寺

へ
向
か
う
散
策
子

の

「
ぶ
ら



／
ヽ
歩
行
」
か
ら

『
春
昼
』
の
世
界
は
は
じ
ま
る
。
散
策
子
は
停
車
場
周
辺

の
喧
曝
を
の
が
れ
て
散
策
す
る
。
停
車
場
開
業
の
祭
り
が
開
催
さ
れ
た

一
日

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

散
策
子
が
農
夫
に
出
会

っ
た
の
は
、
逗
留
中
の
停
車
場
近
く
の
海
側
の
自

室
か
ら
山
側

へ
と
散
策
す
る
途
中
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
海
」

と

「山
」
と
は
、
こ
の
後
、
明
ら
か
に
対
比
的
な
も
の
と
し
て
散
策
子
の
前

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

尤
も

一
方
は
、
そ
ん
な
風
に
―
―
よ
し
、
村
の
も
の
の
目
か
ら
は
青

鬼
赤
鬼
で
も
―
―
蝶
の
飛
ぶ
の
も
帆
艇
の
帆
か
と
見
ゆ
る
ば
か
り
、
海

水
浴
に
開
け
て
居
る
が
、
右
の
方
は
昔
な
が
ら
の
山
の
形
、
真
黒
に
、

大
鷲
の
翼
打
襲
ね
た
る
趣
し
て
、
左
右
か
ら
苗
代
田
に
取
詰
む
る
峰
の

棲
、　
一
重
は

一
重
毎
に
迫

つ
て
次
第
に
狭
く
、
奥
の
方
暗
く
行
詰

つ
た

あ
た
り
、
打

つ
け
な
り
の
茅
屋
の
窓
は
、
山
が
開
い
た
眼
に
似
て
、
恰

も
大
な
る
墓
の
、
明
け
行
く
海
か
ら
掻
害
ん
で
、
谷
間
に
潜
む
風
情
で

あ
る
。
公
し

駅
周
辺
は

「
海
水
浴
」
場
を
中
心
と
し
て
新
た
に
開
け
た
土
地
で
あ
り
、

山
は

「昔
な
が
ら
」
に
残
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
。
そ
の
新
し
く
開
け
た
地
域

に
は
、
山
側
の
村
人
た
ち
が

「青
鬼
赤
鬼
」
と
呼
ぶ

「
異
人
」
が
多
く
住
ま

い
を
構
え
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
地
域
が
隣
接
し
た
場
所
に
散
策
子
は
い

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
新
開
の
海
側
の
地
域
か
ら
村
人
た
ち
の
山

側
の
地
域

へ
と
歩
み
を
進
め
る
と
き
、
散
策
子
も
ま
た
周
囲
の

〈風
景
〉
の

中
で
異
質
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
散
策
子
は

（帽
子
被

り
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
風
貌
を
し
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
で
は
な
い
。

此
の
路
を
後

へ
取

つ
て
返
し
て
、
今
蛇
に
逢

つ
た
と
い
ふ
、
其
三
階
家

の
角
を
曲
る
と
、
左
の
方
に
背
の
高
い
麦
畠
が
、
な
ぞ

へ
に
低
く
な

つ

て
、　
一
面
に
颯
と
拡
が
る
、
浅
緑
に
美
し
い
自
波
が
薄
り
と
靡
く
渚
の

あ
た
り
、
雲
も
な
い
空
に
歴
々
と
眺
め
ら
る
ゝ
、
西
洋
館
さ
へ
、
青
異

人
、
赤
異
人
と
呼
ん
で
色
を
鬼
の
や
う
に
称
ふ
る
く
ら
ゐ
、
こ
ん
な
風

の
男
は
髯
が
な
く
て
も

（帽
子
被
り
）
と
言
ふ
と
聞
く
。
合
し

散
策
子
が

（帽
子
被
り
）
の
自
身
を
西
洋
館
の

「
青
異
人
、
赤
異
人
」
と

同
列
に
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
周
囲
か
ら
や
や
浮
い
て
し
ま
う
よ
う

な
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
散
策
子
は
自
ら
を
海
側
の
新
開

地
の
人
間
と
自
認
し
な
が
ら
、
海

・
山
、
両
方
の
地
域
の
違
い
を
意
識
し
て

見
て
い
た
訳
で
あ
る
。

そ
の
た
め
か
、
散
策
子
は
、
村
人
た
ち
が

「
海
」
に
で
は
な
く

「
山
」
の

方
向
に
ば
か
り
目
を
向
け
る
と
感
じ
る
ら
し
い
。

・

あ
の
、
西
南

一
帯
の
海
の
潮
が
、
浮
世
の
波
に
自
帆
を
乗
せ
て
、
此

し
ば
ら
く
の
間
に
九
十
九
折
あ
る
山
の
峡
を
、　
一
ツ
づ

ゝ
湾
に
し
て
、

奥
ま
で
迎
ひ
に
来
ぬ
内
は
、
い
つ
ま
で
も
村
人
は
、
む
か
う
向
に
な
つ

て
、
ち
ら
は
ら
と
畑
打

つ
て
居
る
で
あ
ら
う
。
Ｔ
し

・

稜
を
投
げ
た
娘
の
目
も
、
山
の
方
へ
瞳
が
通
ひ
、
足
踏
み
を
し
た
女

一房
の
胸
に
も
、
海
の
波
は
映
ら
ぬ
ら
し
い
。
２
し

散
策
子
が

「海
」
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
村
人
や
、
機
織
り
を
す

る
女
た
ち
が

「海
」
を
見
な
い
で

「山
」
へ
ば
か
り
目
を
向
け
る
と
感
じ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
感
じ
方
は
、
散
策
子
の
視
線
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
、



山
側
の
地
域
を
自
ら
の
い
る
海
側
と
別
物
と
見
る
視
線
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
散
策
子
が
山
へ
向
か
う
と
き
目
に
す
る

〈風
景
〉
に
土
俗
的
な

色
合
い
を
見
て
と
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
認
識
に
よ
る
過
程
で
あ
っ
た
。

散
策
子
の
そ
う
し
た
視
線
を
考
え
れ
ば
、
冒
頭
部
に
出
会

っ
た
農
夫
に
対

す
る
次
の
よ
う
な
描
写
も
理
解
で
き
る
。

「
は
あ
、
青
大
将
か
ね
。」

と
云
ひ
な
が
ら
、
大
き
な
口
を
あ
け
て
、
奥
底
も
な
く
長
閑
な
日
の
舌

に
染
む
か
と
笑
ひ
か
け
た
。
公
し

こ
の
農
夫
の
様
子
は
明
ら
か
に

「蛇
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
負

っ
て
い
る
が
、

散
策
子
に
と
っ
て
は
、
農
夫
と
出
会
い
会
話
を
交
わ
す
こ
と
は
異
質
な
世
界

と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
散
策
子
の
視
線
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る

『春
昼
』
冒
頭
か
ら

の
風
景
描
写
の
基
本
構
造
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
構
造
は
、
鏡
花
作
品
に
お
い
て
は
、
や
や
特
殊
な
位
置
に
あ

る
と
も
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
冒
同
野
聖
』
（明
治
三
十
三
年
二
月
）
に
お

け
る
、
い
わ
ゆ
る

〈山
中
異
界
〉
へ
の
接
近
と
く
ら
べ
て
み
た
い
。
こ
こ
で

は
、
僧

。
宗
朝
は
、
〈近
代
〉
を
象
徴
す
る
参
謀
本
部
編
纂
の
地
図
に
載
ら

な
い
旧
道
を
歩
き
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
地
図
に
も
載
ら
な
い
よ
う
な

