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漱
石
と
メ
リ
メ

1
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
け
る
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴

は
じ
め
に

高
木
雅
恵

　
俳
句
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

（
明
治
三
十
八
年
一
月
⊥
ご
十
九
年
八
月
）
は
、
丁
字
苦
紗
弥
邸
に
住
む
、

猫
で
あ
る
吾
輩
の
視
点
で
、
向
こ
う
三
軒
両
隣
で
起
こ
る
日
々
の
話
か
ら
、

遠
く
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
至
る
ま
で
、
苦
紗
弥
先
生
と
そ
こ
に
集
う
書
生
ら

と
の
話
を
中
心
に
、
古
今
東
西
、
時
間
も
空
間
も
広
き
に
渡
っ
て
描
か
れ
た

作
品
と
な
っ
て
い
る
。
珍
野
漆
紗
弥
の
友
で
あ
り
、
吾
輩
が
哲
学
者
と
す
る

八
木
独
仙
は
、
メ
リ
メ
（
団
噌
。
聲
鴇
竃
価
菖
§
価
P
一
Q
。
O
Q
。
・
H
◎
。
“
O
）
の
『
カ
ル
メ

ン
』
（
魯
き
偽
自
鳩
同
◎
◎
蔭
α
）
の
水
浴
場
面
を
用
い
て
、
「
習
慣
に
迷
は
さ
れ
の
御

話
し
」
を
説
い
て
い
る
。
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ル
メ
ン
が
作
品
内
で

初
め
て
描
写
さ
れ
る
場
面
で
あ
り
、
古
典
絵
画
と
し
て
多
く
の
画
家
が
描
い

て
い
る
「
デ
イ
ア
ナ
と
ニ
ン
フ
た
ち
の
水
浴
」
に
例
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る

箇
所
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
め
箇
所
を
中
心
に
漱
石
と
メ
リ
メ
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

一
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
け
る
独
仙

　
漱
石
は
、
第
＝
局
等
中
学
校
本
科
一
部
｝
年
の
明
治
二
十
二
年
人
月
に
、

『
心
』
（
大
正
三
年
）
の
背
景
に
も
な
る
房
総
旅
行
を
し
て
お
り
、
漢
文
で

紀
行
文
『
木
屑
録
」
を
書
い
て
い
る
（
｝
）
。
正
岡
子
規
に
批
正
を
求
め
て
書
い

た
も
の
で
、
共
に
旅
す
る
友
ら
は
皆
、
風
流
を
解
し
な
い
と
嘆
く
段
も
あ
る

↓
方
、
禅
を
談
じ
、
高
逸
な
る
友
に
つ
い
て
書
か
れ
た
段
が
あ
る
。
無
欲
で
、

仏
書
を
読
み
、
禅
寺
に
て
座
禅
し
、
悟
り
の
境
地
に
あ
る
友
、
大
愚
山
人
、

す
な
わ
ち
米
山
保
三
郎
と
比
べ
、
自
ら
は
凡
俗
で
恥
じ
入
る
こ
と
が
表
現
さ

れ
て
お
り
、
紀
行
文
に
も
間
わ
ら
ず
、
米
山
保
三
郎
に
つ
い
て
書
か
れ
た
、

珍
し
い
段
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
禅
の
悟
り
の
境
地
に
あ
る
友
、

米
山
保
三
郎
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
八
木
粗
鉱
と
し
て
散
文
で

表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
漱
石
が
英
文
学
へ
の
道
を
決
め
た
の
は
、
米
山

保
三
郎
に
よ
る
と
さ
れ
、
漱
石
の
親
し
い
友
で
あ
っ
た
が
、
漱
石
が
『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』
を
書
き
始
め
た
時
、
米
山
保
三
郎
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い

た
。
そ
の
亡
く
な
っ
た
米
山
保
三
郎
が
、
珍
野
苦
三
三
の
親
し
か
っ
た
友
、

亡
く
な
っ
た
曾
呂
峙
と
し
て
独
仙
に
先
立
ち
登
場
し
て
い
る
。

　
空
問
を
研
究
せ
る
天
然
居
士
の
肖
像
に
題
す

空
に
消
ゆ
る
鐸
の
ひ
ゴ
き
や
春
の
塔
　
　
漱
石
（
二
）

　
こ
の
句
は
、
亡
く
な
っ
た
米
山
保
三
郎
に
つ
い
て
漱
石
が
実
際
に
詠
．
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
空
間
を
研
究
し
て
い
た
米
山
保
三
郎

に
は
参
禅
の
経
験
が
あ
り
、
鎌
倉
の
円
覚
寺
か
ら
「
天
然
居
士
」
の
号
を
受
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け
て
い
た
。
作
品
に
お
い
て
珍
し
く
実
在
す
る
こ
の
号
が
用
い
ら
れ
、
珍
野

苦
紗
弥
の
親
し
か
っ
た
友
、
亡
く
な
っ
た
曾
謬
言
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

米
山
保
三
郎
の
実
際
の
号
で
あ
る
「
天
然
居
士
」
が
作
品
内
に
登
場
す
る
の

は
、
漱
石
が
句
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
珍
野
苦
紗
弥
が
曾
呂
崎
の
墓
碑
名

を
撰
し
て
い
る
箇
所
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
天
然
居
士
は
空
間
を
研
究
し
、
論
語
を
読
み
、
焼
芋
を
食
ひ
、
鼻

汁
を
垂
ら
す
人
で
あ
る
」
と
言
文
一
致
体
で
一
気
呵
成
に
書
き
流
し
た
。

（
三
）

　
こ
の
よ
う
に
、
珍
野
苦
胃
石
の
親
し
い
友
で
あ
る
曾
呂
崎
の
号
と
し
て
あ

る
「
天
然
居
士
」
は
（
四
）
、
漱
石
の
友
、
米
山
保
三
郎
の
実
際
の
号
「
天
然
居

士
」
と
重
ね
で
語
ら
れ
て
い
る
。
米
山
保
ミ
郎
は
、
八
木
無
二
と
し
て
登
場

す
る
前
に
「
天
然
居
士
」
曾
呂
崎
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
と
重
ね
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
は
実
在
し
た
「
天
然
居
士
」
を
作
晶
で
表
現
す
る
に
あ
た
り
、
「
言

文
一
致
」
に
よ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
言
文
一
致
」
は
二
葉
亭
四
迷

の
『
浮
雲
隔
（
明
治
二
十
年
）
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
、
ま
だ
新

し
い
表
現
方
法
で
あ
っ
た
。
二
葉
亭
四
迷
は
、
「
言
文
帰
致
」
に
際
し
、
落

語
を
手
本
と
し
て
書
く
こ
と
を
坪
内
逡
遥
に
勧
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

漱
石
も
新
た
な
散
文
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、
落
語
を
手
本
と
し
て
い
る
こ

’
と
を
、
「
天
然
居
士
」
を
表
現
す
る
上
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
箇
所
と
な
っ
て
い
る
が
、
落
語
の
影
響
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
第
三
章

に
譲
り
た
い
。

　
こ
う
し
て
「
天
然
居
士
」
曾
呂
騎
と
し
て
懐
古
さ
れ
る
米
山
保
三
郎
は
、

後
に
吾
輩
か
ら
「
哲
学
者
」
（
五
∀
と
さ
れ
て
登
場
す
る
が
、
自
ら
に
つ
い
て
は
、

先
ず
、
次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
僕
か
、
さ
う
さ
な
僕
な
ん
か
は
一
ま
あ
自
然
薯
位
な
所
だ
ら
う
。

長
く
な
っ
て
泥
の
中
に
埋
っ
て
る
さ
」
（
六
）

　
画
仙
は
自
ら
を
「
自
然
薯
・
」
と
し
、
長
く
な
っ
て
泥
の
中
に
埋
っ
て
い
る

と
表
現
し
て
い
る
。
月
日
を
重
ね
て
土
の
中
で
長
く
な
っ
て
い
る
自
然
薯
の

姿
か
た
ち
を
示
し
た
表
現
だ
が
、
そ
れ
と
共
に
、
土
の
申
に
埋
っ
て
い
る
、

つ
ま
り
、
亡
く
な
っ
て
埋
っ
て
い
る
、
即
ち
、
哲
学
者
独
仙
が
、
亡
く
な
っ

た
「
天
然
居
士
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
表
現
と
な

っ
て
い
る
。
哲
学
者
独
尊
は
、
「
天
然
居
士
｝
と
同
じ
く
米
山
保
三
郎
の
逸

話
と
重
ね
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
自
ら
が
示
す
こ
の
例
え
に
お
い
て
、
入
木

独
仙
が
「
天
然
居
士
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
吾
輩
か
ら
付
け
ら
れ
た
客
観
的
な
「
哲
学
者
」
に
対
し
て
、

