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一
、
問
題
の
所
在

『
春
の
雪
』
の
後
半
部
以
降

『
天
人
五
衰
』
結
末
部
に
至
る
ま
で
、
松

、

枝
清
顕
の
想
い
人
で
あ
っ
た
綾
倉
聡
子
は
物
語
か
ら
姿
を
消
す
。

筆
者
は
先
の
論
文

に
お
い
て
『
天
人
五
衰
』
結
末
部
の

「
松
枝
さ
ん

、

( )1

と
い
ふ
方
は
、
存
じ
ま
せ
ん
な
」
と
い
う
聡
子
の
言
葉
が
な
ぜ
矛
盾
と
理

、

。『

』

解
さ
れ
る
の
か

と
い
う
問
い
に
対
す
る
論
考
を
試
み
た

天
人
五
衰

結
末
部
の
聡
子
の
言
動
に
着
目
す
る
こ
と
で
『
春
の
雪
』
の
聡
子
と
月
修

寺
門
跡
の
聡
子
の
同
一
性
を
疑
問
視
し

『
春
の
雪
』
に
お
け
る
聡
子
に

、

内
的
焦
点
化
し
て
語
ら
れ
る
箇
所
の
分
析
を
行
っ
た

そ
の
こ
と
か
ら

春

。

『

の
雪
』
後
半
部
以
降
の
聡
子
が
物
語
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
語
ら
れ
な
い
空

白
の
領
域
に
あ
る
こ
と
で

『
春
の
雪
』
の
聡
子
と
、
月
修
寺
門
跡
と
な

、

っ
た
聡
子
の
物
語
に
お
け
る
存
在
の
時
系
列
が
異
な
る
可
能
性
を
指
摘
し

た
。
ま
た
清
顕
の
夢
を
夢
日
記
に
書
か
れ
た
も
の
と
書
か
れ
な
か
っ
た
も

の
に
分
類
す
る
こ
と
で
夢
日
記
の
内
部
に
お
け
る
清
顕
の
存
在
を
清
顕
の

友
人
、
本
多
繁
邦
の
見
て
き
た
世
界

の
端
緒
と
位
置
づ

（
あ
る
い
は
物
語
）

け
、
本
多
の
物
語
を
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り
成
さ
れ
る
転
生
を
見
る
物

語
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
聡
子
の
言
葉
が
矛
盾
と
理
解
さ
れ
る

の
は
、
本
多
の
物
語
の
外
に
あ
る
聡
子
の
言
葉
が
、
そ
の
物
語
内
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
論
じ
た
。

し
か
し
聡
子
は
、
姿
こ
そ
現
さ
な
い
も
の
の
、
本
多
の
心
理
描
写
、
あ

る
い
は
蓼
科
と
の
会
話
中
に
想
起
さ
れ
、
全
く
語
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
『
天
人
五
衰
』
結
末
部
に
お
い
て
再
度
、
物
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
り
、
聡
子
を
完
全
に
物
語
の
語
ら
れ
な
い
空
白
の
領
域
に

あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

。
つ
ま
り
聡
子
は
物
語
内
に
あ

( )2

る
と
同
時
に
物
語
の
外
に
も
あ
り
、
そ
の
位
置
は
揺
ら
い
で
い
る
と
言
え

る
。
で
は
そ
の
揺
ら
ぎ
の
原
因
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
豊
饒
の
海
』
四
部
作
は
本
多
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
進
ん
で
お
り

『
豊

、

饒
の
海
』
全
体
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
た
と
き
、
本
多
の
物
語
は
そ
の

内
部
の
、
最
も
大
き
な
物
語
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
清
顕
、
勲
、
透

（
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
一
度
も
内
的
焦
点
化
さ
れ
ず
、
本
多
の
視
点
か
ら
の
み
語

の
物
語

は
そ
の
本
多
の
物
語
と
入
れ
子
構
造
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら

ら
れ
る
）

れ
る
。
本
多
の
物
語
は
、
こ
の
一
連
の
、
一
見
す
る
と
転
生
で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
「
転
生
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
本
多
の
物
語
に
お
い
て
、
語
ら
れ
な
い
空
白
の
領
域
に
あ
る
は
ず
の

聡
子
の
存
在
が
語
ら
れ
る
必
然
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
論

じ
る
た
め
に
は
本
多
の
物
語
の
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
一
連
の
「
転
生
」
を
見
る
本
多
の
性
質
を
分
析
し
、
本
多
が

「
転
生
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
一
連
の

「
転
生
」
を
転
生
た
ら
し
め
て
い
る
夢
告
、
三
つ
の
黒
子
、
年
齢
の
一
致

と
い
っ
た
証
し
は
唯
識
論
、
四
有
輪
転
な
ど
の
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て



い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
唯
識
論
、
四
有
輪
転
は
転
生
の
根
拠
と
し
て

の
そ
れ
ら
の
証
し
を
保
証
す
る
法
た
り
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え

る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
物
語
構
造
の
面
か
ら
本
多
が
「
転
生
」
を
転
生

と
認
識
す
る
根
拠
と
な
る
「
法
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
姿
を
現

さ
な
い
な
が
ら
も
語
ら
れ
る
聡
子
の
存
在
が
、
本
多
の
物
語
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
明
ら
か
に
す
る

以
上
の
論
考
か
ら

天

。

『

人
五
衰
』
結
末
部
に
お
い
て
、
な
ぜ
再
び
聡
子
が
物
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
端
緒
を
見
出
す
こ
と

が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
本
稿
で
は
『
奔
馬

『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

』
、

へ
の

転
生

を
主
な
考
察
の
対
象
と
し

天
人
五
衰

の
透
へ
の

転

「

」

、『

』

「

生
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
構
造
の
面
に
お
い
て
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
は

異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
考
察
の
対
象
か
ら
は
除
外
し
、
稿
を
改
め

て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
本
多
の
語
ら
れ
方

本
多
の
物
語
と
は
、
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り
成
さ
れ
る
転
生
を
見
る

物
語
で
あ
る
。
こ
の
見
る
と
い
う
行
為
は
『
豊
饒
の
海
』
四
部
作
を
通
じ

て
、
何
度
も
語
ら
れ
る
本
多
の
性
質
で
あ
る
。

こ
の
若
さ
で
、
彼
は
た
だ
眺
め
て
ゐ
た
！

ま
る
で
眺
め
る
こ
と

が
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
使
命
の
や
う
に
。

（
中
略
）

『
清
顕
は
一
体
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
の
だ
ら
う
か
？

自
分
は
友
と

し
て
、
た
だ
茫
然
と
、
成
行
を
眺
め
て
ゐ
る
だ
け
で
よ
い
の
だ
ら
う

（

春
の
雪
』
第
二
十
九
章
）

か
？
』
『

一
方
、
繁
邦
は
か
う
も
思
つ
て
ゐ
た
。
は
じ
め
自
分
に
無
縁
な
も

の
と
考
え
て
傍
聴
し
は
じ
め
た
裁
判
が
、
今
は
た
し
か
に
無
縁
な
も

の
で
は
な
く
な
つ
た
代
り
に
、
増
田
と
み
が
目
の
前
で
吹
き
上
げ
た

赤
い
熔
岩
の
や
う
な
情
念
と
は
、
つ
ひ
に
触
れ
合
は
な
い
自
分
を
発

見
す
る
よ
す
が
に
も
な
つ
た
、
と
。

（
中
略
）

本
多
は
自
分
の
理
性
が
い
つ
も
そ
の
や
う
な
光
り
で
あ
る
こ
と
を

望
ん
だ
が
、
熱
い
闇
に
い
つ
も
惹
か
れ
が
ち
な
心
性
を
も
、
捨
て
る

。

。

こ
と
は
で
き
な
か
つ
た

し
か
し
そ
の
熱
い
闇
は
た
だ
魅
惑
だ
つ
た

他
の
何
も
の
で
も
な
い
、
魅
惑
だ
つ
た
。
清
顕
も
魅
惑
だ
つ
た
。
そ

、

、

し
て
こ
の
生
を
奥
底
の
は
う
か
ら
ゆ
る
が
す
魅
惑
は

生
で
は
な
く

運
命
に
つ
な
が
つ
て
ゐ
た
。

本
多
は
清
顕
へ
の
忠
告
を
、
今
し
ば
ら
く
差
控
へ
て
眺
め
て
ゐ
よ

（

春
の
雪
』
第
二
十
九
章
）

う
と
思
つ
た
。
『

こ
の
よ
う
に
『
春
の
雪
』
か
ら
既
に
、
本
多
が
見
る
人
間
で
あ
る
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
多
の
見
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
性
質