場
所
で
、
出
来
事
は
展
開
す
る
。

さ
て
、
聞
か
つ
し
や
い
、
私
は
そ
れ
か
ら
桧
の
裏
を
抜
け
た
、
岩
の
下

か
ら
岩
の
上
へ
出
た
、
樹
の
中
を
潜

つ
て
草
深
い
径
を
何
処
ま
で
も
、

何
処
ま
で
も
。

す
る
と
何
時
の
間
に
か
今
上

つ
た
山
は
過
ぎ
て
又

一
ツ
山
が
近
い
て

来
た
、
こ
の
辺
暫
く
の
間
は
野
が
広
々
と
し
て
、
先
刻
通

つ
た
本
街
道

よ
り
最

つ
と
幅
の
広
い
、
な
だ
ら
か
な

一
筋
道
。
「
高
野
聖
』
、
六
）

『
春
昼
』
は
、
「昔
な
が
ら
」
の
山
と
新
た
に
開
け
て
い
く
海
と
が
隣
接
し
、

鉄
道
さ
え
通
る
場
所
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
フ
同
野
聖
』
の
宗
朝
が
地
図
に

も
載
ら
な
い
山
の
中

へ
と
向
か

っ
て
い
く
の
と
、
大
き
く
異
な
る
の
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
同
じ
よ
う
に
逗
子
の
海
辺
を
舞
台
と
し
た

『
草
迷
宮
』
（明

治
四
十

一
年

一
月
）
冒
頭
の
海
、
こ
れ
を

『
春
昼
』
の
海
と
比
較
し
て
み
て

も
よ
い
。三

浦
の
大
崩
壊
を
、
魔
所
だ
と
云
ふ
。

葉
山

一
帯
の
海
岸
を
屏
風
で
劃

つ
た
、
桜
山
の
裾
が
、
見
も
馴
れ
ぬ

獣
の
如
く
、
洋

へ
躍
込
ん
だ
、　
一
方
は
長
者
園
の
浜
で
、
逗
子
か
ら
森

戸
、
葉
山
を
か
け
て
、
夏
向
き
海
水
浴
の
時
分
、
人
死
の
あ
る
の
は
、

此
の
辺
で
は
此
処
が
多
い
。
「
草
迷
宮
』
、　
こ

す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に

『草
迷
宮
』
は
、
そ
こ
が

「
魔
所
」
だ
と
い
う
こ

と
を
提
示
し
て
は
じ
ま
る
。
た
し
か
に
、
海
に
迫

っ
た
山
が

「獣
の
如
く
」

見
え
る
と
い
う
の
は
、
『春
昼
』
の

「大
鷲
の
翼
打
襲
ね
た
る
趣
し
て
」
に

近
い
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
『
春
昼
』
の
海
辺
は

そ
の
よ
う
な
要
素
を
抱
え

つ
つ
も
、
ひ
と
ま
ず
は
海
水
浴
の
た
め
に
開
か
れ

た
の
ど
か
な
海
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
新
開
の
海
水
浴
場
で
の
光
景
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
夏
目

漱
石

『
こ
ゝ
ろ
』
（大
正
三
年
四
月
二
十
日
―
八
月
十

一
日
）
な
ど
が
視
野

に
入

っ
て
来
よ
う
。



私
が
其
掛
茶
屋
で
先
生
を
見
た
時
は
、
先
生
が
丁
度
着
物
を
脱
い
で

是
か
ら
海

へ
入
ら
う
と
す
る
所
で
あ

つ
た
。
私
は
其
時
反
対
に
濡
れ
た

身
体
を
風
に
吹
か
し
て
水
か
ら
上
が

つ
て
来
た
。
二
人
の
間
に
は
目
を

遮
る
幾
多
の
黒
い
頭
が
動
い
て
ゐ
た
。
（中
略
）
そ
れ
程
浜
辺
が
混
雑

し
、
そ
れ
程
私
の
頭
が
放
漫
で
あ

つ
た
に
も
拘
は
ら
ず
、
私
が
す
ぐ
先

生
を
見
付
出
し
た
の
は
、
先
生
が

一
人
の
西
洋
人
を
伴
れ
て
ゐ
た
か
ら

で
あ
る
。
翁
先
生
と
私
」
、
二
）

『
春
昼
』
の
海
辺
に
は
、
「
異
人
」
の
た
め
の
西
洋
館
が
あ
る
訳
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
外
国
人

の
い
る
海
水
浴
場
は
、
〈近
代
〉
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

散
策
子
は
そ
の
よ
う
な
新
た
に
開
か
れ
た
海
側
か
ら

「昔
な
が
ら
」
の
山

へ
と

「
ぶ
ら
／
ヽ
」
と
歩
い
て
向
か
う
。
そ
の
行
動
は
い
か
に
も
時
代
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
木
田
独
歩

『
武
蔵
野
』
（明
治
三
十

一
年

一
月

―
―
二
月
）
は
、
自
然
の
中
を

「散
歩
」
す
る
人
物
の
姿
を
描
く
が
、
そ
の

姿
は

『春
昼
』
の
散
策
子
と
重
な

っ
て
見
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

・
　
武
蔵
野
に
散
歩
す
る
人
は
、
道
に
迷
ふ
こ
と
を
苦
に
し
て
は
な
ら
な

い
。
ど
の
路
で
も
足
の
向
く
方

へ
ゆ
け
ば
必
ず
其
処
に
見
る
べ
く
、
聞

く
べ
く
、
感
ず
べ
き
獲
物
が
あ
る
。
武
蔵
野
の
美
は
た
ゞ
其
縦
横
に
通

ず
る
数
千
条
の
路
を
当
も
な
く
歩
く
こ
と
に
由
て
始
め
て
獲
ら
れ
る
。

春
、
夏
、
秋
、
冬
、
朝
、
昼
、
夕
、
夜
、
月
に
も
、
雪
に
も
、
風
に
も
、

霧
に
も
、
霜
に
も
、
雨
に
も
、
時
雨
に
も
、
た
ゞ
此
路
を
ぶ
ら
／
ヽ
歩

て
思
ひ
つ
き
次
第
に
右
し
左
す
れ
ば
随
処
に
吾
等
を
満
足
さ
す
る
も
の

が
あ
る
。
（五
）

。　

若
じ
君
、
何
か
の
必
要
で
道
を
尋
ね
た
く
思
は
ゞ
、
畑
の
真
中
に
居

る
農
夫
に
き
ゝ
玉

へ
。
農
夫
が
四
十
以
上
の
人
で
あ

つ
た
ら
、
大
声
を

あ
げ
て
尋
ね
て
見
玉

へ
、
驚
て
此
方
を
向
き
、
大
声
で
教
え
て
呉
れ
る

だ
ら
う
。
若
し
少
女
で
あ

つ
た
ら
近
づ
い
て
小
声
で
き
ゝ
玉

へ
。
若
し

若
者
で
あ

つ
た
ら
、
帽
を
取
て
慇
懃
に
問
ひ
玉

へ
。
鷹
揚
に
教
え
て
呉

れ
る
だ
ら
う
。
怒

つ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
東
京
近
在
の
若
者
の
癖

で
あ
る
か
ら
。
（五
）

。

自
分
は
此
流
の
両
側
に
散
点
す
る
農
家
の
者
を
幸
福
の
人
々
と
思

つ

た
。
無
論
、
此
堤
の
上
を
麦
藁
帽
子
と
ス
テ
ッ
キ

一
本
で
散
歩
す
る
自

分
達
を
も
。
（六
）

鏡
花
が

『
武
蔵
野
』
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
こ
に
あ
る
自
然
の
外
か
ら
来
た
人
物
が
ス
テ
ッ
キ
を
持