自
ら
を
主
観
的
に
「
自
然
薯
」
と
し
た
上
で
、
長
く
な
っ
て
埋
っ
て
い
る
と

す
る
客
観
的
な
描
写
が
重
ね
ら
れ
、
存
在
に
お
け
る
主
観
・
客
観
．
が
曖
昧
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
自
然
…
薯
」
で
あ
り
「
天
然
居
士
」
で
も
あ
る
哲
学
者

独
仙
が
最
初
に
講
じ
る
の
は
、
東
西
に
お
け
る
心
の
あ
り
方
で
あ
り
、
自
ら

以
外
の
変
化
を
以
っ
て
解
決
す
る
西
洋
の
積
極
的
解
決
方
法
に
は
際
限
が

な
く
、
自
ら
以
外
の
状
態
を
「
変
化
さ
せ
て
満
足
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
の
が

目
本
の
文
明
で
あ
り
、
心
の
修
養
に
よ
る
東
洋
の
消
極
的
解
決
方
法
を
と
れ

ば
安
心
が
得
ら
れ
て
解
決
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
漱
石
が
「
東
西
ノ
開
化
」
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と
し
て
書
き
留
め
て
い
た
、
東
西
の
比
較
文
明
論
が
心
の
あ
り
方
で
示
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
七
）
。
哲
学
者
独
仙
ほ
、
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、

「
哲
学
者
」
で
あ
り
な
が
ら
、
西
洋
で
は
な
く
東
洋
に
お
け
る
心
の
あ
り
方

を
説
き
、
主
観
・
客
観
を
曖
昧
と
す
る
禅
の
立
場
を
と
り
、
禅
師
「
天
然
居

士
」
で
も
あ
る
「
哲
学
者
独
仙
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
漱
石
は
、
明
治
二
十
七
年
末
か
ら
二
十
八
年
に
か
け
て
、
米
山
保
三
郎
が

「
天
然
居
士
」
の
号
を
頂
い
た
鎌
倉
の
円
覚
寺
に
参
禅
し
て
お
り
、
参
禅
を

勧
め
た
菅
虎
雄
の
菩
提
寺
で
あ
る
久
留
米
の
梅
林
寺
で
は
、
僧
侶
の
講
じ
る

『
碧
三
三
』
の
提
唱
に
耳
を
傾
け
る
自
ら
に
つ
い
て
句
を
詠
ん
で
も
い
る
（
八
）
。

漱
石
は
、
後
に
禅
は
知
ら
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
（
九
）
、
こ
の
時
期
の
漱
石

に
禅
の
影
響
は
少
な
く
な
い
。
作
品
に
は
禅
語
が
溢
れ
て
お
り
、
「
超
然
と

し
て
出
世
間
的
」
（
＋
∀
と
表
現
さ
れ
、
「
天
然
居
士
」
で
も
あ
る
独
仙
は
、
禅

の
言
葉
で
語
り
語
ら
れ
て
い
る
（
＋
こ
。
哲
学
者
独
仙
は
美
学
三
三
亭
の
よ
う

に
出
鱈
目
を
言
う
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
講
演
と
称
し
て
落
語
を
語
っ
た
り
、

鼠
に
鼻
の
頭
を
か
じ
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
大
地
震
の
時
に
二
階
か
ら
飛
び
降

り
る
無
謀
な
行
動
に
出
て
皆
の
失
笑
を
買
っ
た
際
に
は
、
禅
の
心
で
成
し
得

た
と
し
て
禅
語
で
言
い
訳
す
る
な
ど
、
米
山
保
三
郎
の
滑
稽
な
逸
話
と
重
ね

て
描
か
れ
て
お
り
、
漱
石
が
参
禅
し
た
時
に
知
り
得
た
、
厳
し
い
の
み
で
は

な
い
、
滑
稽
な
面
を
持
つ
弓
隠
禅
師
の
よ
う
な
禅
の
世
界
観
に
よ
り
描
か
れ

て
い
る
（
＋
二
）
。
哲
学
者
一
三
は
、
漱
石
の
作
品
創
出
の
も
と
に
あ
る
、
『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』
を
発
表
し
た
山
回
で
、
正
岡
子
規
が
提
唱
し
て
い
た
判
山
」

（
＋
三
v
、
す
な
わ
ち
落
語
に
お
け
る
落
ち
の
あ
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
「
木
屑
録
」
に
お
い
て
禅
を
談
じ
る
友
、
大
愚
山
人
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い
た
米
山
保
三
郎
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
、
珍
野
薄
紗
弥
の

友
、
禅
師
「
天
然
居
士
」
曾
呂
崎
と
し
て
、
ま
た
「
哲
学
者
独
仙
」
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
珍
野
羅
紗
弥
の
友
、

哲
学
者
独
仙
が
語
る
メ
リ
メ
の
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
け
る
水
浴
場
面
に
つ
い

て
、
次
に
確
認
し
た
い
。

二
、
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
け
る
水
浴

　
メ
リ
メ
の
『
カ
ル
メ
ン
』
は
、
逸
話
を
も
と
に
作
品
化
す
る
こ
と
を
得
意

と
し
た
メ
リ
メ
が
、
ス
ペ
イ
ン
を
旅
行
し
た
際
に
、
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
モ
ン

テ
ィ
ー
ホ
伯
爵
夫
人
か
ら
貰
い
受
け
た
資
料
を
も
と
に
し
た
作
品
と
さ
れ

て
い
る
（
＋
四
∀
。
物
語
は
、
メ
リ
メ
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
考
古
学
者
が
、
ジ
ュ

リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
（
カ
エ
サ
ル
）
の
「
ム
ン
ダ
の
古
戦
場
」
に
関
す
る
調

査
旅
行
で
コ
ル
ド
ヴ
ア
を
訪
れ
た
時
に
、
ド
ン
・
ホ
セ
か
ら
聞
い
た
カ
ル
メ

ン
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
物
語
の
構
造
は
入
れ
子
構
造
で
あ
り
、

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
同
じ
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

　
コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
水
浴
場
面
は
、
カ
ル
メ
ン
が
初
め
て
描
写
さ
れ
る
場
面
で

あ
り
、
古
典
絵
画
と
し
て
多
く
の
画
家
が
描
い
た
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神

話
に
あ
る
「
デ
ィ
ア
ナ
（
ア
ル
テ
ミ
ス
）
と
ニ
ン
フ
た
ち
の
水
浴
」
に
例
え

て
表
現
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
メ
リ
メ
は
風
景
描
写
を
苦
手
と
し
て
お

り
、
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
け
る
コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
風
景
も
、
実
際
に
訪
れ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
風
景
描
写

を
そ
の
ま
ま
借
り
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
＋
五
）
。
カ
ル
メ
ン
が
作
品
内
で
初

め
て
描
写
さ
れ
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
絵
画
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
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「
デ
イ
ア
ナ
と
ニ
ン
フ
た
ち
の
水
浴
」
が
示
さ
れ
、
細
か
な
表
現
を
免
れ
る

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
カ
ル
メ
ン
』
は
、
メ
リ
メ
の
最
初
の
ス
ペ
イ
ン
旅
行
で
得

た
知
見
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
旅
行
の
主
な
目
的
の

一
つ
に
、
美
術
研
究
を
し
て
い
た
父
の
依
頼
に
よ
る
マ
ド
リ
ッ
ド
の
美
術
館

の
訪
問
、
現
在
の
プ
ラ
ド
美
術
館
の
訪
問
が
あ
っ
た
。
メ
リ
メ
は
美
術
館
の

印
象
記
に
、
特
に
気
に
入
っ
た
作
品
と
し
て
、
特
別
室
に
展
示
さ
れ
て
い
た

ル
ー
ペ
ン
ス
の
「
カ
リ
ス
ト
ー
（
ニ
ン
フ
）
の
衣
を
と
ら
せ
る
デ
ィ
ア
ナ
」
、

ま
た
、
「
サ
テ
ユ
ロ
ス
に
驚
く
ニ
ン
ブ
た
ち
」
を
挙
げ
て
い
る
（
＋
六
）
。
ギ
リ
シ

・
ヤ
・
ロ
ー
マ
神
話
に
お
い
て
、
デ
イ
ア
ナ
（
ア
ル
テ
ミ
ス
）
は
男
性
を
全
く

近
づ
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
来
、
男
性
た
ち
は
決
し
て
目
に

す
る
こ
と
の
出
来
な
い
デ
イ
ア
ナ
の
水
浴
で
あ
る
は
ず
が
、
絵
画
と
し
て
表

現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
観
賞
し
得
る
も
の
と
な
り
、
絵
画
芸
術
の
も
と
に
、

本
来
あ
る
神
話
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
逆
の
現
象
が
起
き
る
作
品
と
な

っ
て
い
る
。
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
い
て
も
、
女
性
た
ち
の
水
浴
は
男
性
た
ち

が
い
く
ら
目
を
凝
ら
し
て
も
決
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
夕
刻
の
祈