「

」

。

は
清
顕
の
よ
う
な
人
間
の
持
つ

熱
い
闇

と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る

見
る
と
い
う
行
為
は
そ
こ
に
必
ず
「
距
離
」
を
必
要
と
し
、
決
し
て
そ
の

対
象
と
同
一
化
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
本
多
は
、
彼
が
見
る
人
間
で



あ
る
以
上
、
決
し
て
清
顕
の
物
語
に
は
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

か
し
、
清
顕
の
物
語
も
本
多
と
い
う
見
る
人
間
の
介
在
な
し
に
は
決
し
て

物
語
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
見
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
本
多
が
清
顕
の
恋

の
顛
末
を
見
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
清
顕
の
物
語
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

清
顕
の
物
語
は
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
部
で
理
解
さ
れ
る
と

き
、
一
連
の
「
転
生
」
の
始
ま
り
と
し
て
、
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り
成

さ
れ
る
転
生
を
見
る
物
語
で
あ
る
本
多
の
物
語
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
見
る
と
い
う
行
為
か
ら
、
見
ら
れ
る
対
象
が
物
語
化
さ
れ
る
と
き
、

そ
の
見
る
行
為
に
は
必
然
的
に
あ
る
種
の
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

認
識
と
は
、
見
ら
れ
た
対
象
を
掬
い
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
化
す
る

も
の
で
あ
り
、
本
多
の
物
語
に
お
い
て
本
多
が
見
た
も
の
に
つ
い
て
語
ら

れ
る
と
き
に
は
、
そ
こ
に
は
既
に
本
多
の
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。ま

た
本
多
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
る
。

友
だ
ち
と
云
つ
て
は
同
級
生
の
本
多
繁
邦
だ
け
と
親
し
く
附
合
つ

た
。
も
ち
ろ
ん
清
顕
と
友
だ
ち
に
な
り
た
が
る
人
は
多
か
つ
た
け
れ

ど
も
、
彼
は
同
年
の
野
卑
な
若
さ
を
好
ま
ず
、
院
歌
を
高
唱
し
て
う

つ
と
り
し
た
り
す
る
粗
雑
な
感
傷
を
避
け
、
そ
の
年
齢
に
し
て
は
め

づ
ら
し
い
本
多
の
、
も
の
静
か
な
、
穏
和
な
、
理
智
的
な
性
格
に
だ

け
心
を
惹
か
れ
た
。

さ
う
か
と
云
つ
て
、
本
多
と
清
顕
は
、
外
見
も
気
質
も
そ
ん
な
に

似
通
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
か
つ
た
。

本
多
は
年
よ
り
も
老
け
た
、
目
鼻
立
ち
も
尋
常
す
ぎ
て
、
む
し
ろ

勿
体
ぶ
つ
て
み
え
る
風
貌
を
持
ち
、
法
律
学
に
興
味
を
持
つ
て
い
た

、

。

が

ふ
だ
ん
は
人
に
示
さ
な
い
鋭
い
直
観
の
力
を
内
に
隠
し
て
ゐ
た

（

春
の
雪
』
第
二
章
）

『

こ
の
引
用
か
ら
は
、
本
多
が
法
律
学
に
興
味
を
持
つ
よ
う
な
理
智
的
な
人

間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る

『
春
の
雪
』
に
お
い
て
は
清
顕
と
対

。

比
さ
れ
る
形
で
、
本
多
の
理
智
的
な
性
格
は
強
調
さ
れ
る
。
本
多
の
理
智

的
性
格
は
、
法
律
学
と
い
う
姿
を
借
り
、
よ
り
具
体
的
に
表
さ
れ
る
。
ま

た
こ
の
こ
と
は
、
父
が
大
審
院
判
事
で
あ
る
と
い
う
本
多
の
生
い
立
ち
も

関
係
し
、
本
多
は
十
八
歳
か
ら
既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
法
思
想
や
印
度

古
法
典
の
『
マ
ヌ
の
法
典
』
な
ど
の
法
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
が
語
ら
れ

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
法
と
は
本
多
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

法
律
学
と
は
、
ま
こ
と
に
ふ
し
ぎ
な
学
問
だ
つ
た
！

そ
れ
は
日

常
些
末
の
行
動
ま
で
、
洩
れ
な
く
す
く
ひ
上
げ
る
細
か
い
網
目
で
あ

る
と
同
時
に
、
果
て
は
星
空
や
太
陽
の
運
行
に
ま
で
む
か
し
か
ら
そ

の
大
ま
か
な
網
目
を
ひ
ろ
げ
て
き
た
、
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
貪
欲
な

（

春
の
雪
』
第
七
章
）

漁
夫
の
仕
事
で
あ
つ
た
。
『

こ
こ
で
は
本
多
に
と
っ
て
の
法
の
あ
り
方
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
法
と
は

あ
ら
ゆ
る
事
象
を
掬
い
上
げ
る
体
系
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く

認
識
の
体
系
と
も
言
え
る
。
本
多
は
見
る
人
間
で
あ
り
、
見
ら
れ
た
も
の



は
本
多
の
「
法
」
に
掬
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
に
至

る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
多
の
物
語
、
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り
成

さ
れ
る
、
一
連
の
「
転
生
」
を
見
る
物
語
も
「
法
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
『
奔
馬
』
の
冒
頭
部
に
着
目
し
て
み
た
い
。

昭
和
七
年
、
本
多
繁
邦
は
三
十
八
歳
に
な
つ
た
。

東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
在
学
中
、
高
等
文
官
試
験
の
司
法
科
に

合
格
し
、
大
学
を
卒
業
す
る
と
、
司
法
官
試
補
と
し
て
大
阪
地
方
裁

判
所
詰
に
な
り
、
そ
の
後
ず
つ
と
大
阪
で
暮
し
て
ゐ
た
。
昭
和
四
年

に
判
事
に
任
官
し
、
地
方
裁
判
所
の
右
陪
席
ま
で
行
つ
て
か
ら
、
昨

年
大
阪
控
訴
院
へ
転
出
し
て
、
控
訴
院
の
左
陪
席
に
な
つ
た
の
で
あ

（

奔
馬
』
第
一
章
）

る
。
『

『
奔
馬
』
の
冒
頭
部
が
こ
の
よ
う
な
文
章
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
も
っ
と
注

意
さ
れ
て
よ
い

『
奔
馬
』
は
「
転
生
」
が
始
ま
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、

。

そ
れ
を
見
る
本
多
が
法
に
携
わ
る
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
の
紹
介
か
ら
始