っ
て

「
ぶ

ら
／
ヽ
」
と

「
散
歩
」
し
、
農
夫
に
出
会
う
。
自
然
の

〈風
景
〉
を
発
見
し

て
い
く
。
そ
の
姿
を
ま
る
で
真
似
た
か
の
よ
う
に
、
散
策
子
は
行
動
し
て
い

る
と
さ
え
思
え
る
の
で
あ
る
。

二
．
視
線
の
反
転
―
―
角
兵
衛
獅
子
を
起
点
に
―
―

さ
て
、
岩
殿
寺
で
住
職
か
ら
客
人
の
話
を
聞
か
さ
れ
、
玉
脇
み
を
に
も
出

会

っ
た
散
策
子
は
、
結
末
ち
か
く
、
も
う

一
度
海
辺

へ
と
戻

っ
て
く
る
。
そ

の
と
き
、
散
策
子
の
見
る

〈
風
景
〉
に
は
あ
る
変
化
が
あ
る
。

さ
て
半
時
ば
か
り
の
後
、
散
策
子
の
姿
は
、　
一
人
、
彼
処
か
ら
鳩
の
舞

ふ
の
を
見
た
、
浜
辺
の
藍
色
の
西
洋
館
の
傍
な
る
、
砂
山
の
上
に
顕
れ

ら
に
。



其
処

へ
来
る
と
、
浪
打
際
ま
で
も
行
か
な
い
で
、
太
く
草
臥
れ
た
状

で
、
ぐ
ツ
た
り
と
先
づ
足
を
投
げ
て
腰
を
卸
す
。
ど
れ
、
貴
女
の
た
め

に

（
こ
と
づ
け
）
の
行
方
を
見
届
け
ま
せ
う
。
連
獅
子
の
あ
と
を
追

つ

て
、
と
云
ふ
の
を
し
ほ
に
、
未
だ
我
侭
が
言
ひ
足
り
ず
、
話
相
手
の
欲

し
か

つ
た
ら
し
い
美
女
に
辞
し
て
、
袂
を
分

つ
た
が
、
獅
子
の
飛
ぶ
の

に
足
の
続
く
わ
け
は
な
い
。

一
先
づ
帰
宅
し
て
床
転
ば
う
と
思
つ
た
の
で
あ
る
が
、
久
能
谷
を
離

到

翻

馴

劇

創

劇

劉

剛

劉

∃

Ｊ

日

刻

劃

側

劃

劉

可

中‐

日

副

測

劉

司

瀾

劉

劉

劉

ｄ

例

劃

倒

引

劉

国

劉

国

∃

昴

コ

Ⅵ

冒

劉

創

Ｊ

司

罰

勧

翻

可

大
‐

江
山
の
段
か
何
か
知
ら
ず
、
連
も
町
へ
は
寄
附
か
れ
た
も
の
で‐
刷
司
国
。

（三
十
五
）

岩
殿
寺
へ
行
く
前
と
同
じ
く
、
そ
こ
に
は

「藍
色
の
西
洋
館
」
が
建
っ
て

い
る
海
側
の

〈風
景
〉
が
広
が
る
。
し
か
し
、
散
策
子
の
視
界
に
入
っ
た
停

車
場
開
き
を
祝
う
た
め
街
道
を
行
く
群
衆
は
、
「大
江
山
の
段
」
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
鬼
の
姿
で
も
想
起
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
嫌
悪
感
を
と
も

な
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変

化
、
つ
ま
り
何
ら
変
わ
ら
な
い
は
ず
の
状
況
に
対
す
る
、
散
策
子
の
受
け
入

れ
難
さ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
あ
る
海
に
、
み
を
が

（
こ
と
づ

け
）
を
託
し
た
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
が
溺
れ
よ
う
と
、
そ
れ
を
嘆
く
人
は
い

な
か
っ
た
と
い
う
点
に
も
注
目
が
必
要
で
あ
る
。

浪
は
の
た
り
と
打

つ
。

ハ
ヤ
二
三
人
駈
け
て
来
た
が
、
い
づ
れ
も
高
声
の
大
笑
ひ
、

「
馬
鹿
な
奴
だ
。
」

「
馬
鹿
野
郎
。
」

引
列
Ⅵ
卿
劇
劇
日
劃
劉
測
「
倒
馴
引
測
酬
馴
Ｎ

〓
百
い
ふ
と
、

「角
兵
衛
が
、
は
ゝ
ゝ
、
然
う
ぢ
や
さ
う
で
。」
（三
十
五
）

角
兵
衛
獅
子
の
少
年
は

「馬
鹿
な
奴
」
の
一
言
の
も
と
、
切
り
捨
て
ら
れ

て
い
く
存
在
で
し
か
な
い
。
こ
の
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

鏡
錐
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
女
性
た
ち
の
母
性
と
関
わ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て

き
た
。
み
を
の
母
な
る
女
性
と
し
て
の
側
面
を
示
す
要
素
と
し
て
で
あ
る
。

そ
れ
も

一
面
で
あ
ろ
う
が
、
鏡
花
作
品
の
枠
を
超
え
て
角
兵
衛
獅
子
を
見
る

な
ら
ば
、
そ
れ
が
時
代
の
負
の
側
面
を
象
徴
的
に
負
わ
さ
れ
た
存
在
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

樋
口

一
葉

『
わ
か
れ
道
』
（明
治
二
十
九
年

一
月
）
の
吉
三
は
、
か
つ
て

角
兵
衛
獅
子
で
あ

っ
た
こ
と
を
述
懐
し

つ
つ
、
自
ら
を
ど
こ
の

「乞
食
の

子
」
か
も
し
れ
な
い
と
卑
下
す
る
。

面
白
く
も
無
い
油
引
き
を
や
つ
て
居
る
が
己
れ
み
た
や
う
な
変
な
物
が

世
間
に
も
有
る
だ
ら
う
か
ね
え
、
お
景
き
ん
豊
蛹
驚
ぶ
金
警
２
年
つ
き
り

当
が
無
い
の
だ
よ
、
親
な
し
で
産
れ
て
来
る
子
が
あ
ら
う
か
、
己
れ
は

何
う
し
て
も
不
思
議
で
な
ら
な
い
、
（中
略
）
生
れ
る
と
直
さ
ま
橋
の

ヽ

も
し
か
も
す
る
と
左
様
か
も
知
れ
な
い
、
夫
れ
な
ら
己
れ
は
乞
食
の
子

「

日

翻

劃

劉

劉

創

劉

劉

「

劃

劃

創

到

「

川



奴
が
矢
張
己
れ
が
親
類
ま
き
で
毎
朝
き
ま
つ
て
貰
ひ
に
来
る
眈
跛
片
眼

の
彼
の
婆
あ
何
か
ゞ
己
れ
の
為
の
何
に
当
る
か
知
れ
は
し
な
い
、
話
さ

な
い
で
も
お
前
は
大
底
し
つ
て
居
る
だ
ら
う
け
れ
ど
今
の
傘
屋
に
奉
公

す
る
前
は
矢
張
己
れ
は
角
兵
衛
の
獅
子
を
冠
つ
て
歩
い
た
の
だ
か
ら
と

打
し
を
れ
て
、
お
京
さ
ん
己
れ
が
本
当
に
乞
食
の
子
な
ら
お
前
は
今
ま

で
の
や
う
に
可
愛
が
つ
て
は
呉
れ
な
い
だ
ら
う
か
、
振
向
い
て
見
て
は

（
４
）

呉
れ
ま
い
ね
と
言
ふ
に
、
「
わ
か
れ
道
』
、
上
）

こ
れ
は
、
『春
昼
後
刻
』
に
お
い
て
、
み
を
か
ら

「母
さ
ん
は
な
い
の

（三
十
四
こ

と
訊
ね
ら
れ
た
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
が
、
「角
兵
衛
に
、
そ
ん

な
も
の
が
あ
る
も
ん
か

（同
こ

と
答
え
る
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。

ま
た
、
夏
目
漱
石

『硝
子
戸
の
中
』
（大
正
四
年

一
月
十
三
日
―
―
二
月

二
十
三
日
）
に
も
、
「麺
犯
の
皮
と

一
銭
銅
貨

（『硝
子
戸
の
中
』
、
四
）↑

）を

貰
い
に

「本
所
辺
か
ら
来
る
十
歳
ば
か
り
に
な
る
角
兵
衛
獅
子
の
子

（同
と

が
登
場
す
る
。

下
層
社
会
に
生
き
る
少
年
の
姿
と
し
て
角
兵
衛
獅
子
が
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
巡
査
で
さ
え
も
、
少
年
の
死
を
笑
い
と
ば
し
て
し