り
の
時
を
知
ら
せ
る
晩
鐘
の
鐘
の
音
と
共
に
女
性
た
ち
が
水
浴
を
す
る
習

慣
に
目
を
付
け
た
悪
戯
好
き
な
男
性
た
ち
が
、
日
の
暮
れ
る
時
刻
よ
り
も
早

く
に
鐘
を
鳴
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
あ
た
か
も
絵
画
作
品
の
「
デ
イ
ア
ナ

と
ニ
ン
フ
た
ち
の
水
浴
」
の
ご
と
く
、
本
来
決
し
て
目
に
す
る
こ
と
の
出
来

な
い
水
浴
を
目
に
し
得
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
カ
ル
メ
ン
』
の
語
り

手
で
あ
る
歴
史
学
者
は
、
生
憎
、
水
浴
を
目
に
す
る
幸
運
に
は
恵
ま
れ
な
か

っ
た
が
、
唯
一
、
「
猫
」
で
あ
れ
ば
そ
の
水
浴
を
は
っ
き
り
と
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
＋
七
）
。
漱
石
は
こ
の
場
面
に
注
目
し
、
英
語
版

の
蔵
書
に
下
線
の
書
き
込
み
を
し
、
作
品
に
用
い
る
に
至
っ
て
い
る
（
＋
八
）
。

こ
の
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
け
る
コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
水
浴
場
面
を
、
漱
石
が
ど
の

よ
う
に
作
品
に
用
い
て
い
る
の
か
を
以
下
で
は
確
認
し
た
い
。

8
三
、
漱
石
に
お
け
る
東
と
西

「
習
慣
に
迷
は
さ
れ
の
御
話
し
」
の
東
と
西

　
漱
石
が
蔵
書
に
下
線
を
引
き
、
「
奇
」
と
書
き
込
み
を
し
、
資
料
と
し
て

書
き
写
し
て
い
る
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
揚
面
は
、
哲
学
者
独
仙
が
語
る
、

西
洋
の
習
慣
に
よ
る
根
本
原
理
が
喪
失
す
る
例
え
話
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
先
に
見
た
、
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
場
面
に
等
し
く
、
コ
ル
ド
ヴ
ア

で
の
「
鐘
の
音
」
に
よ
る
習
慣
の
話
と
な
っ
て
お
り
、
日
暮
れ
の
鐘
溺
お
寺

で
鳴
る
と
、
女
た
ち
が
水
に
入
っ
て
水
泳
を
す
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る

日
、
誤
っ
た
鐘
の
音
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
女
た
ち
は
習
慣
に
よ
り
、

明
る
い
う
ち
に
水
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
『
カ
ル
メ
ン
』

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
習
慣
に
よ
る
過
ち
の
話
が
示
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
に
お

い
て
「
鐘
の
音
」
は
祈
り
の
場
で
あ
る
教
会
で
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

目
本
に
お
い
て
も
「
鐘
の
音
」
は
煩
悩
と
共
に
あ
り
、
お
寺
で
鳴
ら
さ
れ
る
。

漱
石
は
、
「
鐘
の
音
」
を
お
寺
の
鐘
と
し
て
「
天
然
居
士
」
で
も
あ
り
禅
を

講
じ
る
独
仙
に
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
独
仙
に
よ
る
西
洋
の
「
，
眼
前
の
習
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
あ
り
が
た
　

に
迷
は
さ
れ
の
御
話
し
」
は
、
美
学
者
愚
亭
に
よ
っ
て
「
難
嫌
い
御
説
教
』

と
さ
れ
（
＋
九
）
、
書
髭
が
禅
僧
と
し
て
禅
寺
で
の
お
説
教
、
『
碧
実
録
』
提
唱
の
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位
置
で
語
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
上
で
、
続
い
て
美
学
者
迷
亭
が
詐
欺

師
の
小
説
を
挙
げ
、
身
近
な
「
お
金
」
の
話
に
よ
り
独
仙
と
同
じ
く
「
習
慣

に
迷
は
さ
れ
の
御
話
し
」
を
す
る
。
漱
石
は
、
同
じ
テ
ー
マ
で
哲
学
者
独
特

に
西
洋
の
『
鐘
の
音
」
の
話
を
語
ら
せ
、
対
し
て
、
美
学
者
迷
亭
に
身
近
な

「
お
金
」
の
話
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
鐘
の
音
」
と
「
お
金
」
と
で

音
が
揃
え
ら
れ
、
洋
の
東
西
の
「
習
慣
に
迷
は
さ
れ
の
御
話
し
」
は
、
日
本

を
落
ち
と
し
た
落
語
の
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

口
水
浴
の
東
と
西
．
1
芸
術
表
現
に
よ
る
逆
転

　
『
カ
ル
メ
ン
』
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
地
方
色
を
大
切
に
し

た
ロ
マ
ン
主
義
者
メ
リ
メ
に
よ
り
、
ス
ペ
イ
ン
の
コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
風
俗
・
風

習
が
示
さ
れ
た
作
品
で
も
あ
る
、
漱
石
は
そ
の
風
俗
・
風
習
を
、
多
少
衣
を

着
せ
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
各
地
に
伝
わ
る
風
俗
・
風
習
が

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
，
し
て
、
古
．
く
は
『
風
土
記
』
の
類
が
あ
る
淋
、
こ
れ

ら
の
記
録
文
書
と
は
異
な
り
、
大
衆
を
読
者
と
し
た
も
の
と
し
て
、
江
戸
時

代
に
は
草
双
紙
、
笑
い
話
が
あ
っ
た
。
漱
石
は
こ
の
草
双
紙
と
『
カ
ル
メ
ン
』

と
を
比
べ
て
見
て
い
る
（
二
＋
）
。
古
典
・
古
伝
説
に
よ
つ
で
筋
が
立
て
ら
れ
る

草
双
紙
に
始
ま
る
黄
表
紙
は
、
「
浮
世
」
や
「
風
流
」
老
い
っ
た
題
名
を
冠

し
、
社
会
世
相
に
触
れ
、
現
実
感
渉
あ
る
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
洒
落
本
の

草
双
紙
化
と
も
さ
れ
る
も
の
に
恋
川
奉
呈
の
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
が
あ
り
、

近
世
町
人
の
写
実
的
文
学
が
見
ら
れ
る
と
し
て
評
価
さ
れ
三
＋
こ
、
森
慮
外

等
が
明
治
三
十
六
年
四
・
六
月
号
の
『
萬
年
艸
』
に
お
い
て
注
釈
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
広
く
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
二
＋
二
）
。
「
金
や
ん
先
生
」

と
呼
ぶ
門
下
生
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
漱
石
は
、
滑
稽
な
「
金
々
先
生
」
に

自
ら
を
重
ね
苦
紗
弥
先
生
を
表
現
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
一
方
、

江
戸
時
代
に
は
一
千
種
に
及
ぶ
笑
話
本
が
出
版
さ
れ
て
い
た
（
二
＋
三
）
。
語
り

手
が
正
式
な
文
学
と
考
え
て
い
な
い
た
め
伝
統
的
な
文
学
観
の
支
配
を
受

け
ず
、
清
新
な
見
方
で
自
由
に
口
語
調
の
文
体
・
語
り
口
を
発
揮
し
、
時
代

性
を
強
く
反
映
し
た
許
し
家
・
落
語
家
を
生
む
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
二

＋
四
）
。
こ
れ
ら
江
戸
期
の
読
み
物
の
特
徴
は
い
ず
れ
も
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

の
表
現
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
水
浴
に
対
し
て
、
漱

石
は
月
本
女
性
の
水
浴
び
を
、
寒
月
が
考
案
し
た
俳
句
劇
、
俳
劇
（
二
＋
五
）
に

よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。

「
行
水
の
女
に
惚
れ
る
烏
か
な
」
（
二
＋
六
）

　
こ
の
句
は
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
十
八
年
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、

高
濱
虚
子
の
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
明
治
三
十
七
、
八
年
頃
の
漱
石
の
『
断
片

二
五
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
「
○
喜
劇
、
行
永
ノ
量
目
惚
れ
る
烏
か
な
」

と
あ
り
、
子
規
の
提
唱
し
た
「
山
」
を
創
る
こ
と
が
得
意
で
は
な
か
っ
た
虚

子
に
お
い
て
は
珍
し
く
漱
石
に
「
喜
劇
」
を
認
め
ら
れ
た
句
で
あ
る
。
そ
の

句
が
寒
月
に
よ
る
俳
劇
を
成
す
句
と
な
り
、
作
品
内
で
表
現
さ
れ
、
「
山
」

の
役
割
を
虚
子
の
句
が
担
う
形
と
な
っ
て
い
る
。
舞
台
の
真
中
に
柳
を
一
本

植
え
付
け
、
枝
に
烏
を
一
羽
と
ま
ら
せ
、
そ
の
下
に
行
水
盤
を
置
き
、
美
人

が
横
向
き
に
手
拭
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
俳
人
高
濱
虚
子
が
現
れ
、
大
声