ま
る
こ
と
は

「
転
生
」
に
お
け
る
「
法
」
の
必
要
性
を
強
く
打
ち
出
し

、

て
い
る
と
言
え
る
。
本
多
が
「
法
」
に
拠
る
人
間
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
こ
と
は
こ
の
意
味
に
お
い
て

『
奔
馬
』
の
始
ま
り
と
し
て
必
要
不

、

可
欠
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
論
じ
て
き
た
よ
う
に
本
多
は
見
る
人
間
で
あ
り

「
法
」
に
拠

、

る
人
間
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
。
で
は
本
多
は
い
か
な
る

「
法
」
に
よ
っ
て
「
転
生
」
を
見
る
こ
と
で
転
生
で
あ
る
と
認
識
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
物
語
ら
れ
る
「
転
生
」

『
奔
馬
』
か
ら
一
連
の
「
転
生
」
は
始
ま
る
。
清
顕
→
勲
→
ジ
ン
・
ジ

ャ
ン
→
透
と
「
転
生
」
が
起
こ
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
証
し
と
な
る
の
は
、

清
顕
が
本
多
に
遺
し
た
夢
日
記

と
左
脇
腹
に
並
ぶ
三
つ
の
黒

（
或
い
は
夢
）

子
で
あ
る
。

こ
れ
に
見
習
つ
て
滝
へ
近
づ
い
た
本
多
は
、
ふ
と
少
年
の
左
の
脇

腹
の
と
こ
ろ
へ
目
を
や
つ
た
。
そ
し
て
左
の
乳
首
よ
り
外
側
の
、
普

段
は
上
膊
に
隠
さ
れ
て
ゐ
る
部
分
に
、
集
ま
つ
て
ゐ
る
三
つ
の
黒
子

を
は
つ
き
り
と
見
た
。

本
多
は
戦
慄
し
て
、
笑
つ
て
ゐ
る
水
の
中
の
少
年
の
凛
々
し
い
顔

を
眺
め
た
。
水
に
し
か
め
た
眉
の
下
に
、
頻
繁
に
し
ば
た
た
く
目
が

こ
ち
ら
を
見
て
ゐ
た
。

本
多
は
清
顕
の
別
れ
の
言
葉
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

（

奔
馬
』
第
五
章
）

「
又
、
会
ふ
ぜ
。
き
つ
と
会
ふ
。
滝
の
下
で
」
『

本
多
は
清
顕
の
体
に
見
た
三
つ
の
黒
子
と
、
病
の
中
で
清
顕
が
口
に
し
た

「
又
、
会
ふ
ぜ
。
き
つ
と
会
ふ
。
滝
の
下
で
」
と
い
う
言
葉
と
の
一
致
か

ら
、
清
顕
の
「
転
生
」
を
見
、
戦
慄
し
た
。
本
多
の
こ
の
戦
慄
は
転
生
と

い
う
一
種
の
神
秘
に
搏
た
れ
た
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
が
、
こ
の
後
、
本

多
は
殆
ど
疑
う
こ
と
な
く
、
こ
の
「
転
生
」
を
転
生
で
あ
る
と
見
做
し
て

い
る

。
本
文
に
は
「
し
か
も
神
秘
は
、
そ
れ
自
体
の
合
理
性
を
そ
な
え

( )3

て
ゐ
た
」
と
あ
り
、
本
多
は
勲
の
年
齢
か
ら
四
有
輪
転
な
ど
の
仏
説
を
持



ち
出
し

「
転
生
」
が
転
生
で
あ
る
こ
と
を
補
強
す
る
。
こ
れ
は
本
多
が

、

「

」

、

。

法

に
拠
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う

し
か
し
左
脇
腹
に
並
ぶ
三
つ
の
黒
子
と
夢
告
は
一
体
、
何
を
根
拠
と
し
て

転
生
の
証
し
た
り
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
た
だ
の
偶
然
の
一
致

と
い
う
可
能
性
は
こ
の
段
階
で
は
否
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て

は
後
に
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
勲
に
お
け
る
夢
日
記
の
実
現
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

そ
の
と
き
光
り
が
翳
つ
て
、
空
の
一
角
か
ら
あ
ら
は
れ
た
鳥
の
渡

り
が
、
お
び
た
だ
し
い
囀
り
と
共
に
頭
上
に
迫
つ
て
き
た
と
き
、
清

顕
は
空
へ
向
け
て
猟
銃
の
引
金
を
引
い
た
。
彼
は
た
だ
無
情
に
撃
つ

た
の
で
は
な
い
。
い
ひ
し
れ
ぬ
怒
り
と
悲
し
み
の
や
う
な
も
の
に
身

内
が
い
つ
ぱ
い
に
な
つ
て
、
鳥
へ
と
い
ふ
よ
り
は
天
空
の
巨
大
な
青

い
目
を
め
が
け
て
撃
つ
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

そ
の
と
き
野
中
の
道
を
、
遠
く
か
ら
自
分
と
同
じ
白
装
束
の
一
団

が
来
る
の
が
見
ら
れ
た
。
か
れ
ら
は
粛
々
と
進
ん
で
来
て
、
一
、
二

間
先
に
立
止
つ
た
。
見
れ
ば
お
の
お
の
が
、
手
に
つ
や
や
か
な
榊
の

葉
の
玉
串
を
携
へ
て
ゐ
る
。

清
顕
の
身
を
潔
め
る
た
め
に
、
か
れ
ら
は
清
顕
の
前
で
そ
の
玉
串

を
振
り
、
そ
の
音
が
さ
や
か
に
響
い
た
。

か
れ
ら
の
一
人
の
顔
に
、
清
顕
は
あ
り
あ
り
と
、
書
生
の
飯
沼
の

。

、

顔
を
見
出
し
て
お
ど
ろ
い
た

し
か
も
そ
の
飯
沼
が
口
を
ひ
ら
い
て

清
顕
に
か
う
言
つ
た
の
で
あ
る
。

（

春
の
雪
』
第

『
あ
な
た
は
荒
ぶ
る
神
だ
。
そ
れ
に
ち
が
い
な
い
。
』
『

三
十
四
章
）

勲
に
と
つ
て
、
そ
れ
は
目
の
前
を
お
ほ
ふ
ほ
ど
の
、
大
き
な
さ
わ

が
し
い
標
的
だ
つ
た
。
さ
つ
き
門
番
が
言
つ
た
「
踏
出
し
」
と
は
こ

れ
だ
と
思
つ
た
。
彼
は
た
ち
ま
ち
村
田
銃
を
構
へ
て
射
つ
た
。

（
中
略
）

、

、

向
う
か
ら
白
衣
の
一
群
が
近
づ
き

ま
だ
顔
は
定
か
で
は
な
い
が

手
に
手
に
幣
を
携
へ
て
ゐ
る
の
が
異
様
な
感
じ
が
す
る
。
こ
こ
ら
で

白
衣
の
人
と
い
へ
ば
、
塾
の
宿
泊
者
に
決
ま
つ
て
ゐ
る
が
、
あ
ん
な

風
に
自
分
の
同
士
が
、
人
に
率
ゐ
ら
れ
て
粛
々
と
来
る
こ
と
は
あ
り

さ
う
も
な
い
。
先
頭
の
人
は
年
配
の
や
う
で
、
こ
れ
に
並
ん
で
一
人

だ
け
背
広
姿
の
男
が
あ
る
。
年
配
の
率
ゐ
手
の
顔
に
、
や
う
や
う
父

の
八
字
髭
を
認
め
た
勲
は
愕
い
た
。

（
中
略
）

「
困
つ
た
こ
と
だ
。
鉄
砲
ま
で
持
ち
出
し
て
、
海
堂
先
生
の
言
は
れ

る
と
ほ
り
だ
。
お
前
は
荒
ぶ
る
神
だ
。
そ
れ
に
ち
が
ひ
な
い

」。

（

奔
馬
』
第
二
十
三
章
）

『

細
部
に
こ
そ
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
清
顕
の
夢
日
記
は
こ
の
よ
う
に