ま
う
。
巡
査
も
ま
た
、
新
開
の
海
側
の
地
域
の
性
格
を
示
す
存
在
と
し
て
そ

こ
に
居
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
結
末
ち
か
く
散
策
子
が
停
車
場
周
辺
の
光
景
を
受
け
入
れ

が
た
い
と
感
じ
る
こ
と
や
、
角
兵
衛
獅
子
の
死
を
笑
い
と
ば
す
巡
査
と
縫
り

付
く
散
策
子
の
対
比
に
よ
っ
て
、
再
び
海
側
へ
帰
っ
て
き
た
散
策
子
に
つ
き

つ
け
ら
れ
る
現
実
と
、
散
策
子
の
感
情
と
の
饂
掘
は
顕
著
に
な
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
、
『春
昼
』
『春
昼
後
刻
』
が
先
行
論
の
多
く
が
指
摘
し
て

き
た
よ
う
に

〈近
代
〉
へ
の
強
い
反
発
に
貫
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
理

解
で
き
る
。
問
題
は
、
散
策
子
の
変
化
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
『武
蔵
野
』
に
見
ら
れ

た
よ
う
な
人
物
た
ち
の
行
動
と
、
散
策
子
の
行
動
と
の
間
の
相
違
で
あ
る
。

散
策
子
は
、
ま
さ
に
新
開
の
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
風
貌
を
し
、
自
然
の
中
へ

と

「散
策
」
に
出
掛
け
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
散
策
子
は
同
じ
よ
う
な
自

然
の

〈風
景
〉
の
中
を

「歩
行
」
き
な
が
ら
、
「赤
棟
蛇
が
、
菜
種
の
中
を

輝
い
て
通

（一こ
」
る
の
を
見
て

「煉
然
と

（同
と

し
、
雑
樹
の
中
か
ら

「大
な
馬
の
顔
が
む
く
む
く
と
湧
い
て
出
た

（同
と

よ
う
に
感
じ
る
。
そ
し

て

「立
箸

（同
と

む
の
で
あ
る
。

０

曲
角
の
青
大
将
と
、
此
傍
な
る
菜
の
花
の
中
の
赤
棟
蛇
と
、
向
う
の

馬
の
面
と
へ
線
を
引
く
と
、
細
長
い
三
角
形
の
只
中
へ
、
封
じ
篭
め
ら

れ
た
形
に
な
る
。

奇
怪
な
る
地
妖
で
な
い
か
。
Ｔ
し

散
策
子
は
自
然
の
美
よ
り
も
、
「地
妖
」
を
感
じ
取

っ
て
し
ま
う
。

既
に
、
先
行
論
に
お
い
て

「散
策
子
の
感
覚
装
置
に
お
こ
っ
て
い
る
異
常

性
を
空
間
化
し
た
」
、
「
こ
の

「奇
怪
な
る
地
妖
」
の
形
象
こ
そ
物
語
の
成
り

立

つ
基
盤
」
な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
停
車
場
周
辺
の
喧
曝
を
の
が
れ

て
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「山
」
の

〈風
景
〉
は
、
春
の
日
の
の
ど
か
さ

と
は
裏
腹
の
、
散
策
子
を
お
び
や
か
す
も
の
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に

気
づ
い
た
点
が
、
他
の

「散
策
」
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

時
点
で
の
散
策
子
は
自
ら
を
お
び
や
か
す
も
の
の
存
在
に
気
づ
い
た
に
過
ぎ



な
い
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
散
策
子
が
新
開
の
海
辺
の

〈風
景
〉
を
見
る
視

線
に
変
化
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
．
散
策
子
の
感
覚
と

〈
風
景
〉

岩
殿
寺
で
散
策
子
は
、
昨
夏
の
客
人
の
死
に
つ
い
て
の
話
を
住
職
か
ら
聞

か
さ
れ
る
。
散
策
子
と
客
人
に
つ
い
て
は
、
「散
策
子
も
ま
た
死
ん
だ
男
と

同
人
異
形
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
」
と
い
う
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

「同
人
異
形
」
的
な
側
面
が
ひ
と
ま
ず
は

注
目
点
に
な
る
。
住
職
は
、
散
策
子
に
向
か
っ
て

「貴
下
が
た
の
や
う
な
御

仁
の
御
宿
を
い
た
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
る

（六
と
、
「丁
ど
貴
下
の
や
う

な
方
で

（九
と

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。
東
京
か
ら
来
た
当
世
風
の
人
物

と
い
う
点
を
指
し
た
言
葉
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
「同
人
異
形
」

と
ま
で
言
え
る
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
原
因
は
、
ま
さ
に
散
策
子
自
身
の
間

題
、
「
あ
や
か
り
た
い
人
で
す
ね
。
よ
く
そ
ん
な
の
を
見
つ
け
ま
し
た
ね
。

よ
く
そ
ん
な
、
こ
が
れ
死
を
す
る
ほ
ど
の
婦
人
が
見

つ
か
り
ま
し
た
ね

（九
と
、
「
ぢ
や
、
私
が
見
て
も
恋
煩
ひ
を
し
さ
う
で
す
ね

（同
と
、
と
い
う

よ
う
な
客
人
に
共
感
す
る
か
の
よ
う
な
言
葉
を
発
し
て
い
く
点
に
あ
る
。

住
職
は
、
客
人
を
み
を
に
魅
せ
ら
れ
て
死
に
至
っ
た
男
と
し
て
語
っ
て
い

く
。
「迷
ひ
と
申
す
は
お
そ
ろ
し
い
、
情
な
い
も
の
で
ご
ざ
る
。
（十
四
と
、

「蛇
が
、
つ
か
は
じ
め
ぢ
や
と
申
す
の
を
聞
い
て
、
弁
財
天
を
、
臆
、
お
気

の
毒
な
、
哄
お
気
味
が
悪
か
ら
う
と
思
ふ
も
の
は
あ
り
ま
す
ま
い
に
。
迷
ひ

ぢ
や
ね
。
（十
五
と
、
「迷
う
た
人
の
事
な
れ
ば
、
浅
黄
の
帯
に
緋
の
扱
帯
が
、

牛
頭
馬
頭
で
、
逢
魔
時
の
浪
打
際
へ
引
立
て
て
で
も
行
く
や
う
に
思
は
れ
た

の
で
あ
り
ま
せ
う

（十
六
と

と
、
客
人
の

「迷
ひ
」
を
繰
り
返
す
の
で
あ

Ｚ
つ
。そ

し
て
、　
一
方
で
み
を
に
つ
い
て
は
、
「帯
の
結
日
、
袂
の
端
、
何
処

ヘ

一
寸
障

つ
て
も
、
情
の
露
は
男
の
骨
を
溶
解
か
さ
ず
と
言
ふ
こ
と
な
し
、
と

申
す
風
情
。
（十
六
と
、
「慕
は
せ
る
よ
り
、
懐
し
が
ら
せ
る
よ
り
、　
一
目
見

た
男
を
魅
す
る
、
力
広
大
。
少
か
ら
ず
、
地
獄
、
極
楽
、
娑
婆
も
身
に
附
絡

う
て
居
さ
う
な
婦
人

（同
と

な
ど
と
、
男
を
魅
了
し
、
死
に
追
い
や
ら
ず

に
は
お
か
な
い
女
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
。

住
職
が
言
う
よ
う
に
、
客
人
が
み
を
に
魅
せ
ら
れ
た

「迷
ひ
」
の
結
果
死

ん
だ
の
だ
と
す
れ
ば
、
客
人
に
共
感
す
る
散
策
子
に
と
っ
て
も
、
み
を
に
魅

了
さ
れ
、
我
を
失
い
、
死
に
近
づ
く
危
険
性
は
遠
い
も
の
で
は
な
く
な
る
。

こ
の
二
人
の

「同
人
異
形
」
性
に
関
わ
っ
て
は
、
「客
人
の
物
語
と
散
策

子
の
世
界
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
「笛
太
鼓
の
囃
子
の
音
」
が
あ
る
」
と