で
句
を
朗
吟
し
、
幕
を
引
く
と
さ
れ
る
俳
劇
に
は
三
＋
七
）
、
行
水
と
い
う
三
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戸
期
の
風
俗
・
風
習
溺
日
本
独
自
の
俳
句
で
表
現
さ
れ
、
俳
句
そ
の
も
の
が

作
品
内
で
詠
ま
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
場
面
で
用

い
ら
れ
て
い
る
古
典
絵
画
と
同
じ
く
、
表
現
方
法
の
異
な
る
芸
術
が
、
作
品

内
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
書
生
ら
の
議
論
に
上
る
の
は
、
句
に
詠
ま
れ
た
行
水
を
す
る
女
性

の
裸
体
と
な
っ
て
い
る
。
時
に
裸
体
画
が
風
俗
錯
乱
と
騒
が
れ
、
明
治
三
十

三
年
、
「
白
馬
会
」
（
二
＋
人
）
の
展
覧
会
に
お
け
る
黒
田
清
輝
の
裸
体
画
が
警
察

に
よ
り
一
部
三
布
で
覆
わ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
ハ
ニ
＋
九
）
。
そ
の

時
期
に
、
裸
体
が
作
品
内
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
寺
田
寅

彦
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
寒
月
は
、
芸
術
の
名
の
も
と
で
あ
れ
ば
演
劇
で
も
絵

画
で
も
裸
体
は
許
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
漱
石

は
裸
体
画
に
つ
い
て
は
、

　
裸
体
画
は
累
々
と
し
て
陳
列
せ
ら
る
》
を
見
る
は
奇
異
の
現
象
に

あ
ら
ず
し
で
何
ぞ
。
（
三
＋
〉

と
し
て
お
り
、
日
本
で
の
裸
体
画
の
展
示
に
否
定
的
で
あ
る
が
、
裸
体
表
現

そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
裸
体
表
現
は
ギ
リ
シ
ャ
に
端
を

発
す
る
西
洋
の
芸
術
で
あ
り
、
道
徳
的
な
面
と
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
し
て
い
る
（
三
＋
一
〉
。
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
の

「
デ
イ
ア
ナ
と
ニ
ン
フ
た
ち
の
水
浴
」
に
例
え
ら
れ
る
場
面
を
自
ら
の
作
品

に
用
い
る
に
際
し
、
裸
体
の
話
題
を
好
む
東
風
に
「
詩
的
で
す
ね
」
（
三
＋
二
v

と
言
わ
せ
て
い
る
。

　
さ
て
、
『
カ
ル
メ
ン
昂
で
は
水
浴
を
目
に
し
得
る
の
は
「
猫
」
で
あ
り
、

虚
子
の
句
に
お
い
て
は
「
烏
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
害
毒
の
観
賞
者
は
美
人

の
裸
体
を
目
に
し
得
る
位
置
に
あ
り
、
同
時
に
作
品
内
に
お
け
る
劇
中
劇
と

し
て
、
読
者
は
観
賞
者
と
同
じ
く
裸
体
を
目
に
し
得
る
立
場
に
置
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ナ
の
水
浴
の
絵
画
と

観
賞
者
、
そ
れ
を
入
れ
子
構
造
と
し
て
目
に
す
る
読
者
の
位
置
と
同
じ
構
図

が
俳
劇
に
よ
っ
て
作
品
内
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
カ
ル
メ
ン
隠
に
お
け
る
水
浴
場
面
の
表
現
に
用
い
ら
れ
、

メ
リ
メ
が
マ
ド
リ
ッ
ド
の
美
術
館
で
実
際
に
目
に
し
て
い
る
ル
ー
ペ
ン
ス

に
よ
る
デ
イ
ア
ナ
の
絵
画
作
品
は
、
観
賞
す
る
た
め
に
特
別
料
金
を
支
払
う

必
要
の
あ
る
特
別
室
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
特
別
室
に
は
、
当
時
問
題

と
さ
れ
て
い
た
裸
体
画
溝
集
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
メ
リ
メ
が
特
に
気

に
入
っ
た
作
品
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
ル
ー
ペ
ン
ス
に
よ
る
デ
イ
ア
ナ

と
ニ
ン
フ
た
ち
の
作
品
で
あ
っ
た
。
メ
リ
メ
が
『
カ
ル
メ
ン
』
を
描
い
た
十

九
世
紀
当
時
、
ス
ペ
イ
ン
王
室
が
管
理
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド
の
美
術
館
に
お
い

て
、
裸
体
画
は
一
般
展
示
と
し
て
は
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

同
じ
問
題
が
、
漱
石
が
作
品
を
執
筆
し
て
い
た
明
治
期
の
旧
本
に
お
い
て
、

黒
田
清
輝
の
裸
体
画
を
巡
っ
て
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
漱
石
は
黒
田

清
輝
の
絵
画
が
展
示
さ
れ
て
い
る
「
白
馬
会
」
の
展
覧
会
を
観
賞
し
て
い
る

が
、
「
白
馬
会
」
観
賞
に
漱
石
を
誘
っ
て
い
る
の
は
、
俳
劇
を
考
案
し
て
い

る
寒
月
の
モ
デ
ル
で
あ
る
寺
田
寅
彦
で
あ
っ
た
。
漱
石
と
メ
リ
メ
、
い
ず
れ

も
絵
画
を
介
し
て
芸
術
に
お
け
る
風
俗
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
一
方
は
、
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
、
も
う
一
方
は
、
十
九
世
紀

の
西
洋
に
お
い
て
、
似
た
状
況
下
で
芸
術
表
現
を
追
求
し
て
い
る
と
見
な
せ

る
の
で
あ
る
。
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漱
石
は
芸
術
の
名
の
も
と
に
あ
る
裸
体
表
現
を
、
西
洋
は
独
仙
に
よ
る
メ

リ
メ
の
作
品
に
よ
り
て
、
も
う
一
方
を
寒
月
の
俳
劇
に
お
け
る
虚
子
の
俳
句

に
よ
っ
て
作
品
内
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
風
俗
に
お
い
て
漱
石
は

メ
リ
メ
と
同
じ
構
図
、
視
点
及
び
立
場
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。日

公
衆
浴
場
に
お
け
る
東
と
西

　
『
カ
ル
メ
ン
』
で
は
「
デ
ィ
ア
ナ
と
ニ
ン
フ
た
ち
の
水
浴
」
に
例
え
て
、

コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
公
衆
浴
場
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
で
公
衆

浴
場
に
相
当
す
る
も
の
に
銭
湯
が
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
に
よ
る
と
、
銭
湯
好

き
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
漱
石
は
（
三
＋
三
）
、
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』
（
文
化

六
年
）
に
倣
り
て
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
け
る
銭
湯
の
男
湯
場
面
を

描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
浮
世
風
呂
』
は
式
亭
三
馬
が
三
笑
亭
可
楽
の
落

語
を
聞
き
、
男
湯
か
ら
書
き
始
め
た
と
さ
れ
て
お
り
、
獄
道
舎
一
九
の
膝
栗

毛
も
の
に
対
し
、
三
馬
は
気
質
も
の
と
さ
れ
、
型
に
は
ま
っ
た
人
物
特
有
の

趣
味
、
性
癖
、
嗜
好
な
ど
を
摘
出
し
、
類
型
的
な
人
物
を
写
実
的
に
描
く
手

法
で
知
ら
れ
、
『
酩
酊
気
質
』
で
初
め
て
そ
れ
を
試
み
、
描
き
分
け
た
と
さ

れ
て
い
る
（
三
＋
四
）
。
漱
石
は
、
第
一
話
で
、
現
在
も
落
語
の
枕
に
使
わ
れ
る
、

「
塀
が
で
き
た
ん
だ
っ
て
ね
え
」
「
へ
え
一
を
も
じ
つ
た
「
へ
」
を
「
厩
」

と
し
た
話
を
示
し
て
お
り
、
吾
輩
が
盗
む
秋
刀
魚
を
、
「
三
馬
」
（
三
＋
五
）
と
表

現
し
て
い
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
を
類
型
的
に
描
き
、
作
品
全
般
に
渡
っ
て

登
場
す
る
美
学
者
を
「
酩
酊
」
な
ら
ぬ
「
迷
亭
」
と
し
て
設
定
し
た
の
は
、

こ
の
式
亭
三
馬
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
，

　
『
浮
世
風
呂
』
は
、
先
に
見
た
草
双
紙
・
笑
い
話
の
特
徴
を
持
ち
、
江
戸

の
文
化
・
風
俗
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
滑
稽
本
で
あ
る
が
、
江
戸
に
限
ら
ず
、

『
枕
草
子
』
（
三
＋
六
）
を
始
め
と
し
て
、
『
万
葉
集
』
『
古
今
集
』
か
ら
『
宇
津

保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
平
家
物
語
』
に
至
る
古
典
文
学
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