（
こ
こ
ま
で
の
一

実
現
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
偶
然
で
あ
る
と
い
う
可
能
性

を
完
全
に
は
消
去
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
れ
が
実

致
は
限
り
な
く
低
い
が
）

現
す
る
前
、
つ
ま
り
三
光
の
滝
の
下
で
勲
の
三
つ
の
黒
子
と
、
清
顕
の
夢

、

。

、

告
を
確
認
し
た
時
点
で

本
多
は
転
生
を
信
じ
て
い
る

本
多
に
と
っ
て



こ
こ
で
の
夢
日
記
の
実
現
は
あ
く
ま
で
も
転
生
を
補
強
す
る
材
料
で
し
か

。

『

』

、

「

」

な
い
の
で
あ
る

で
は

暁
の
寺

で
は
ど
の
よ
う
に

本
多
は

転
生

を
転
生
と
認
識
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
暁
の
寺
』
に
お
い
て
「
転
生
」
は
『
奔
馬
』
と
は
異
な
っ
た
形
で
現

れ
る
。
四
十
七
歳
に
な
っ
た
本
多
は
仕
事
で
タ
イ
へ
と
赴
く
。
そ
こ
で
か

つ
て
の
学
習
院
の
学
友
で
あ
っ
た
パ
ッ
タ
ナ
デ
ィ
ド
殿
下
の
末
娘
、
ジ

ン
・
ジ
ャ
ン
と
会
う
。
幼
い
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
自
分
の
前
世
は
日
本
人
で

あ
る
と
い
い
、
清
顕
、
勲
の
転
生
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
本
多
は
確

認
の
た
め
に
「
松
枝
清
顕
と
私
が
、
松
枝
邸
の
中
ノ
島
に
ゐ
て
、
月
修
寺

門
跡
の
御
出
で
を
知
つ
た
の
は
、
何
年
何
月
か
」
と
尋
ね

「
飯
沼
勲
が

、

逮
捕
さ
れ
た
年
月
日
」
を
尋
ね
た
。
幼
い
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
そ
の
質
問
に

澱
み
な
く
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
転
生
」
は
夢
日
記
と
勲
の

夢
に
よ
っ
て
「
予
言
」
さ
れ
て
い
た
。

「
こ
の
と
こ
ろ
シ
ャ
ム
の
王
子
た
ち
と
は
会
ふ
機
会
も
少
い
の
に
、

ど
う
い
ふ
も
の
か
、
今
ご
ろ
に
な
つ
て
、
シ
ャ
ム
の
夢
を
見
た
。
そ

れ
も
自
分
が
シ
ャ
ム
に
行
つ
て
ゐ
る
夢
で
あ
る
。
…
…

自
分
は
部
屋
の
中
央
の
立
派
な
椅
子
に
、
身
動
き
も
で
き
ず
掛
け
た

ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
夢
の
中
の
自
分
は
い
つ
も
頭
痛
が
し
て
ゐ
る
。

（
中
略
）

目
を
落
す
と
、
自
分
が
指
に
は
め
て
ゐ
る
エ
メ
ラ
ル
ド
の
指
環
が

見
え
る
、
そ
れ
は
ジ
ャ
オ
・
ピ
ー
が
は
め
て
ゐ
た
指
輪
が
、
い
つ
の

ま
に
か
自
分
の
指
に
移
つ
た
も
の
ら
し
く
、
護
門
神
ヤ
ス
カ
の
怪
奇

な
黄
金
の
顔
の
一
対
が
、
石
を
囲
ん
で
ゐ
る
意
匠
も
あ
れ
と
そ
つ
く

り
で
あ
る
。

自
分
は
戸
外
の
日
の
反
映
を
受
け
て
ゐ
る
そ
の
濃
緑
の
エ
メ
ラ
ル

ド
の
中
に
、
白
い
斑
と
も
亀
裂
と
も
つ
か
ぬ
も
の
が
、
霜
柱
の
や
う

に
き
ら
め
い
て
ゐ
る
の
を
眺
め
て
ゐ
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
小
さ
い
愛

ら
し
い
女
の
顔
が
泛
ん
で
ゐ
る
の
に
気
づ
い
た
。

背
後
に
立
つ
て
ゐ
る
女
の
顔
が
映
つ
た
の
か
と
思
つ
て
振
向
い
た

が
、
誰
も
居
な
い
。
エ
メ
ラ
ル
ド
の
中
の
小
さ
な
女
の
顔
は
、
か
す

か
に
動
い
て
、
さ
つ
き
は
ま
じ
め
に
見
え
た
の
が
、
今
度
は
明
ら
か

（
後
略

（

春
の
雪
』
第
十
一
章
）

に
微
笑
を
湛
へ
て
ゐ
る
。

」
）

『

酔
ひ
に
赤
ら
ん
だ
勲
の
寝
顔
は
苦
し
げ
に
荒
々
し
く
息
づ
い
て
ゐ

た
が
、
眠
つ
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
も
、
眉
は
凛
々
し
く
引
締
め
て
ゐ
た
。

突
然
、
寝
返
り
を
打
ち
な
が
ら
、
勲
が
大
声
で
、
し
か
し
不
明
瞭
に

言
ふ
寝
言
を
本
多
は
聴
ひ
た
。

「

。

。

。

ず
つ
と
南
だ

ず
つ
と
暑
い

…
…
南
の
国
の
薔
薇
の
光
の
中
で

（

奔
馬
』
第
三
十
八
章
）

…
…
」
『

本
多
は
夢
日
記
と
勲
の
寝
言
に
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
へ
の
「
転
生
」
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
段
階
で
知
っ
て
い
る
。
問
題
は
ど
の
段
階
で
本
多

、

、

が
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
を
清
顕

勲
の
転
生
と
見
做
し
た
か
と
い
う
こ
と
だ
が

「

」

、

タ
イ
の
古
書
店
で
見
か
け
た
詩
集
の

絶
望
的
な
政
治
詩

に
心
打
た
れ

「
こ
れ
ほ
ど
勲
の
霊
を
慰
め
る
も
の
は
な
い
」
と
考
え
た
本
多
は
そ
れ
を

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
へ
献
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
既
に
ジ
ン
・

ジ
ャ
ン
を
転
生
と
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
の
本
多
は
ベ



ナ
レ
ス
旅
行
か
ら
戻
っ
た
あ
と
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
に
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と

会
っ
た
、
初
対
面
の
と
き
と
パ
ン
パ
イ
ン
離
宮
へ
の
ド
ラ
イ
ブ
の
と
き
の

い
ず
れ
か
で
本
多
は
転
生
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
パ
ン
パ

イ
ン
離
宮
へ
の
ド
ラ
イ
ブ
で
は
、
本
多
は
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
三
つ
の
黒
子

を
確
認
で
き
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
後
に
は
転
生
と
見
做
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
初
め
て
面
会
し
、
幼
い
ジ
ン
・

ジ
ャ
ン
自
身
の
言
葉
と
夢
告
と
の
一
致
を
確
認
し
た
段
階
で
本
多
は
ジ

ン
・
ジ
ャ
ン
を
転
生
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

。
三
つ

( )4

の
黒
子
は
こ
の
と
き
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
は
見
ら
れ
な
い
と
言
明
さ
れ
て