い
う
指
摘
も
あ
る
。
「笛
太
鼓
の
囃
子
の
音
」
が
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
あ
ら
わ
れ
た

「露
」
の
か
か
る

〈風
景
〉

も
ま
た
、
二
人
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

散
策
子
は
住
職
に
客
人
が
上

っ
て
行
っ
た
石
段
を
指
さ
れ
た
と
き
、
雨
の

降
り
出
し
そ
う
な
天
気
に
気
づ
く
。
そ
し
て

「調
」
は
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ

２つ
。

降
ら
う
も
知
れ
ぬ
。
日
向

へ
蛇
が
出
て
居
る
時
は
、
雨
を
持

つ
と
い

ふ
、
来
が
け
に
三
度
ま
で
見
た
。

で
、
雲
が
被

つ
て
、
空
気
が
湿

つ
た
所
為
か
、
笛
太
鼓
の
囃
子
の
音

が
山

一
ツ
越
え
た
彼
方
と
思
ふ
あ
た
り
に
、
蛙
が
卿
く
や
う
に
、
遠
い



が
、
手
に
取
る
ば
か
り
、
然
も
沈
ん
で
う

つ
ゝ
の
音
楽
の
や
う
に
聞
え

た
来
た
。
雲

で
蝋
管

の
出
来
た
蓄
音
機

の
如
く
、
且

つ
逢

に
響
く
。

（十
九
）

散
策
子
に
は

「語
で
蝋
管
の
出
来
た
蓄
音
機
の
如
く
」
響
く

「笛
太
鼓
の

囃
子
の
音
」
が
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
が
、
住
職
は
ま
だ
客
人
の
聞
い
た
囃
子

の
音
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
住
職
が
そ
れ
に

「
一
方
は
今
来
た
路
で
向
う

は
嵯
、
谷
か
、
そ
れ
と
も
浜
辺
か
は
、
判
然
せ
ぬ
が
、
底

一
面
に
需
が
か
ゝ

つ
て
、
其
の
事
に
、
ぼ
う
と
遠
方
の
火
事
の
や
う
な
色
が
映

つ
て
居
て
、
箸

で
も
焼
い
て
居
る
か
と
、
底
澄
ん
で
赤
く
見
え
る
、
其
の
辺
に
、
太
鼓
が
聞

え
る
、
笛
も
吹
く
、

ワ
ア
と
い
ふ
人
声
が
す
る
。
公
一十

一
と

と
し
て
言
及

す
る
の
は
、
こ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
住
職
が
停
車
場
の
祭
り
の
囃
子
を
指
し
て

「
唯
今
、
そ
れ
、
聞
え

ま
す
な
。
あ
れ
、
あ
れ
と
は
、
ま
る
で
方
角
は
違
ひ
ま
す
。
（十
九
と

と

言

っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
散
策
子
が

「
ま
る
で
方
角
」
の
違
う

「囃
子

の
音
」
を
山
の
向
こ
う
に
聞
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
囃
子
の
音
」
が
客
人
を
他
界

へ
誘
う
音
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
「需
」
は
そ
の

境
界
で
あ
り
、
入
口
で
も
あ

っ
た
。
散
策
子
は
、
そ
の
境
界
を
感
じ
取

っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

散
策
子
は
、
岩
殿
寺
を
辞
し
た
後
、
み
を
に
出
会
う
。
そ
こ
で
は
ま
た
、

「
何
年
ぶ
り
か
、
幾
月
越
か
、

フ
ト
然
う
ら
し
い
、
肖
た
姿
を
お
見
受
け
申

し
た
と
し
ま
し
た
ら
、
公
一十
九
と
、
「
矢
張
、
貴
下
の
お
姿
を
見
ま
す
わ
。

（二
十
と

な
ど
と
い
う
言
葉
が
、
み
を
か
ら
散
策
子
に
向
け
ら
れ
、
「
同
人

異
形
」
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

客
人
と
散
策
子
の

「
同
人
異
形
」
性
を
考
え
れ
ば
、
住
職
の
語
り
回
の
よ

う
に
、
客
人
と
同
じ
く
み
を
に
魅
せ
ら
れ
死
に
近
づ
く
散
策
子
の
危
険
は
否

定

で
き
な
い
。
「囃
子
の
音
」
や

「
語
」
を
感
じ
取
る
点
な
ど
、
散
策
子
は

住
職
の
語
り
に
先
駆
け
て
客
人
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
に
陥

っ
て
お
り
、
そ
の

危
険
が
、
こ
こ
で
は
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が

っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
。
「
霞
」
の
あ
る

〈
風
景
〉

だ
が
、
散
策
子
と
客
人

の
二
人
を

つ
な
ぐ
も

の
は

「
囃
子

の
音
」
や

「語
」
だ
け
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
散
策
子
に
は
死

へ
と
向
か
う

危
険
だ
け
が

つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
作
品
は
散
策
子
が
死

を
迎
え
る
展
開
に
は
な
ら
な
い
。

散
策
子
は

「
言
は
れ
た
事
、
話
さ
れ
た
だ
け
を
、
不
残
鵜
呑
み
に
し
て
、

天
窓
か
ら
詰
込
ん
で
、
胸
が
膨
れ
る
ま
で
に
な

つ
た

（
二
十
四
と

状
態
の

ま
ま
、
「
独
り
静
に
歩
行
き
な
が
ら
、
消
化
し
て
胃
の
腑
に
落
ち

つ
け
よ
う

と

（同
と

帰
路
に
つ
く
。
頭
の
中
は
客
人
と
み
を
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
で

あ

っ
た
。
そ
う
し
て
散
策
子
は
玉
脇
み
を
本
人
に
出
会
う
。

こ
の
と
き
散
策
子
は
確
か
に
、
み
を
に
対
す
る
警
戒
心
を
持

っ
て
い
た
。

「我
知
ら
ず
肩
を
響
や
か
す
と
、
杖
を
ぐ
い
と
振

つ
て
、
九
字
を
切
り
か
け

て
、
東
々
と
通

つ
た

（
二
十
六
と
、
「
南
無
三
宝
声
が
か

ゝ
つ
た
。
そ
れ
、

言
は
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
（同
と
、
「
遁
路
を
見
て
置
く
の
で
あ
る

（同
と
、

「魔
も
の
の
顔
を
見
詰
め
て
居
た
の
で

（
二
十
七
と
、
「南
無
観
世
音
大
菩
薩

…
…
助
け
さ
せ
た
ま

へ

（
二
十
八
と

な
ど
の
散
策
子
の
様
子
か
ら
は
、
そ

の
警
戒
心
が
窺
え
る
し
、
み
を
を

「魔
も
の
」
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て



い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
散
策
子
の
警
戒
を
解
い
て
い
く
の
は
、
他
で
も
な
く
み
を
自

身
で
あ
る
。
実
際
に
み
を
と
出
会
う
こ
と
で
、
散
策
子
の
抱
く
み
を
像
は
変

化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
み
を
の
目
の
描
写
に
象
徴
的
で
あ
る
。
散
策
子
が