ま
た
、
江
戸
に
も
た
ら
さ
れ
る
目
本
各
地
の
文
化
・
風
俗
と
し
て
、
関
西
の

方
言
（
三
＋
七
〉
か
ら
室
町
時
代
の
御
所
に
始
ま
る
女
房
言
葉
（
三
＋
人
）
、
そ
し
て
、

各
地
の
名
所
や
名
産
品
な
ど
（
三
＋
九
）
、
日
本
全
国
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
・
風
俗

が
滑
稽
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
章
双
紙
・

笑
い
話
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
日
本
に
留
ま
ら
ず
、

『
イ
リ
ア
ス
』
か
ら
『
老
子
』
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
デ
カ
ル
ト
、

ニ
ー
チ
ェ
、
晴
代
の
仙
人
ま
で
、
ま
た
、
バ
ズ
カ
ル
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻

の
話
（
四
＋
）
か
ら
芋
坂
下
の
羽
二
重
団
子
（
四
王
）
な
ど
、
古
今
東
西
に
渡
る
文

化
・
風
俗
が
広
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
風
俗

も
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
浮
世
風
呂
』
に
見
ら
れ
る
江
戸
期
の
日
本

の
文
化
・
風
俗
の
枠
を
古
今
東
西
に
広
げ
、
文
明
開
化
し
た
明
治
の
時
代
を

描
い
た
作
品
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
男
湯
場
面
に
お
い
て
、
衣
服
に
よ
る
社
会

性
が
裸
体
と
な
る
こ
と
で
失
わ
れ
る
こ
と
は
二
大
奇
観
」
（
四
＋
二
）
と
さ
れ
、

そ
の
裸
体
が
銭
湯
に
溢
れ
で
い
る
こ
と
が
「
奇
観
」
（
四
＋
三
）
と
さ
れ
て
い
る
。

漱
石
浴
蔵
書
の
『
カ
ル
メ
ン
』
に
「
奇
」
と
書
き
込
ん
で
い
る
の
は
、
西
洋

の
公
衆
浴
場
、
コ
ル
ド
ヴ
ァ
に
お
け
る
水
浴
の
揚
面
で
あ
る
。
漱
石
の
男
湯

は
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
に
見
た
よ
う
に
「
奇
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ

の
「
奇
」
と
さ
れ
て
い
る
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
の
場
面
は
、
『
浮
世
風
呂
』

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
『
浮
世
風
呂
』
は
、
賢
者
も
愚
者
も
、
邪
な
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る
者
も
正
し
い
者
も
、
貧
し
き
者
も
富
め
る
者
も
如
何
な
る
者
で
あ
っ
て
も

裸
に
な
る
銭
湯
に
学
ぶ
教
え
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
冒
頭
部
に
示

さ
れ
て
い
る
が
（
四
＋
四
）
、
漱
石
は
『
カ
ル
メ
ン
』
に
お
け
る
水
浴
の
場
面
を

用
い
る
に
あ
た
っ
て
、
原
作
に
は
な
い
「
貴
賎
老
若
の
別
な
く
」
（
四
＋
五
）
と

し
て
、
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』
の
表
現
で
示
し
て
い
る
。

　
古
川
久
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
落
語
を
見
て
い
る
が
、
執
筆
に
際

し
て
、
漱
石
の
頭
の
中
に
既
に
あ
っ
た
も
の
を
作
品
に
し
て
い
る
と
述
べ
て

い
る
（
四
＋
六
∀
。
漱
石
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
書
く
に
あ
た
り
、
『
浮
世
風

呂
』
の
西
洋
版
で
あ
る
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
場
面
を
す
で
に
見
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
『
浮
世
風
呂
隔
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
吾
輩
」
が
何
故
「
猫
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
問

題
に
は
諸
説
あ
る
が
（
四
＋
七
）
、
『
カ
ル
メ
ン
』
の
コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
水
浴
場
面
に

お
け
る
「
猫
」
の
視
点
に
よ
り
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
書
か
れ
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
、
英
国
留
学
か
ら
帰
国
し
た
も
の
の
気
の
晴
れ

な
い
漱
石
に
高
濱
虚
子
が
執
筆
を
勧
め
て
書
き
始
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

同
じ
く
漱
石
を
気
遣
っ
た
寺
田
寅
彦
は
明
治
三
十
六
年
の
秋
に
第
八
回
「
白

馬
会
」
の
展
覧
会
に
誘
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
漱
石
は
日
本
の
神
話
に
題
材
を

得
た
『
黄
泉
比
良
坂
』
を
始
め
と
し
た
青
木
繁
の
作
品
と
運
命
的
な
出
会
い

を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
愈
＋
八
）
。
『
そ
れ
か
ら
』
（
明
治
四
十
二
年
）
で
は
、

青
木
繁
の
『
わ
だ
っ
み
の
い
ろ
こ
の
宮
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
挿
絵
に
も
青

木
繁
の
『
混
沌
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
英
国
留
学
か
ら
帰
国
し
た
漱
石
は
、

「
白
馬
会
」
に
お
い
て
、
日
本
の
創
始
の
物
語
で
あ
る
『
古
事
記
』
の
神
話

を
西
洋
の
技
法
で
表
現
し
た
青
木
繁
の
作
品
に
出
会
い
、
和
魂
洋
才
を
絵
画

芸
術
に
よ
っ
て
表
現
し
た
青
木
繁
に
倣
っ
て
、
自
ら
も
文
学
世
界
、
に
お
い
て

『
古
事
記
』
の
神
話
を
も
と
に
、
填
た
な
文
学
世
界
と
し
て
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
を
書
き
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
序
文
冒
頭
部
は
、

　
臣
安
萬
侶
言
。

＋
九
〉

夫
、
竃
元
既
凝
、
気
象
未
レ
敷
。
無
レ
名
無
レ
爲
。
（
四

と
あ
り
、
先
ず
語
り
手
が
太
安
万
侶
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
次
に
「
歯
元
」

と
い
う
「
混
沌
」
の
元
気
が
来
て
お
り
、
形
も
質
も
な
く
名
も
無
く
爲
も
無

い
、
全
て
が
混
沌
と
し
た
天
地
万
物
の
元
始
の
あ
り
様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
冒
頭
部
は
、

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。
｛
五
＋
）

と
あ
り
、
吾
輩
で
あ
る
「
猫
」
は
、
『
古
事
記
』
冒
頭
部
に
お
け
る
太
安
万

侶
の
位
置
に
等
し
く
、
物
語
の
語
り
手
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
続
く
『
古

事
記
』
の
「
無
レ
名
」
は
全
て
が
混
沌
と
し
た
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
位
置
で
漱
石
は
「
名
前
は
ま
だ
無
い
」
と
し
て
い
る
。
夏
目
家
の
猫
に

は
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
だ
が
、
名
の
無
い

こ
と
が
作
品
冒
頭
部
の
『
古
事
記
』
の
「
無
レ
名
」
の
位
置
で
表
現
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
と
ん
　

い
る
。
次
い
で
改
行
二
文
目
に
、
漱
石
は
、
「
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
頓
と

見
当
が
つ
か
ぬ
。
」
（
五
＋
こ
と
し
、
「
混
沌
」
と
音
が
重
な
る
「
頓
」
に
よ
り
、
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物
語
を
語
る
吾
輩
の
出
生
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
せ
ず
曖
昧
で
混
沌
と

し
て
い
る
こ
と
を
作
品
の
冒
頭
部
で
示
し
て
い
る
。
『
古
事
記
』
序
文
は
第

三
段
ま
で
だ
が
、
そ
こ
で
太
安
万
侶
は
稗
田
阿
礼
の
諸
ん
じ
る
言
葉
を
文
章

に
す
る
こ
と
の
難
し
さ
に
つ
い
て
示
し
て
お
り
、
最
後
は
上
表
文
の
末
尾
慣

用
句
で
あ
る
「
頓
首
頓
首
」
（
五
＋
二
）
で
終
え
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
作
品
の
冒

頭
二
文
は
『
古
事
記
』
序
文
と
重
な
る
表
現
と
な
つ
で
い
る
。
こ
の
時
期
、

青
木
繁
に
よ
り
漱
石
の
『
古
事
記
』
に
対
す
る
意
識
は
小
さ
く
な
か
っ
た
が
、

明
治
期
の
教
育
に
、
日
本
創
始
の
物
語
で
あ
る
神
話
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
『
古
事
記
』
は
、
天
皇
の
詔
，
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
序
文
に
、
「
朕

聞
」
（
五
＋
三
）
と
あ
る
。
『
古
事
記
』
は
「
朕
」
に
つ
い
て
の
話
で
あ
り
、
太
安

万
侶
が
稗
田
阿
礼
の
語
る
言
葉
を
文
章
に
置
き
換
え
、
語
り
手
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
、
珍
野
馬
紗
弥
を
中
心
と
す

る
話
を
、
吾
輩
が
語
り
手
の
立
場
と
な
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
「
珍

野
苦
紗
弥
」
は
「
朕
の
ク
シ
ャ
ミ
」
の
よ
う
な
作
品
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
田
寅
彦
の
誘
い
に
よ
り
、