お
り
、
転
生
の
証
し
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

後
の
『
暁
の
寺
』
第
二
部
に
お
い
て
本
多
は
、
成
長
し
た
ジ
ン
・
ジ
ャ

。

、

ン
の
三
つ
の
黒
子
を
確
認
し
よ
う
と
す
る

そ
の
場
面
は
二
箇
所
あ
る
が

プ
ー
ル
の
場
面
で
は
黒
子
は
確
認
さ
れ
な
い
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
黒
子
が

現
れ
る
の
は
『
暁
の
寺
』
の
後
半
部
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
慶
子
の
レ
ズ
ビ

ア
ン
行
為
を
本
多
が
覗
い
て
い
る
場
面
だ
け
で
あ
る
。
も
し
三
つ
の
黒
子

が
転
生
の
証
し
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
黒
子
が
突
然
現
れ
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
三
つ
の
黒
子
と
は
何
か
別
の
証
し
な
の
で
は
な

い
か
。
こ
こ
で
『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
本
多
の
動
向
に
着
目
し
た
い
。

本
多
は
成
長
し
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ジ

ン
・
ジ
ャ
ン
の
世
界
へ
本
多
が
参
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
見
る
こ
と
を
止

め
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
し
か
し
本
多
は
覗
き
穴
か
ら
見
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
慶
子
の

レ
ズ
ビ
ア
ン
行
為
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
本
多
に
と
っ
て
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

は
「
不
可
能
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際

『
天
人
五
衰
』
に
登
場
す

、

る
透
以
外
は
、
自
身
の
三
つ
の
黒
子
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
。
久
松
慶
子

は
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
の
レ
ズ
ビ
ア
ン
行
為
の
最
中
に
見
た
可
能
性
は
あ
る

（
あ
る
い
は
見
え
な
か
っ
た
）

が
、
言
明
は
さ
れ
て
お
ら
ず
気
づ
か
な
か
っ
た

可
能
性
は
留
保
さ
れ
る
。
ま
た
慶
子
の
甥
の
克
己
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に

迫
っ
た
翌
日
、
本
多
の
三
つ
の
黒
子
を
見
た
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

「
見
ま
し
た
と
も
」
と
答
え
て
い
る
が
、
本
多
の
覗
き
の
描
写
か
ら
は
嘘

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
、
確
認
し
て
い
る
こ
と
が

確
実
で
あ
る
の
は
透
を
除
け
ば
、
本
多
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ

ば
、
三
つ
の
黒
子
は
本
多
に
の
み
見
え
る

「
不
可
能
」
を
示
す
身
体
的

、

表
徴
と
言
え
る
。
そ
し
て
本
多
は
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
本
多

自
身
は
三
つ
の
黒
子
を
転
生
の
証
し
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
だ
ろ
う
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
本
多
に
と
っ
て
自
身
の
参
入
の
「
不
可
能
」
と
転

生
と
は
ほ
ぼ
同
義
な
の
で
あ
る
。

本
多
は
『
奔
馬
』
に
お
い
て
は
清
顕
の
勲
へ
の
「
転
生
」
を
、
三
つ
の

黒
子
と
清
顕
の
「
又
、
会
ふ
ぜ
。
き
つ
と
会
ふ
。
滝
の
下
で
」
と
い
う
言

葉
を
証
し
と
し
て
転
生
と
認
め
、
ま
た
『
暁
の
寺
』
に
お
い
て
は
夢
日
記

の
実
現
と
幼
い
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
自
身
が
自
分
は
勲
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ

る
と
言
明
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
と
し
て
、
転
生
を
認
め
て
い
る
。
幼
い

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
自
ら
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
言
明
し
た
こ
と
を
除
け

ば
、
本
多
は
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
へ
の
「
転
生
」
を
三
つ
の
黒
子
と
夢
告

を
証
し
と
し
て
、
転
生
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
幼
い
ジ
ン
・
ジ

ャ
ン
が
自
ら
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
言
明
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
成

長
し
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
そ
の
こ
と
を
覚
え
て
お
ら
ず

「
小
さ
い
こ
ろ

、

の
私
は
、
鏡
の
や
う
な
子
供
で
、
人
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
を
全
部
映
す



こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
を
口
に
出
し
て
言
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
、
思

ふ
の
で
す
。
あ
な
た
が
何
か
考
へ
る
、
す
る
と
そ
れ
が
私
の
心
に
映
る
、

そ
ん
な
具
合
だ
つ
た
と
思
ふ
の
で
す
」
と
い
う
彼
女
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

転
生
の
証
し
と
し
て
の
信
憑
性
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
三
つ
の
黒

子
と
夢
告
に
関
し
て
、
小
林
康
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

。
( )5

し
か
も
、
唯
識
論
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
輪
廻
の
方
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
夢
に
よ
る
後
の
生
の
先
取
り
も
、
三

つ
の
黒
子
と
い
う
肉
体
の
特
異
な
痕
跡
を
も
保
証
し
て
は
い
な
い
こ

と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
物

語
が
語
っ
て
い
る
限
り
で
の
阿
頼
耶
識
と
種
子
熏
習
の
理
論
は
、
論

理
的
に
は
少
し
も
夢
の
証
し
と
肉
体
の
証
し
を
必
然
化
さ
せ
は
し
な

い
。

確
か
に
小
林
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
夢
日
記
の

実
現
と
三
つ
の
黒
子
は
転
生
の
証
し
の
よ
う
に
扱
わ
れ
な
が
ら
、
論
理
的

に
は
そ
れ
が
転
生
の
証
し
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
多
は
確
か
に
そ
れ
ら
を

「
転
生
」
が
転
生

、

で
あ
る
証
し
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
多
が
「
法
」

。

「

」

に
拠
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る

何
の

法

に
も

支
え
ら
れ
て
い
な

（
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
）

い
夢
日
記
の
実
現
や
三
つ
の
黒
子
を
証
し
と
し
て
、
本
多
が
転
生
を
認
め

る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
語
ら
れ
な
い
「
何
か
」
に

よ
っ
て
夢
日
記
の
実
現
や
三
つ
の
黒
子
は
転
生
の
証
と
し
て
保
証
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
夢
日
記
の
実
現
や
三
つ
の
黒
子
が

転
生
の
証
拠
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
そ

、

、

れ
ら
が
転
生
の
証
拠
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
は
留
保
さ
れ

こ
こ
か
ら

「
転
生
」
が
果
た
し
て
転
生
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

四
、
決
定
不
可
能
性

『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
「
転
生
」
が
転
生
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う

問
題
は
先
行
研
究
に
お
い
て
既
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
を
最
も

早
く
取
り
上
げ
た
の
は
長
谷
川
泉
で
あ
る

長
谷
川
は
三
つ
の
黒
子
を

近

。

「

代
的
に
解
釈
」
す
る
こ
と
で
、
清
顕
と
勲
の
間
の
血
縁
関
係
を
考
察
し
た

が
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
自
ら
否
定
し
て
い
る

。
し
か
し
な
が
ら
長

( )6

谷
川
の
提
示
し
た

「
転
生
」
が
転
生
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
い
は
残

、

り
続
け
た
。

長
谷
川
の
提
示
し
た
問
い
は
そ
の
後
、
對
馬
勝
淑
、
佐
藤
秀
明
に
よ
っ

て
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
。
對
馬
は
テ
ク
ス
ト
内
に
提
示
さ
れ
て
い
る

四
有
輪
転
の
法
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
法
に
基
づ
い
た

転
生
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
多
に
よ
る
転
生
の
認
識
を
「
独