警
戒
の
な
か

「美
し
い
瞳
が
動
い
て

（二
十
六
こ

と
見
て
取

っ
た
み
を
の

美
し
い
日
の
色
は
、
散
策
子
が
警
戒
を
解
き
は
じ
め
る
と
き
、
「清
し
い
目

で
屹
と
見
て

（二
十
八
と

「目
の
色
は
美
し
か
つ
た

（三
十
二
と

と
強
調

さ
れ
る
。
住
職
の
語
り
口
が
作
り
上
げ
た

「魔
も
の
」
と
し
て
の
み
を
像
は
、

生
身
の
み
を
の
言
動

・
姿
形
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
、
ひ
い
て
は
共
感
へ
と

変
わ
り
は
じ
め
る
。

散
策
子
が
、
の
ど
か
な

「霞
」
の
か
か
る

〈風
景
〉
を
見
な
が
ら
も
、

「厭
な
心
持
」
が
す
る
と
み
を
に
語
る
場
面
が
あ
る
。

「又
此
の
橿
原
と
云
ふ
ん
で
す
か
、
山
の
裾
が
す
く
／
ヽ
出
張

つ
て
、

大
き
な
怪
物
の
土
地
の
神
が
海
の
方
へ
向
つ
て
、
天
地
に
開
い
た
回
の
、

奥
歯
へ
苗
代
田
麦
畠
な
ど
を
、
引
街
へ
た
形
に
見
え
ま
す
。
谷
戸
の
方

は
、
態
う
見
た
処
、
同
矧
ｄ
副
剰
測
測
Ｎ
コ
創
留
則
翻
倒
凋
つ―
「
＝
馴
ｄ

コ
刷
劇
刑
湖
列
刻
劉
劃
劉
剛
割
列
測
＝
側
翻
潤
ヨ
翻
冽
劃
側
劉
引
矧
ゴ
倒
刈

だ
か
厭
な
心
持
の
処
で
す
ね
。
」

ヽ

「あ
ゝ
、
冒
「
も１
ヨ
８
‘
（～扇
潤
ぶ
Ｈ
当
贅
０
「
望
■
覇
「
弟
翼

や
、
も
う
私
も
其
の
お
話
を
い
た
し
ま
し
て
も
差
支

へ
ご
ざ
い
ま
せ
ん

の
ね
。
」
曾
一十

こ

こ
の
と
き
、
散
策
子
が
口
に
し
た

「
厭
な
心
持
」
の

一
語
に
、
み
を
が

「嬉
し
さ
う
」
な
表
情
を
浮
か
べ
る
の
は
、
そ
の

「厭
な
心
持
」
が
も
と
も

と
は
散
策
子
の
抱
く
感
情
で
は
な
く
、
み
を
の
心
持
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

散
策
子
が

「厭
な
心
持
」
を
感
じ
た
と
い
う
場
所

「橿
原
の
奥
深
く
、
蒸
し

上
る
や
う
に
低
く
霞
の
立

つ
あ
た
り

（二
十

一
と

へ

「遥
か
に
瞳
を
通
は

せ

（同
と

な
が
ら
、
み
を
は
自
ら
も
、
次
の
よ
う
に

（厭
な
心
持
）
に
つ

い
て
話
し
出
す
。

「然
う
で
す
ね
え
、
は
じ
め
は
、
ま
あ
、
心
持
、
彼
の
辺
か
ら
だ
ら
う

と
思
ふ
ん
で
す
わ
、
声
が
聞
え
て
来
ま
し
た
の
は
、
」

「何
ん
の
声
で
す
？
」

「
は
あ
、
私
が
臥
り
ま
し
て
、
枕
に
髪
を
こ
す
り
つ
け
て
、
悶
え
て
、

あ
せ
つ
て
、
焦
れ
て
、

つ
く
´
ヽ
口
惜
し
く
つ
て
、
情
な
く
つ
て
、
身

が
し
び
れ
る
や
う
な
、
骨
が
溶
け
る
や
う
な
、
心
持
で
居
た
時
で
し
た
。

（中
略
）

あ
の
停
車
場
の
囃
子
の
音
に
、
何
時
か
気
を
取
ら
れ
て
居
て
、
そ
れ

だ
か
ら
で
せ
う
。
到
剰
副
測
馴
ヨ
御
Ⅵ
倒
別
劉
判
月
剣
「
剛
嘲
劇
綱
＝
雨

洲

力、―
―ゝ

つ
ｌ

ｄ
劇
刻
剰
却
副
劃
側
卵
Ⅵ
到
引
則
矧
ヨ
洲
日
側
州
引
劃
雨
剣
洲０

Ｔ
一十

こ

こ
の

一
連
の
会
話
に
あ
る

「
霞
」
に
し
て
も
、
先
に
触
れ
た

「
需
」
に
し

て
も
、
あ
る
い
は
の
ど
か
さ
の
中
に
潜
む

「地
妖
」
に
し
て
も
、
後
に
明
ら

か
に
な

っ
て
く
る
こ
と
に
先
ん
じ
て
何
ら
か
の
不
安
を
感
じ
取
る
と
い
う
点

に
お
い
て
、
散
策
子
は

〈風
景
〉
に
対
す
る
敏
感
さ
を
備
え
た
人
物
で
あ
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。



さ
ら
に
補
足
す
る
と
、
散
策
子
は
散
策
の
当
初
よ
り
既
に
、
み
を
の
周
り

に

「
霞
」
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

菜
種
に
ま
じ
る
茅
屋
の
彼
方
に
、
白
波
と
、
松
吹
風
を
右
左
り
、
其

処
に
旗
の
や
う
な
薄
霞
に
、
し

つ
と
り
と
紅
の
染
む
状
に
桃
の
花
を
彩

つ
た
、
其
の
屋
の
棟
よ
り
、
高
い
の
は

一
つ
も
な
い
。
（十
）

こ
の
よ
う
に
、
み
を
を
知
る
前
、
散
策
子
は
玉
脇
の
家
に

「
霞
」
を
見
て

い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
住
職
の
話
中
、
客
人
も
み
を
に

「霞
」
が
ま
と
う
か

の
よ
う
に
感
じ
た
と
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

爾
時
は
、
総
髪
の
銀
杏
返
で
、
珊
瑚
の
五
分
珠
の

一
本
差
、
髪
の
所

為
か
、
い
つ
も
よ
り
眉
が
長
く
見
え
た
と
言
ひ
ま
す
。
浴
衣
な
が
ら
帯

に
は
黄
金
鎖
を
掛
け
て
居
た
さ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
揺
れ
て
其
の
音
の