青
木
繁
の
作
品
と
出
会
っ
た
漱
石
は
、
『
古
事
記
』
に
倣
っ
て
、
太
安
万
侶

が
「
朕
」
の
出
来
事
を
苦
労
し
て
文
章
化
し
た
如
く
、
吾
輩
が
「
朕
」
な
ら

ぬ
「
落
款
苦
紗
弥
」
の
周
り
で
起
こ
る
出
来
事
を
、
文
明
開
化
し
た
明
治
期

に
、
乾
た
な
文
学
世
界
と
し
て
表
現
し
た
も
の
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で

あ
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
よ
っ
て
、
『
古
事
記
』
の
「
太
安
万
侶
」
の
位
置
に
あ
る
『
カ
ル
メ
ン
』

の
「
猫
」
の
視
点
か
ら
、
『
浮
世
風
呂
』
に
倣
っ
て
書
き
始
め
ら
れ
た
の
が

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
あ
る
と
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
珍
野
苦
紗
弥
と
そ
の
友
、
書
生
た
ち
が
描
か
れ
た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

は
、
和
辻
哲
郎
に
よ
る
と
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ロ
ン
に
例
え
ら
れ
て
い
る
（
五
＋
四
）
。

苦
紗
弥
先
生
の
サ
ロ
ン
で
、
哲
学
者
独
仙
が
話
す
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
場

面
を
中
心
．
に
考
察
し
て
き
た
が
、
独
仙
に
よ
る
西
洋
の
「
鐘
の
音
」
の
習
慣

の
話
に
対
し
て
、
美
学
者
迷
亭
は
身
近
な
「
お
金
」
の
習
慣
に
つ
い
て
話
し
、

裸
体
風
俗
に
お
い
て
は
、
寒
月
が
行
水
を
詠
ん
だ
俳
句
の
劇
を
展
開
し
、
公

衆
浴
場
に
つ
い
て
は
、
吾
輩
が
銭
湯
の
男
湯
を
観
察
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、

日
本
の
文
化
が
、
正
岡
子
規
の
提
唱
し
た
「
山
」
、
す
な
わ
ち
落
語
の
落
ち

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ロ

マ
ン
主
義
者
と
し
て
、
メ
リ
メ
が
固
有
の
習
慣
・
風
俗
を
『
カ
ル
メ
ン
』
で

示
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
…
漱
石
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
、
黄

表
紙
や
笑
話
本
、
ま
た
落
語
を
も
と
に
し
た
江
戸
の
流
儀
で
、
西
洋
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
様
々
な
文
化
を
明
治
の
時
代
に
紹
介
し
て
い
る
。
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
に
お
け
る
『
カ
ル
メ
ン
』
の
水
浴
場
面
は
、
哲
学
者
独
仙
と
美
学

者
面
革
と
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
分
か
り
や
す
い
落
語
の
図
式
を
構
成
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
く
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
陣
と
『
カ
ル
メ
ン
』
と
を
比
較

し
て
み
る
と
、
物
語
の
入
れ
子
構
造
、
作
品
内
の
異
な
る
芸
術
表
現
、
芸
術

表
現
に
よ
る
逆
転
現
象
、
裸
体
を
目
に
す
る
「
猫
偏
の
視
点
な
ど
、
多
く
の

一
致
が
見
ら
れ
、
『
カ
ル
メ
ン
』
が
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
構
造
そ
の
も

の
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
『
カ
ル
メ
ン
』
を
語
る
入
木
独
仙
の
も
と
に
は
、
漱
石
の
尊
敬
す
る
友
、
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米
山
保
三
郎
の
存
在
が
あ
り
、
米
山
保
三
郎
が
「
哲
学
者
」
で
あ
り
、
禅
師

「
天
然
居
士
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
漱
石
が
作
品
を
執
筆
し
て
い

た
時
期
、
日
本
に
独
自
の
哲
学
は
ま
だ
な
く
、
西
田
幾
多
郎
に
よ
る
『
善
の

研
究
』
（
明
治
四
十
四
年
）
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
『
善
の
研
究
』
は
禅
を
特

徴
と
し
、
西
田
が
金
沢
の
旧
制
第
四
高
等
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
時
に

書
き
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
旧
制
高
校
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
標
語
を

持
っ
て
お
り
、
四
高
は
「
超
然
」
と
し
て
い
た
。
米
山
保
三
郎
は
金
沢
の
出

身
で
あ
り
肖
哲
学
者
独
仙
は
四
高
の
標
語
に
等
し
く
作
品
に
お
い
て
「
超
然
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
米
山
保
三
郎
を
知
る
西
田
幾
多
郎
は
、
哲
学
研
究
に

お
い
て
先
行
し
て
い
た
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
読
み
（
五
＋
5
、
哲

学
を
考
究
す
る
に
あ
た
り
、
「
超
然
」
と
さ
れ
、
禅
師
と
し
て
あ
る
哲
学
者

三
石
に
、
日
本
の
哲
学
を
見
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
西
田
幾
多
郎

に
お
け
る
禅
の
問
題
は
鈴
木
大
拙
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
禅
と
し

て
哲
学
を
表
現
し
た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
日
本
独
自
の
哲
学
の
も
と
に

あ
る
と
し
て
も
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

　
明
治
の
文
明
開
化
期
に
、
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
言
葉
や
概
念
を
、
い

か
に
し
て
日
本
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
を
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
に
お
け
る
『
カ
ル
メ
ン
』
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

　
夏
目
漱
石
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
『
漱
石
全
集
』
岩
波
書
店
、

十
二
月
－
平
成
十
六
年
十
月
に
よ
る
。

平
成
五
年

　
古
典
文
学
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
古
典
文
學
大
系
』
岩
波
書
店
、

十
二
年
九
月
－
昭
和
四
十
三
年
三
月
に
よ
る
。

（
ご

（
二
V

（
三
）

（
四
）

（
五
）

昭
和
三

　
「
木
屑
録
」
『
漱
石
全
集
第
十
八
巻
』
五
一
一
－
五
六
九
頁
。
米

山
保
三
郎
に
つ
い
て
の
段
は
、
五
四
四
－
五
四
五
頁
。
米
山
保
三
郎

（
明
治
二
年
⊥
二
十
年
掛
は
、
漱
石
の
第
＝
尚
等
中
学
校
予
科
以
来

の
友
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
大
学
院
で
「
空
間
論
」
研
究
中
に

病
没
。
漱
石
を
文
学
へ
向
か
わ
せ
た
人
物
。
「
そ
れ
こ
そ
真
性
変
物
、
で

常
に
宇
宙
が
ど
う
の
、
（
略
）
例
の
如
く
哲
学
者
の
名
前
を
聞
か
さ
れ

た
挙
句
の
果
て
に
君
は
何
に
な
る
と
尋
ね
る
か
ら
（
略
）
其
時
か
れ

は
日
本
で
ど
ん
な
に
腕
を
揮
っ
た
つ
て
、
セ
ン
ト
、
ポ
ー
ル
ズ
の
大

寺
院
の
や
う
な
建
築
を
天
下
後
世
に
残
す
こ
と
は
出
来
な
い
ぢ
や
な

い
か
と
か
何
と
か
言
っ
て
、
盛
ん
な
る
大
論
議
を
吐
い
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
よ
り
も
文
学
の
方
が
生
命
が
あ
る
と
言
っ
た
。
（
略
）
自
分
は
こ

れ
に
敬
服
し
た
。
」
談
話
「
時
機
が
来
て
み
る
ん
だ
」
『
文
学
世
界
』

博
文
館
、
三
巻
十
二
号
、
明
治
四
十
一
年
九
月
十
五
日
、
『
漱
石
全
集

第
二
十
五
巻
』
二
八
一
頁
。
『
漱
石
全
集
　
第
一
巻
』
五
九
二
頁
。

米
山
保
三
郎
の
兄
、
再
主
熊
次
郎
へ
贈
っ
た
明
治
四
十
二
年
四
月
七

日
付
の
句
、
『
漱
石
全
集
第
二
十
巻
』
二
十
頁
。

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
三
〕
『
漱
石
全
集
　
第
一
巻
』
八
十
九
貢
。

　
「
曾
呂
崎
は
あ
れ
で
も
僕
の
親
友
な
ん
だ
か
ら
な
」
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
〔
三
〕
内
漱
石
全
集
第
一
巻
』
九
十
一
頁
。

「
只
顔
の
長
い
上
に
、
山
羊
の
様
な
髭
を
生
や
し
て
居
る
四
十
前
後

の
男
と
云
へ
ば
よ
か
ら
う
。
迷
亭
の
美
学
者
た
る
に
対
し
て
、
吾
輩
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は
女
男
を
哲
学
者
と
呼
ぶ
積
り
で
あ
る
。
な
ぜ
、
哲
学
者
と
云
ふ
と
、