善
的
・
先
入
観
的
意
識
」
に
よ
る
も
の
と
論
じ
て
い
る

。
ま
た
對
馬
論

( )7

に
や
や
遅
れ
て
、
佐
藤
は
長
谷
川
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
、
清
顕
と
勲
の

血
縁
関
係
の
可
能
性
を
考
察
し
て
い
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
関
し
て
は
、

慶
子
の
動
向
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
「
贋
物
」
で
あ
る

、

、『

』

こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
論
じ

転
生
を
否
定
す
る
こ
と
で

豊
饒
の
海



に
お
い
て
絶
対
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
輪
廻
転
生
の
枠
組
み
を
相
対
化
さ
せ

て
い
る

。
こ
の
後
、
佐
藤
論
を
受
け
、
太
田
雅
子
が
物
語
分
析
の
観
点

( )8

か
ら
転
生
を
肯
定
す
る
論
考
を
行
っ
て
い
る

。
( )9

し
か
し
な
ぜ

「
転
生
」
が
転
生
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
問
わ

、

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
輪
廻
転
生
は
『
豊
饒
の
海
』
の
主
題

の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
佐
藤
論
で
も
「
本
論
は
『
豊
饒
の
海
』

の
基
本
的
な
枠
組
み
で
あ
る
輪
廻
転
生
を
問
題
と
す
る
」
と
始
ま
り
、
輪

廻
転
生
が
『
豊
饒
の
海
』
の
「
基
本
的
な
枠
組
み
」
で
あ
る
こ
と
を
疑
う

読
者
は
殆
ど
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か

「
転

。

生
」
の
証
し
で
あ
る
ら
し
い
夢
日
記

の
実
現
も
三
つ
の
黒

（
あ
る
い
は
夢
）

子
も
、
常
に
語
り
手
に
よ
っ
て
先
に
明
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、

物
語
の
伏
線
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り

こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
一
連
の

転

、

「

生
」
が
転
生
で
あ
る
と
い
う
読
み
に
誘
導
さ
れ
、
そ
の
読
み
は
更
に
『
豊

饒
の
海
』
の
主
た
る
視
点
人
物
で
あ
る
本
多
が
「
転
生
」
を
転
生
と
見
做

す
こ
と
で
強
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
転
生
と
い
う
神
秘
は
読
者
に
認
識
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
読
者
は
そ
れ
を
疑
う
権
利
を
有
し
て
い
る
。
長

谷
川
は
三
つ
の
黒
子
を
「
近
代
的
に
解
釈
」
し
た
が
、
こ
れ
は
夢
告
や
三

つ
の
黒
子
が
、
神
秘
を
容
認
し
得
な
い
「
近
代
」
に
お
い
て
は
転
生
の
証

し
と
し
て
決
定
力
に
欠
け
る
こ
と
に
由
来
す
る

こ
の
理
由
に
よ
り

豊

。

、『

饒
の
海
』
に
お
け
る
一
連
の
「
転
生
」
の
真
偽
を
問
う
と
い
う
議
論
が
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
議
論
は
有
効
な
の
だ
ろ
う
か
。

転
生
の
真
偽
を
問
う
た
め
に
は
、
法
を
必
要
と
す
る
。
對
馬
論
、
佐
藤

論
に
お
い
て
は
四
有
輪
転
に
よ
る
生
年
月
日
、
死
亡
日
の
一
致
と
い
う
転

生
の
根
拠
を
切
り
崩
す
形
の
論
考
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
テ
ク

ス
ト
内
に
お
い
て
転
生
を
決
定
付
け
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
た
法
の
一
つ

が
、
実
は
転
生
を
根
拠
付
け
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
点

に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
論
考
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
決
し
て
転
生

の
真
偽
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
転
生
を
真
あ
る
い
は
偽
で
あ
る
と
決
定

付
け
る
た
め
に
は
普
遍
的
な
法
が
要
求
さ
れ
る
。
佐
藤
は
論
の
末
尾
で

「<

真
理
に
お
け
る
根
拠>

と
い
っ
た
議
論
と
は
性
質
を
異
に
す
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の<

真
理
に
お
け
る
根
拠>

と
は
転
生
を
決
定
付
け
る
普
遍

的
な
法
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
不
在
で
あ
る
。
転
生
を
真
た
ら

し
め
る
法
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
決
定
不
可
能
で
あ
り
、
真
偽
を

問
う
こ
と
は
不
毛
な
試
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
問
題

、

「

」

「

」

に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は

本
多
に
お
い
て

転
生

を
真
た
ら
し
め
た

法

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五
、
希
求
さ
れ
る
「
法
」

本
多
は
夢
告
、
三
つ
の
黒
子
、
あ
る
い
は
「
転
生
」
者
自
ら
の
言
葉
を

証
し
と
し
て
、
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
へ
の
転
生
を
認
識
し
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
証
し
は
、
神
秘
と
し
て
認
め
る
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
論
理

的
に
は
転
生
の
証
し
た
り
え
て
い
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

、「

」

「

」

理
智
の
人
で
あ
り

法

に
拠
る
人
間
で
あ
る
本
多
が
一
連
の

転
生

を
転
生
で
あ
る
と
認
識
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
証
し
が
何
ら
か
の

「
法
」
に
よ
っ
て
証
し
た
り
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
物
語

の
構
造
に
目
を
む
け
て
み
た
い
。
本
多
は
『
奔
馬

『
暁
の
寺
』
に
お
い

』
、

て
「
転
生
」
を
知
っ
た
後
に
、
必
ず
「
法
」
を
求
め
て
い
る
。



し
か
も
神
秘
は
、
そ
れ
自
体
の
合
理
性
を
そ
な
へ
て
ゐ
た
。
清
顕

が
十
八
年
前

「
又
、
会
ふ
ぜ
。
き
つ
と
会
ふ
。
滝
の
下
で
」
と
言

、

つ
た
と
ほ
り
、
本
多
は
正
し
く
滝
の
下
で
、
清
顕
と
同
じ
箇
所
に
三

つ
の
黒
子
の
目
じ
る
し
を
持
つ
た
若
者
に
会
つ
た
。
そ
れ
に
つ
け
て

も
思
は
れ
る
の
は
、
清
顕
の
死
後
、
月
修
寺
門
跡
の
教
へ
に
従
つ
て

読
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
仏
書
の
う
ち
か
ら
、
四
有
輪
転
に
つ
い
て
述
べ

、

、

ら
れ
た
件
り
を
思
ひ
起
こ
す
と

今
年
満
で
十
八
歳
の
飯
沼
少
年
は

清
顕
の
死
か
ら
数
へ
て
、
転
生
の
年
齢
に
ぴ
つ
た
り
合
ふ
こ
と
で
あ

る
。

（
中
略
）

仏
説
は
こ
の
や
う
に
説
い
て
ゐ
る
。
も
と
よ
り
本
多
は
む
か
し
さ

う
い
ふ
仏
説
を
、
一
つ
の
童
話
の
や
う
に
し
て
読
ん
だ
に
す
ぎ
な
い

（

奔
馬
』
第
六
章
）

が
、
今
、
忽
然
と
そ
れ
を
思
ひ
出
し
た
。
『

『
暁
の
寺
』
の
該
当
箇
所
に
関
し
て
は
あ
ま
り
に
長
い
た
め
引
用
は
避
け

る
が
、
本
多
が
タ
イ
で
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
出
会
い
、
帰
国
し
た
後
の
第
十

三
章
か
ら
第
十
九
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
れ
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
始
ま

る
西
洋
の
輪
廻
転
生
説
か
ら
、
唯
識
論
へ
と
至
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
唯