す
る
ほ
ど
、
此
方
を
透
す
の
に
胸
を
動
か
し
た
、
顔
が
さ
、
ま
賓
を
横

に
ち
ら
ノ
ヽ
と
壼
ア
誦
ぶ
キ
末
年
二
昼
ふ
、
是
に
眩
く
ば
か
り
に
な

つ
て
、

思
は
ず

一
寸
会
釈
を
す
る
。
（十
八
）

こ
の

「
霞
」
を
見
る
こ
と
は
、
客
人
に
も
起
こ
っ
た
感
覚
で
あ

っ
た
訳
で

あ
る
。
こ
の

犀
限
」
を
見
る
か
の
よ
う
な
感
覚
が
、
み
を
に
出
会

っ
た
と
き

も
う

一
度
散
策
子
に
起
こ
る
。

・　

錦
の
帯
を
解
い
た
様
な
、
媚
め
か
し
い
草
の
上
、
雨
の
あ
と
の
薄
霞
、

山
の
裾
に
競
艶
く
中
に

一
張
の
紫
大
き
さ
月
輪
の
如
く
、
は
た
菫
の
花

束
に
似
た
る
あ
り
。
紫
羅
傘
と
書
い
て
い
ち
は
ち
の
花
、
字
の
通
り
だ

と
、
そ
れ
美
人
の
持
物
。

散
策
子
は

一
日
見
て
、
早
く
既
に
其
の
霞
の
端
の
、
ひ
た
ノ
ヽ
と
来

て
膚
に
絡
ふ
の
を
覚
え
た
。
公
一十
五
）

ｏ

「
あ
ら
、
お
危
い
。
」

と
云
ふ
が
早
い
か
、
眩
い
ば
か
り
目
の
前

へ
、
霞
を
抜
け
た
極
彩
色
。

（
二
十
七
）

こ
の
よ
う
に
、
作
品
中
に
あ
ら
わ
れ
る

「
霞
」
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る

と
、
散
策
子
と
客
人
と
の
共
通
性
が
際
だ

っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
散
策
子
は
み
を
に
魅
せ
ら
れ
死

へ
向
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

み
を
に
共
感
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

み
を
が
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
に

（
こ
と
づ
け
）
を
託
し
た
と
き
、
散
策
子

が
み
を
の
気
持
ち
を
代
弁
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

小
さ
く
畳
ん
で
、
幼
い
方
の
手
に
其
の

（
こ
と
づ
け
）
を
渡
す
と
、

ふ
ツ
く
り
し
た
願
で
、
合
点
々
々
を
す
る
と
見
え
た
が
、
い
き
な
り
二

階
家
の
方

へ
行
か
う
と
し
た
。

使
を
頼
ま
れ
た
と
思

つ
た
ら
し
い
。

「
お
い
、
其
方

へ
行
く
ん
ぢ
や
な
い
。
」

と
立
入

つ
た
が
声
を
懸
け
た
。

美
女
は
莞
爾
し
て
、

「
唯
持

つ
て
行

つ
て
く
れ
れ
ば
可
い
の
、
何
処

ヘ
ツ
て
当
は
な
い
の
。

落
し
た
ら
其
処
で
よ
し
、
失
く
し
た
ら
其
れ
ツ
切
で
可
ん
だ
か
ら
…
…

唯
心
持
だ
け
な
ん
だ
か
ら
…
…
」

「
ぢ
や
、
唯
持

つ
て
行
き
や
可
い
の
か
ね
、
奥
さ
ん
、
」

と
聞
い
て
頷
く
の
を
見
て
、
年
紀
上
だ
け
に
心
得
顔
で
、
危

つ
か
し

さ
う
に
仰
向
い
て
吃
驚
し
た
風
で
居
る
幼
い
方
の
、
獅
子
頭
を
背
後

ヘ

引
い
て
、



「
こ
ん
中

へ
入
れ
と
く
だ
ア
、
奴
、
大
事
に
持

ツ
と
ん
ね
え
よ
。
」

獅
子
が
並
ん
で
お
辞
儀
を
す
る
と
、
す
た
ノ
ヽ
と
駈
け
出
し
た
。
後

白
波
に
海
の
方
、
紅
の
母
衣
副
ｍ
と
し
て
、
青
麦
の
根
に
霞
み
行
く
。

Ｔ
一十
四
）

こ
の

「
お
い
、
其
方

へ
行
く
ん
ぢ
や
な
い
。
」
と
い
う
散
策
子
の

一
言
は
、

み
を
の
心
中
を
推
じ
量

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
共
感
が
あ
ら
わ
れ
た
言
動

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
間
違
い
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
み
を
は

「莞
爾
」
と
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
と
き
、
み
を
の
感
情
そ
の
も
の
で
あ
る

（
こ

と
づ
け
）
を
持

っ
た
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
が
あ
え
て

「
霞
み
行
く
」
と
さ
れ

て
い
る
の
も
、
「
霞
」
が
み
を
と
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、

見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
表
現
で
あ
る
。

五
．
富
士
に
か
か
る

「
霞
」

作
品
の
展
開
に
即
し
て
言
え
ば
、
散
策
子
と
み
を
の
直
接
の
交
流
は
、
み

を
が
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
に

（
こ
と
づ
け
）
を
託
し
た
時
点
で
終
わ
り
で
あ

る
。
み
を
と
別
れ
た
後
、
散
策
子
は
角
兵
衛
獅
子
の
緋
母
衣
を
追

っ
て

一
度

は
見
失
い
停
車
場
近
く
の
自
室

へ
帰
る
が
、
落
ち
着
い
て
も
お
ら
れ
ず
富
士

の
見
え
る
海

へ
出
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
ま
た

「
霞
」
の
か
か
る

〈風

景
〉
が
あ

っ
た
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

正
面
に
く
ぎ
り
正
し
い
、
雪
白
な
霞
を
召
し
た
山
の
女
王
の
ま
し
ま

す
ば
か
り
。
見
渡
す
限
り
海
の
色
。
浜
に
引
上
げ
た
船
や
、
呑
や
、
馬

株
の
や
う
に
散
ば

つ
た
か
じ
め
の
如
き
、
い
づ
れ
も
海
に
対
し
て
、
我

は
顔
を
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
固
よ
り
馴
れ
た
目
を
遮
り
は
せ
ぬ
。

（三
十
五
）

こ
れ
が
、
海
の
向
こ
う
に
浮
か
ぶ

「霞
」
の
か
か
る
富
士
山
の
姿
を
言

っ

て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の

「青
麦
に
つ
ゞ
く
紺
青
の
、
水
平
線
上
雪

一

山
。
／
　
一昌
士
の
影
が
渚
を
打

つ
て

（三
十
四
と

と
い
う
よ
う
な
表
現
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
富
士
山
の
姿
も
、
散
策
子
と
客
人
と
の
密
接
な

関
係
性
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

・

（あ
の
松
原
の
砂
地
か
ら
、
小
松
橋
を
渡
る
と
、
急
に
む
か
う
が
遠

目
金
を
嵌
め
た
や
う
に
円
い
海
に
な
つ
て
富
士
の
山
が
見
え
ま
す
ね
、
）

（十
二
）

。
　
で
其
の
―
―
小
松
橋
を
渡
る
と
、
急
に
遠
目
金
を
覗
く
や
う
な
円
い

海
の
硝
子
へ
―
―
ぱ
つ
と

一
杯
に
映

つ
て
、
と
き
色
の
服
の
姿
が
浪
の

青
い
の
と
、
贔
の
白
い
中
へ
、
薄
い
虹
が
か
ゝ
つ
た
や
う
に
、
美
し
く

靡
い
て
来
た
の
が
あ
る
。
…
…

と
言
は
れ
た
は
、
即
ち
、
そ
れ
、
玉
脇
の
・…
・・で
ご
ざ
い
ま
す
。

（十
一
し

客
人
が
小
松
橋
で
み
を
を
見
る
と
き
、
い
つ
も
こ
の
よ
う
に
富
士
の
姿
が

視
界
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
、
住
職
の
話
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
か

つ
、
み
を
の
衣
装
に
さ
え
富
士
の
姿
は
象
徴
の
よ
う
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

組
で
せ
う
、
空
色
と
自
と
を
打
合
は
せ
の
、
模
様
は

一
寸
分
ら
な
か

つ
た
が
、
お
太
鼓
に
結
ん
だ
、
白
い
方
が
、
腰
帯
に
当
つ
て
水
無
月
の

雪
を
抱
い
た
や
う
で
、
見
る
日
に
、
ぞ
ツ
と
し
て
擦
れ
違
ふ
時
、
其
の

人
は
、
忘
れ
た
形
に
手
を
垂
れ
た
、
其
の
両
手
は
力
な
さ
さ
う
だ
つ
た

が
、
幽
に
ぶ
る
／
ヽ
と
肩
が
揺
れ
た
や
う
で
し
た
、
傍
を
通
つ
た
男
の



気
に
襲
は
れ
た
も
の
で
せ
う
。
（十
三
）

散
策
子
は
み
を
と
別
れ
た
後
、
そ
の

「
霞
」
の
か
か
る
富
士
山
の
姿
を
見

な
が
ら
、
み
を
の
心
情
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

水
の
底
を
捜
し
た
ら
、
渠
が
た
め
に
こ
が
れ
死
を
し
た
と
言
ふ
、
久

能
谷
の
庵
室
の
客
も
、
其
処
に
健
在
で
あ
ら
う
も
知
れ
ぬ
。

否
、
健
在
な
ら
ば
と
云
ふ
心
で
、
君
と
其
み
る
め
お
ひ
せ
ば
四
方
の

海
の
、
水
の
底

へ
も
潜
ら
う
と
、
（
こ
と
づ
け
）
を
し
た
の
で
あ
ら
う
。

（三
十
五
）

散
策
子
に
は
、
既
に
客
人
と
み
を
、
両
者

へ
の
共
感
が
あ
る
。
そ
の
共
感

を
持

っ
て
水
底
で
の
二
人
の
再
会
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

散
策
子
は

（
こ
と
づ
け
）
の
行
方
を
追

っ
て
、
角
兵
衛
獅
子
の

「緋
母

衣
」
を
追
い
続
け
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
と
同
時
に
新
た
に
開
か
れ
た
海