　
　
　
何
も
迷
亭
の
様
に
自
分
で
振
り
散
ら
す
か
ら
で
は
な
い
、
只
主
人
と

　
　
、
対
話
す
る
時
の
様
子
を
拝
見
し
て
居
る
と
如
何
に
も
哲
学
者
ら
し
く

　
　
　
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
八
〕
『
漱
石
全
集
第

　
　
　
一
巻
』
三
五
二
頁
9

（
六
）
　
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
八
〕
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
三
五
三
頁
。

（
七
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
八
〕
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
三
五
六
頁
。
東

　
　
　
西
比
較
文
明
論
に
つ
い
て
は
、
同
感
の
注
解
（
六
三
八
頁
）
に
よ
る
。

　
　
　
「
東
西
ノ
開
化
ト
は
『
漱
石
全
集
第
二
十
一
巻
』
八
八
－
八
九
頁
。

　
　
　
「
ノ
ー
ト
H
－
2
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
八
）
　
　
「
碧
巌
を
提
唱
す
山
内
の
夜
ぞ
長
き
」
明
治
二
十
九
年
九
月
、

　
　
　
『
漱
石
全
集
笛
溜
十
六
巻
畠
　
一
六
四
頁
。

（
九
）
　
　
談
話
「
色
気
を
去
れ
よ
」
小
川
煙
村
・
倉
光
空
気
共
編
『
名
士
禅
』

　
　
　
柳
枝
軒
書
店
、
明
治
四
十
三
年
四
月
十
八
日
、
『
漱
石
全
集
　
第
二
十

　
　
　
五
巻
』
三
八
三
頁
。

（
＋
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
十
一
〕
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
五
三
六
頁
。

（
＋
一
）
　
「
電
光
影
裏
に
春
風
を
斬
る
」
「
消
極
的
の
修
養
で
安
心
を
得
ろ
」
『
吾

　
　
　
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
八
〕
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
三
五
七
－
三
五
八
頁

　
　
　
な
ど
。

（
＋
二
〉
　
「
禅
の
…
機
鋒
は
綾
嶋
な
も
の
で
、
所
謂
石
火
の
機
と
な
る
と
怖
い
位

　
　
　
早
く
物
に
応
ず
る
事
が
出
来
る
。
」
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
九
）
『
漱

　
　
　
石
全
集
　
第
一
巻
』
三
九
一
頁
。
「
「
白
隠
和
尚
の
「
大
道
ち
ょ
ぼ
く

　
　
　
れ
」
を
教
わ
る
」
『
漱
石
全
集
二
十
五
巻
』
三
八
三
頁
。

〈
士
二
）
　
「
山
會
と
構
へ
る
の
は
、
子
規
が
文
章
に
は
山
が
な
け
れ
ば
い
か
ん

（
十
四
）

（
十
五
）

（
十
六
）

（
十
七
）

（
十
八
）

と
い
ふ
事
を
い
っ
た
の
が
初
め
で
、
（
中
略
）
そ
の
山
と
い
ふ
の
は
、

主
と
し
て
滑
稽
な
事
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
聞
い
て

み
る
者
が
、
畳
え
ず
噴
き
出
す
と
い
っ
た
、
そ
れ
が
恰
も
落
語
家
が

高
座
に
上
っ
て
話
を
す
る
自
分
に
、
聴
衆
が
ド
ッ
と
笑
ふ
、
そ
の
笑

ふ
と
こ
ろ
が
部
ち
話
に
山
が
あ
る
。
そ
の
落
語
の
山
の
や
う
な
山
が
、

文
章
に
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
と
い
ふ
子
規
の
主
張
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
」
高
濱
虚
子
『
俳
句
の
五
十
年
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
十
七

年
十
二
月
、
『
定
本
高
濱
虚
子
全
集
第
十
三
巻
』
毎
日
新
聞
社
、
一

〇
五
－
六
頁
。

　
蛸
目
。
魯
霞
蜜
価
匡
§
α
①
、
§
赴
欝
箒
§
巳
§
欝
賊
艮
ミ
§
恥
濤
砺
無

旨
も
鶏
奉
ミ
趨
剴
岸
津
。
昏
8
器
傷
Φ
一
9
コ
森
北
号
噂
男
子
昌
。
D
”
O
巴
匡
巳
櫛
巳
噛

H
㊤
刈
◎
◎
‘
㍗
一
α
α
Q
。
。
（
以
下
、
日
ρ
O
．
）

　
椙
§
暮
Φ
月
竃
α
旨
昌
仙
P
建
、
唱
や
H
α
㊦
◎
。
．
H
α
⑪
O
●
な
お
、
詳
し
く
は
、

拙
論
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
論
集
』
第
四
十
四
号
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
、

十
九
－
三
十
↓
二
頁
を
参
照
d

　
犀
8
娼
皇
漢
豊
麗
p
《
リ
自
9
の
い
Φ
　
侮
Φ
　
リ
繭
簿
侮
円
一
侮
》
鳩
卜
浮
駐
β

》
§
§
ミ
魯
貯
旨
§
病
竃
無
審
φ
富
鋤
窺
掬
蝿
連
理
，
『
o
Ω
ド
爵
ぎ
Φ

因
o
b
匡
暮
ρ
Q
6
昌
①
〈
①
弘
O
鵡
・
螂
や
誤
．

β
ρ
φ
遥
娼
サ
O
艀
◎
◎
，
㊤
艀
O
，

ミ
誉
§
』
9
§
恥
書
㌧
象
Φ
勲
Φ
象
＄
侮
げ
矯
諺
δ
×
碧
侮
胃
釦
＄
鶏
b
堕

9。

ｨ
ぎ
窪
0
9
暮
暮
。
旨
げ
鴇
O
冨
。
Φ
図
ぼ
σ
q
鳩
爵
Φ
茸
櫛
昌
。
。
影
回
。
昌
げ
矯

雪
円
σ
q
①
稟
議
巳
蚕
電
国
e
目
鼠
。
．
ω
8
p
z
①
凱
ぎ
跨

僧
昌
鈎
ピ
8
q
o
P
無
げ
①
国
巳
。
毒
手
o
o
冨
吋
娼
お
の
㊨
鴇
μ
¢
O
q
o
．
｝
娼
℃
b
◎
◎
◎
・
b
o
O
．

　
「
断
片
二
八
」
『
漱
石
全
集
　
第
十
九
巻
』
↓
七
八
－
一
七
九
頁
。
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（
＋
九
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
十
一
〕
『
漱
石
全
集
　
第
一
巻
』
五
四
一
－

　
　
　
五
四
二
頁
。

（
二
＋
）
　
「
Q
鴛
白
Φ
ロ
ナ
ル
ジ
プ
シ
ー
の
性
格
ガ
ウ
マ
ク
描
（
写
）
サ
レ
タ
ル

　
　
　
所
が
草
草
紙
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ナ
リ
」
（
蔵
書
貸
妹
誉
§
捻
魯

　
　
さ
恥
書
量
融
雪
へ
の
書
き
込
み
）
『
漱
石
全
集
第
二
十
七
巻
』
二
二

　
　
　
九
頁
。

（
二
＋
こ
　
「
黄
表
紙
洒
落
本
集
」
『
日
本
古
典
文
學
大
系
　
第
五
十
九
巻
』

　
　
　
七
・
十
六
頁
。

（
二
＋
二
）
　
「
黄
表
紙
洒
落
本
集
」
『
日
本
古
典
文
學
大
系
　
第
五
十
九
巻
』

　
　
　
十
七
頁
。

（
二
±
二
）
武
藤
禎
夫
「
笑
話
の
作
者
に
つ
い
て
」
『
日
本
古
典
文
學
大
系
　
月

　
　
　
報
第
二
期
』
昭
和
四
十
一
年
七
月
、
三
頁
。

（
二
＋
四
）
　
「
江
戸
笑
話
集
」
『
日
本
古
典
文
學
大
系
　
第
一
〇
〇
巻
』
一
一
マ

　
　
　
十
五
頁
。

（
二
＋
五
）
　
「
俳
句
趣
味
の
劇
と
云
ふ
の
を
詰
め
て
俳
劇
の
二
字
に
し
た
の

　
　
　
さ
」
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
六
〕
『
漱
石
全
集
第
｝
巻
』
二
五
六
頁
。

（
二
＋
六
）
高
濱
虚
子
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
所
、
明
治
三
十
八

　
　
　
年
八
月
、
『
漱
石
全
集
第
一
六
巻
』
一
六
七
頁
。

（
二
＋
七
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
六
〕
『
漱
石
全
集
　
第
一
巻
』
二
五
六
－