、『

』

「

」

識
論
に
よ
る
輪
廻
転
生
説
は
一
見

豊
饒
の
海

全
体
を
貫
く

転
生

の
論
理
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
夢
告
や
三
つ
の
黒
子
を
転
生
の
証
し
と
し
て
保
証

す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
法
は
本
多
が
「
転
生
」
を
転
生
と

見
做
し
た
後
の
、
言
わ
ば
後
付
け
の
法
で
あ
り
、
本
多
が
「
転
生
」
に
直

面
し
た
と
き
は
存
在
し
な
い
法
な
の
で
あ
る
。
で
は
一
体
何
が
、
本
多
に

と
っ
て
「
転
生
」
を
転
生
た
ら
し
め
る
「
法
」
と
な
っ
て
い
た
の
か
。

本
多
が
「
転
生
」
を
知
っ
た
後
に
「
法
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
前
述

し
た
。
し
か
し
本
多
は
転
生
の
証
し
を
見
る
と
同
時
に
、
転
生
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
既
に
何
か
し
ら
の
「
法
」
が
存
在

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
残
る
の
は
、
そ
の
「
法
」
を
確
認
す
る

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
本
多
が
、
先
に
挙
げ
た
仏
説
な
ど
に
よ
る
法

、

。

の
後
付
け
を
行
う
前
後
に
は

必
ず
聡
子
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る

そ
れ
に
し
て
も
、
清
顕
と
ゆ
か
り
の
奈
良
の
地
で
、
こ
の
転
生
の

奇
蹟
に
触
れ
た
の
は
、
何
た
る
奇
縁
だ
ら
う
か
。

『
朝
を
待
つ
て
、
ま
づ
す
べ
き
こ
と
は
率
川
神
社
に
ゆ
く
こ
と
で
は

な
い
。
車
を
駆
つ
て
ま
づ
帯
解
へ
行
き
、
朝
の
早
い
尼
寺
に
聡
子
を

訪
れ
て
、
清
顕
の
死
以
来
の
無
沙
汰
を
詫
び
、
そ
し
て
こ
の
転
生
の

吉
報
を
、
よ
し
信
じ
ら
れ
な
く
て
も
、
真
先
に
告
げ
る
の
が
自
分
の

役
目
だ
。
前
の
門
跡
の
薨
去
の
の
ち
、
現
門
跡
と
し
て
の
あ
の
人
の

尊
い
名
は
ほ
の
か
に
き
こ
え
て
ゐ
る
。
や
や
衰
え
の
兆
し
た
美
し
い

顔
に
、
今
度
こ
そ
は
い
つ
は
り
の
な
い
激
烈
な
歓
喜
を
見
る
こ
と
が

（

奔
馬
』

第
六
章
）

で
き
る
だ
ら
う
』
『

こ
の
日
か
ら
本
多
は
聡
子
に
会
ひ
た
い
と
い
ふ
気
持
を
抑
へ
か
ね

た
が
、
こ
れ
に
は
蓼
科
の
口
か
ら
、
聡
子
が
今
な
ほ
美
し
い
と
い
ふ

証
言
が
得
ら
れ
た
こ
と
も
役
立
つ
て
ゐ
た
。
焼
趾
の
や
う
な
「
美
し

さ
の
廃
墟
」
を
見
る
こ
と
を
何
よ
り
も
怖
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

（

暁
の
寺
』

第
二
十
二
章
）

『



こ
の
二
つ
の
場
面
に
お
い
て
物
語
か
ら
姿
を
消
し
た
は
ず
の
聡
子
に
つ
い

て
語
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
聡
子
は
清
顕
の
想
い
人
で
あ
り
、
そ
の

清
顕
が
「
転
生
」
し
た
以
上
は
、
聡
子
に
つ
い
て
語
る
の
は
必
然
だ
と
言

え
る
。
し
か
し
清
顕
の
転
生
だ
と
本
多
が
認
識
し
た
の
は
、
三
つ
の
黒
子

を
持
ち
、
夢
日
記
を
本
多
に
託
し
た
清
顕
が
「
不
可
能

、
つ
ま
り
聡
子

」

に
対
し
て
行
為
し
、
そ
の
命
を
散
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
本

多
の
認
識
下
に
お
い
て
聡
子
と
い
う
存
在
は
清
顕
に
と
っ
て
の
一
種
の
業

と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
本
多
の
認
識
に
お
い
て
清
顕
は
聡

子
の
存
在
故
に
転
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
場
面
で
語
ら
れ
る
聡
子
は
、
本
多
に
と
っ
て
「
転
生
」
を

転
生
た
ら
し
め
る
「
法
」
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
清
顕
に
始
ま
る

一
連
の
「
転
生
」
は
聡
子
と
い
う
「
不
可
能
」
の
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
聡
子
の
存
在

は
決
し
て
普
遍
性
を
有
し
た
法
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
本
多
に
の
み
適

用
さ
れ
る
個
的
な
「
法
」
で
あ
り
、
本
多
に
お
い
て
の
み
、
一
連
の
「
転

生
」
を
転
生
で
あ
る
と
認
識
す
る
体
系
と
し
て
の
「
法
」
で
あ
る
と
言
え

る
。ま

た
こ
れ
ら
の
場
面
で
語
ら
れ
る
聡
子
は
本
多
の
認
識
に
よ
る
、
い
わ

ば
聡
子
の
「
像
」
で
あ
り
、
物
語
に
姿
を
現
さ
な
い
聡
子
と
は
決
し
て
一

致
し
な
い

。
こ
の
聡
子
の
「
像
」
は
聡
子
本
人
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
に

( )10

よ
っ
て
表
出
す
る
「
像
」
で
あ
り
、
語
ら
れ
な
い
が
故
に
本
多
の
認
識
に

お
け
る
聡
子
の
「
像
」
は
一
連
の
「
転
生
」
を
転
生
た
ら
し
め
る
「
法
」

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
多
の
認
識
下
の
聡
子
の
「
像
」
と

そ
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
語
ら
れ
な
い
聡
子
と
い
う
二
重
性
こ
そ
が
、
聡

子
が
物
語
内
に
も
あ
り
、
外
に
も
あ
る
と
い
う
揺
ら
ぎ
を
生
み
出
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
ま
と
め
と
今
後
の
展
望

聡
子
が
本
多
の
物
語
、
つ
ま
り
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り
成
さ
れ
る
転

生
を
見
る
物
語
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
か
。
本
稿

で
は
本
多
自
身
の
性
質
と
一
連
の
「
転
生
」
の
物
語
ら
れ
る
様
か
ら
、
本

「

」

「

」

「

」

多
の
認
識
に
お
け
る
聡
子
の

像

が

転
生

を
転
生
た
ら
し
め
る

法

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
聡
子
の

「
像
」
は
聡
子
本
人
が
物
語
に
姿
を
現
さ
ず
、
物
語
ら
れ
な
い
こ
と
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
り
、
聡
子
と
い
う
存
在
は
本
多
の
認
識
下
の
聡
子
の

「
像
」
と
そ
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
語
ら
れ
な
い
聡
子
と
い
う
二
重
性
を

有
し
て
お
り
、
そ
れ
が
物
語
内
に
も
あ
り
、
外
に
も
あ
る
と
い
う
揺
ら
ぎ

を
生
み
出
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。

し
か
し
こ
の
結
論
で
は
、
な
ぜ
『
天
人
五
衰
』
の
結
末
部
に
お
い
て
語

ら
れ
な
い
聡
子
が
姿
を
現
し
、
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
問
い
に
は
未
だ
答
え
て
は
い
な
い