の

〈風
景
〉
が
視
野
に
入

っ
て
く
る
。
そ
の
中

で
は
、
角
兵
衛
獅
子

の
死
は

「馬
鹿
な
奴
」
と
笑
わ
れ
て
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
ず
、
散
策
子
の
感
情
が
、

目
に
す
る
現
実
と
の
間
に
胡
橋
を
覚
え
る
こ
と
は
、
既
に
確
認
し
て
お
い
た
。

な
お
、
角
兵
衛
獅
子
に
つ
い
て
、
鏡
花
は
豊
春
宛
書
簡

（明
治
三
十
九
年

十
月
二
十
日
）
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

新
小
説
十

一
月
分
に
、
春
昼
と
い
ふ
の
を

一
篇
い
つ
か
の
角
兵
衛
獅
子

の
出
る
筋
な
り
か
ら
だ
の
ぐ
あ
ひ
に
て
仕
事
が
を
く
れ

一
度
で
は
完
結

せ
ず

つ
ぎ

へ
続
く

『
春
昼
』
の
構
想
の
中
で
、
当
初
よ
り
時
代
の
闇
を
象
徴
す
る
角
兵
衛
獅

子
の
少
年
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

み
を
と
角
兵
衛
獅
子
の
遺
体
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
作
品
の

結
び
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

死
骸
は
其
の
日
終
日
見
当
ら
な
か

つ
た
が
、
翌
日
し
ら
／
ヽ
あ
け
の
引

潮
に
、
去
年
の
夏
、
庵
室
の
客
が
溺
れ
た
と
お
な
じ
鳴
鶴
ケ
岬
の
岩
に

上

つ
た
時
は
二
人
で
あ

つ
た
。
顔
が
玉
の
や
う
な
乳
房
に
く
ツ
つ
い
て
、

緋
母
衣
が
び

つ
し
よ
り
、
其
雪
の
腕
に
か
ら
ん
で
、　
一
人
は
美
に
し
て

艶
で
あ

つ
た
。
玉
脇
の
妻
は
霊
魂
の
行
方
が
分

つ
た
の
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
、
と
い
つ
て
、
土
手
の
下
で
、
別
れ
際
に
、
や
ゝ
遠
ざ
か

つ

て
、
見
返

つ
た
時
―
―
其
紫
の
深
張
を
帯
の
あ
た
り
で
横
に
し
て
、
少

し
打
傾
い
て
、
黒
髪
の
頭
お
も
げ
に
見
送

つ
て
居
た
姿
を
忘
れ
ぬ
。
ど

ん
な
に
潮
に
乱
れ
た
ら
う
。
渚
の
砂
は
、
崩
し
て
も
、
積
る
、
く
ば
め

ば
、
た
ま
る
、
音
も
せ
ぬ
。
た
ゞ
美
し
い
骨
が
出
る
。
員
の
色
は
、
日

の
紅
、
渚
の
雪
、
浪
の
緑
。
曾
一十
五
）

打
ち
上
げ
ら
れ
た
角
兵
衛
獅
子
の
少
年
と
み
を
を
見
て
、
散
策
子
だ
け
が
、

み
を
が
確
信
し
た
で
あ
ろ
う

「
霊
魂
の
行
方
」
と
と
も
に
、
み
を
の
こ
と
を

記
憶
に
と
ど
め
る
。
こ
こ
に
は
、
客
人
の
死
を
み
を
に
魅
せ
ら
れ
た
迷
い
と

し
て
で
は
な
く
、
時
を
違
え
た
心
中
と
解
す
る
散
策
子
の
感
情
が
窺
え
る
。

そ
れ
は
、
み
を
と
出
会
い
、
彼
女
に
共
感
し
た
結
果
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ

っ
た
。

『
春
昼
』
『
春
昼
後
刻
』
は
、
散
策
子
が
山
側
の
領
域

へ

「
ぶ
ら
／
ヽ
」
と

「
散
策
」
し
て
入
り
込
む
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
新
た
に
開
か
れ

た
海
側
の
領
域
に
属
す
る
人
物
が
、
山
側
の
自
然
の

〈風
景
〉
を
見
よ
う
と

し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
客
人
と
玉
脇
み
を
、



こ
の
二
人
の
話
を
聞
か
さ
れ
、
み
を
本
人
に
出
会
う
間
に
、
散
策
子
に
と

っ

て
こ
れ
ま
で
は
何
ら
問
題
視
さ
れ
な
か

っ
た
海
側
の
新
開
の

〈
風
景
〉
は
い

つ
し
か
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
に
な
る
。

角
兵
衛
獅
子
が
象
徴
す
る
時
代
の
闇
の
存
在
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ

ろ
う
。
散
策
子
の

「地
妖
」
の
発
見
は
、
自
ら
の
属
す
る
新
開
の
領
域
の
あ

り
方
に
対
す
る
懐
疑
の
は
じ
ま
り
で
も
あ

っ
た
。
散
策
子
は
そ
の
よ
う
に

〈風
景
〉
に
対
す
る
敏
感
さ
を
持
ち
合
わ
せ
る
人
物
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
は
、

散
策
子
の
見
た

「
語
」
や

「
霞
」
の
あ
る

〈風
景
〉
を
追
う
こ
と
で
、
散
策

子
が
客
人
と
み
を
と
に
共
感
し
て
い
く
様
子
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

２つ
。散

策
子
は
、
「霞
」
の
か
か
る
富
士
の
姿
を
見
な
が
ら
水
底
で
の
客
人
と

み
を
の
再
会
を
想
像
し
、
時
を
違
え
た
二
人
の
入
水
に
よ
る
心
中
を
思
い
描

く
。
そ
れ
は
二
人
へ
の
共
感
が
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
結
末
で
の

「魂
の
行

方
」
へ
の
確
信
に
ま
で
繋
が
る
。
「霞
」
の
あ
る

〈風
景
〉
は
、
そ
の
よ
う

な
散
策
子
の
感
情
の
動
き
を
巧
み
に
表
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（６
）

（７
）
に
同
じ
。

（７
）

山
固
有
策

「「春
昼
」
「春
昼
後
刻
」
の
構
造
」
「
深
層
の
近
代

鏡
花
と

一
葉
』
／
お
う
ふ
う
／
平
成
十
二
年

一
月
）

（８
）

野
口
武
彦

「想
像
力
の
言
語
空
間
」
令
小
説
の
日
本
語
』
／

『
日
本
語
の

世
界
』
１３
／
中
央
公
論
社
／
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
）

（９
）

東
郷
克
美

「散
策

・
地
妖

・
音
風
景
―
‐
「春
昼
」
に
夢
の
契
は
あ
っ
た

か
―
―
」
翁
国
語
と
国
文
学
」
／
至
文
堂
／
平
成
十
二
年
二
月
）

〔鏡
花
作
品

。
書
簡
の
引
用
は
、
『鏡
花
全
集
』
（岩
波
書
店
／
昭
和
四
十
八
年
十

一
月
～
）
に
拠

っ
た
。
す
べ
て
の
引
用
に
つ
い
て
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
あ

ら
た
め
た
。
傍
線
は
す
べ
て
論
者
の
附
し
た
も
の
で
あ
る
。〕

注（
１
）

『漱
石
全
集
』
第
九
巻

（２
）

「
明
治
文
学
全
集
』
６６

（３
）

昔
回
桑
法
子

「
『春
昼
』

昭
和
六
十
二
年
十

一
月
）

（岩
波
書
店
／
平
成
十
四
年
十
二
月
）

（筑
摩
董
房
／
昭
和
四
十
九
年
八
月
）

『春
昼
後
刻
』
論
」
令
論
集
泉
鏡
花
』
／
有
精
堂
／

5  4

『明
治
文
学
全
集
』
３０

（筑
摩
董
房
／
昭
和
四
十
七
年
五
月
）

『漱
石
全
集
』
第
十
二
巻

（岩
波
書
店
／
平
成
十
五
年
二
月
）