　
　
　
二
五
七
頁
。

（
二
＋
八
）
　
「
白
馬
会
」
は
黒
田
清
輝
が
中
心
と
な
り
、
明
治
美
術
会
を
脱
会

　
　
　
し
た
会
員
ら
に
よ
り
明
治
二
十
九
年
に
結
成
さ
れ
た
自
由
な
会
。

小
二
＋
九
）
　
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
六
　
九
頁
。

（
三
＋
）
　
「
純
美
感
」
（
「
文
学
論
」
第
二
編
文
学
的
内
容
の
数
量
的
変
化
第

　
　
　
三
章
f
に
伴
ふ
幻
惑
）
『
文
学
論
』
大
倉
書
店
、
明
治
四
十
年
五
月

　
　
七
日
、
『
漱
石
全
集
　
第
十
四
巻
』
一
九
七
頁
。

（
三
＋
一
）
　
「
紙
片
」
資
料
『
漱
石
全
集
　
第
二
十
一
巻
』
一
四
二
頁
、
二
〇

　
　
　
八
頁
。

（
三
＋
二
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
十
一
〕
『
漱
石
全
集
　
第
一
巻
』
五
四
一

　
　
　
頁
。

（
三
士
二
）
芥
川
龍
之
介
「
漱
石
先
生
の
話
」
改
造
社
主
催
青
森
講
演
『
東
奥

　
　
　
日
報
』
東
奥
日
報
社
、
昭
和
二
年
五
月
二
十
四
－
二
十
七
日
、
『
漱
石

　
　
　
全
集
　
別
巻
』
三
三
六
頁
。

（
三
＋
四
）
宮
尾
し
げ
を
「
『
浮
世
風
呂
』
の
こ
と
」
『
日
本
古
典
文
學
大
系
月

　
　
　
報
5
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
二
年
九
月
、
四
頁
。

（
三
＋
五
〉
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
↓
〕
『
漱
石
全
集
　
第
一
巻
』
五
頁
。

（
三
＋
六
）
　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
、
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
あ
ら
ひ
粉
に
、
（
中

　
　
　
略
〉
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
女
湯
の
あ
り
さ
ま
、
」
『
浮
世
風
呂
三
編
』

　
　
　
『
日
本
古
典
文
學
大
系
第
六
十
三
巻
』
一
七
六
頁
。

（
三
＋
七
）
　
「
捨
て
る
」
の
意
味
の
関
西
方
言
で
あ
る
「
ほ
か
す
」
の
つ
ま
つ

　
　
　
た
表
現
の
「
放
下
込
ん
だ
↑
な
ど
。
『
浮
世
風
呂
　
二
編
』
、
同
士
、

　
　
　
一
四
二
頁
。

（
三
＋
八
）
　
「
鮭
を
す
も
じ
。
肴
を
さ
も
じ
と
お
云
ひ
だ
か
ら
。
」
と
し
て
女

　
　
　
房
言
葉
に
始
ま
る
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。
『
浮
世
風
呂
　
三
編
』
、

　
　
　
同
筆
、
二
二
五
頁
。

（
三
＋
九
）
　
摂
津
の
伊
丹
の
銘
酒
で
あ
る
「
劔
菱
五
」
な
ど
。
『
浮
世
風
呂

　
　
　
三
編
』
、
同
右
、
二
〇
一
頁
。

（
四
＋
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
四
〕
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
一
六
三
頁
。
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（
四
＋
「
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
五
〕
『
漱
石
全
集
．
第
一
巻
』
二
一
四
頁
。

（
四
＋
二
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
七
〕
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
二
八
九
頁
。

（
四
＋
三
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
七
〕
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
二
八
四
頁
。

〈
四
＋
四
）
　
「
熟
図
る
に
、
銭
湯
ほ
ど
捷
径
の
教
諭
な
る
は
な
し
。
其
故
如
何

　
　
－
と
な
れ
ば
、
賢
愚
邪
正
貧
福
貴
賎
、
湯
を
浴
ん
と
て
裸
形
に
な
る
は
、

　
　
　
天
地
自
然
の
道
理
、
釈
迦
も
孔
、
子
も
於
三
も
権
助
も
、
産
ま
れ
た
ま
》

　
　
　
の
容
に
て
、
養
い
欲
い
も
西
の
海
、
さ
ら
り
と
無
欲
の
形
な
り
。
」
式

　
　
　
亭
三
馬
「
浮
世
風
呂
大
意
」
『
日
本
古
典
文
學
大
系
　
第
六
十
三
巻
』
、

　
　
　
四
十
七
頁
。

（
四
＋
五
〉
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
十
一
〕
、
『
漱
石
全
集
　
第
一
巻
』
五
四
〇

　
　
　
頁
。

A
四
＋
六
V
古
川
久
『
漱
石
の
書
簡
』
東
京
堂
出
版
、
昭
和
四
十
五
年
十
｝
月
、

　
　
　
九
十
三
頁
。
ま
た
、
漱
石
自
身
も
「
『
猫
』
な
ど
は
予
自
身
の
興
の
浮

　
　
　
ぶ
ま
》
に
勝
手
な
も
の
を
出
し
て
ド
ン
く
書
い
て
行
っ
た
の
で
骨
は

　
　
　
折
れ
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
「
文
体
の
一
長
一
短
」
『
日
本
及
目

　
　
　
本
人
』
六
八
九
号
、
大
正
五
年
九
月
二
十
日
、
『
漱
石
全
集
　
第
二
十

　
　
　
五
巻
』
四
五
七
頁
。
落
語
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
古
川
久
『
夏
目
漱

　
　
　
石
－
仏
教
・
漢
文
学
と
の
関
連
』
，
言
々
世
界
社
、
昭
和
四
十
七
年
四

　
　
　
月
、
五
頁
。

（
四
＋
七
）
　
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
¢
o
け
鋤
昏
碧
G
ね
乱
津
…

　
　
　
Q
三
富
ミ
サ
碁
要
石
卜
診
O
）
、
ス
タ
ー
ン
の
『
紳
士
ト
リ
ス
ト
ラ

　
　
　
ム
・
シ
ャ
ン
デ
イ
の
生
涯
』
（
ピ
鋤
葭
。
昌
。
①
o
⇔
＄
録
Φ
“
憲
Φ
幕
勘
h
駄

　
　
　
e
』
巨
§
偽
駄
謬
慧
建
象
爵
§
舞
爲
誉
臼
§
”
ミ
α
O
、
嵩
雪
）
、

　
　
　
ホ
フ
マ
ン
の
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
（
国
目
昌
巽
日
げ
Φ
o
q
o
尾
》
旨
9
傷
Φ
詰
。
白

　
　
躍
。
欝
拶
昌
昌
”
b
撃
茎
蓬
旨
象
害
毒
吐
薬
穿
妹
Φ
竈
§
長
μ
6
。
懸
。
9
b
。
怒
。
）

　
　
や
、
桃
川
出
隅
の
講
談
『
百
猫
伝
』
（
明
治
十
八
年
）
な
ど
。

（
四
＋
入
）
新
関
公
子
「
夏
目
漱
石
に
愛
さ
れ
た
青
木
繁
」
『
現
代
の
眼
』
五

　
　
　
三
八
号
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
、
二
〇
〇
三
年
二
二
二

　
　
　
月
号
、
四
－
六
頁
。
新
関
公
子
「
夏
目
漱
石
と
美
術
　
青
木
繁
と
い

　
　
　
う
才
能
の
発
見
」
『
文
藝
春
秋
特
別
版
　
夏
目
漱
石
と
明
治
日
本
』
文

　
　
藝
春
秋
社
民
平
成
十
六
年
十
二
月
臨
時
増
刊
号
、
一
二
二
－
＝
一
三

　
　
　
頁
。

（
四
＋
九
）
　
『
古
事
記
』
『
日
本
古
典
文
學
大
系
第
一
巻
』
四
十
二
頁
。

（
五
＋
）
　
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
一
）
『
漱
石
全
集
第
一
巻
』
三
頁
。

（
五
＋
一
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
〔
一
〕
『
漱
石
全
集
第
二
巻
』
三
頁
。

（
五
千
二
）
　
『
古
事
記
』
『
日
本
古
典
文
學
大
系
第
一
巻
』
四
十
八
頁
。

（
五
±
二
）
　
『
古
事
記
』
『
日
本
古
典
文
學
大
，
系
第
一
巻
』
四
十
四
頁
。

（
五
＋
四
）
和
辻
哲
郎
「
漱
石
の
人
物
」
『
新
潮
』
第
四
十
七
巻
第
十
二
号
、

　
　
　
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一
日
、
『
漱
石
全
集
別
巻
』
三
六

　
　
　
四
頁
。

（
五
＋
五
）
米
山
保
三
郎
と
漱
石
が
所
属
し
て
い
た
東
大
の
哲
学
会
に
西
田

　
　
　
幾
多
郎
が
選
科
生
と
し
て
入
会
し
た
時
、
漱
石
は
編
集
委
員
を
担
当

　
　
　
し
て
い
た
。

　
　
　
「
夜
夏
目
氏
の
「
吾
輩
は
猫
で
ご
ざ
る
、
ま
だ
名
は
な
い
」
を
護
む
」

　
　
　
（
明
治
三
十
八
年
一
月
十
日
付
日
記
）
『
西
田
幾
多
郎
全
集
　
　
別
巻

　
　
　
一
』
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
、
＝
二
一
頁
。
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