『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
一
連

。

の
「
転
生
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
安
永

透
は
、
こ
れ
ま
で
の

（
本
多
）

「

」

。

、

転
生

者
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る

そ
の
理
由
と
し
て
は

透
が
三
つ
の
黒
子
を
自
ら
確
認
し
て
い
る
こ
と
、
夢
日
記
の
記
述
が
提
示

さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は

彼
が
清
顕
に
連
な
る
転
生
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
転
生
で
あ
る
か
否
か
は
普
遍
的
法
が
不
在
で
あ
る
以



上
、
決
定
不
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
本
多
の
認
識
下
に
お
け
る
転
生
と
い

う
視
座
か
ら
見
た
と
き
、
透
が
い
か
な
る
存
在
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
視
座
か
ら
透
の
分
析
を
行
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
透
の
失
明
、
絹
江
の

妊
娠
発
覚
の
後
に
、
な
ぜ
本
多
は
月
修
寺
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
、
な
ぜ
聡
子
が
姿
を
現
し
、
語
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
天
人

五
衰
』
の
結
末
部
に
お
け
る
聡
子
が
一
体
「
ど
こ
」
に
い
る
の
か
と
い
う

最
終
的
な
問
い
へ
の
解
答
を
導
き
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
以

上
の
問
題
を
次
稿
に
お
け
る
課
題
と
し
、
本
稿
を
終
え
る
。

【
注
記
】

拙
論
「

豊
饒
の
海
』
試
論
（
１
）

聡
子
の
言
葉

『
天
人
五
衰
』
か
ら
『
春

『

―

1
の
雪
』
へ

（

九
大
日
文
」
二
〇
〇
八
年
三
月
）

―

」
「

―

―

柴
田
勝
二
は
「
憑
依
の
脱
落

『
天
人
五
衰
』
の<

終
り>
（

三
島
由
紀
夫

」
『

2
魅
せ
ら
れ
る
精
神
』
二
〇
〇
一
年
十
一
月

お
う
ふ
う
）
の
中
で
、
小
林
康
夫
の
「
歴

史
と
無
の
円
環

三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海

（

出
来
事
と
し
て
の
文
学
』
一
九

―

』
」
『

九
五
年
四
月

作
品
社
）
を
引
き
な
が
ら

「
聡
子
も
月
修
寺
も
明
ら
か
に
『
天
人
五

、

衰
』
の
虚
構
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
物
語
の
「
外
部
」
に
属
す
る
と
は
い

え
な
い

」
と
述
べ
て
い
る
。

。

「

『

』

」（『
『

』

對
馬
勝
淑
は

転
生
の
観
点
か
ら
見
た

豊
饒
の
海

の
悲
劇
性

豊
饒
の
海

3
論
』
一
九
八
八
年
一
月

海
風
社
）
で
「
何
故
に
、
本
多
が
そ
の
偽
物
な
る
転
生
の
組

み
合
わ
せ
を
本
物
だ
と
信
じ
た
か
と
言
え
ば
、
本
多
は
眼
前
の
諸
事
実
を
一
方
的
に

転
生
に
よ
る
も
の
だ
と
ま
ず
は
是
認
し
て
し
ま
い
、
そ
の
前
提
の
も
と
に
、
そ
れ
に

合
理
性
を
与
え
ん
と
し
て
仏
説
を
誤
用
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る

」
と
論
じ

。

る
。
し
か
し
本
多
が
「
眼
前
の
諸
事
実
」
を
転
生
と
「
是
認
」
し
た
理
由
に
つ
い
て

は
こ
の
論
文
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

『
暁
の
寺
』
第
二
部
の
本
多
の
心
理
描
写
に
お
い
て

「
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
は
つ
き
り

、

4

。
」（『

』

）

清
顕
や
勲
の
転
生
の
証
跡
が
あ
ら
は
れ
た
は
う
が
よ
い

暁
の
寺

第
三
十
二
章

と
い
う
思
い
が
語
ら
れ
る
。
成
長
し
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
自
ら
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ

る
と
言
っ
た
幼
時
の
記
憶
が
な
く
、
転
生
の
証
し
は
、
タ
イ
の
王
女
で
あ
る
こ
と
と

夢
日
記
と
の
一
致
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
転
生
の
よ
り
明
確
な
証
し
を
求

め
て
い
る
の
で
あ
り
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
の
出
会
い
に
お
い
て
転
生
と
見
做
し
た
こ

と
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

小
林
康
夫
「
無
の
透
視
法

三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
つ
い
て

（

無
の
透

―

」
『

5
視
法
』

一
九
八
八
年
十
二
月

書
肆
風
の
薔
薇
）

長
谷
川
泉
「
豊
饒
の
海

（

現
代
の
エ
ス
プ
リ
」
一
九
七
〇
年
五
月
）

」
「

6

前
掲

對
馬
勝
淑
「
転
生
の
観
点
か
ら
見
た
『
豊
饒
の
海
』
の
悲
劇
性
」

7

佐
藤
秀
明
「

贋
物
」
の
主
人
公

『
豊
饒
の
海
』
論
序
説

（

昭
和
文
学

「

」
「

―

―

8
研
究
」

一
九
八
八
年
七
月
）

太
田
雅
子
「

豊
饒
の
海
』
論

転
生
へ
と
展
げ
る
読
解
の
可
能
性

（

椙
山
国

『

」
「

―

9
文
学
」

一
九
九
五
年
三
月
）

「
『

』

」

大
石
加
奈
子
は

天
人
五
衰

研
究

結
末
の
謎

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
盲
点

―

10
（

阪
神
近
代
文
学
研
究
」

二
〇
〇
〇
年
七
月
）
に
お
い
て

『
天
人
五
衰
』
結
末
部

「

、

の
聡
子
に
つ
い
て

「<

①
の
聡
子>

―
本
多
の
精
神
空
間
に
映
っ
て
い
る
六
十
年
前
の

、

聡
子
の
映
像
（
転
生
者
を
知
っ
て
い
る

）<

②
の
聡
子>

―
月
修
寺
の
表
面
に
い
る

。

「
光
」
の
側
面
の
聡
子
（
転
生
者
を
知
ら
な
い

）<

③
の
聡
子>

―
月
修
寺
の
内
奥
に

。

い
る
「
暗
黒
の
海
」
の
聡
子
（
転
生
者
を
創
造
す
る

」
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る

。
）

が
、
転
生
を
決
定
不
可
能
な
も
の
と
し
、
本
多
の
認
識
に
基
づ
い
た
場
合
、
①
の
聡



子
が
③
の
聡
子
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「

転
生
者
を
創
造
す
る

」
役
割
を
負

（

）

っ
て
い
る
。

※

本
文
引
用
は
全
て
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集

『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全

』
、

13

』（

、

）

。

、

集

二
〇
〇
一
年
十
二
月

二
〇
〇
二
年
一
月

新
潮
社

に
拠
る

な
お
ル
ビ

14
傍
点
は
省
略
し
た
。

【
付
記
】

「

」

「
『

』

（

）

九
大
日
文

十
一
号
に
お
い
て
先
に
発
表
し
た
拙
論

豊
饒
の
海

試
論

１

聡
子
の
言
葉

『
天
人
五
衰
』
か
ら
『
春
の
雪
』
へ

」
で
取
り
上
げ
た
高

―

―

田
一
樹
氏
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

（
誤

「
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
偏
在
（
下

」

）

）

（
正

「
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
遍
在
（
下

」

）

）

著
者
の
高
田
氏
、
並
び
に
読
者
の
皆
様
に
は
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
修
士
課
程
二
年
）


