
激
石
と
三
重
吉
の

|
響
き
あ
う
テ
ク
ス
ト
|

《
文
鳥
》

は
じ
め
に

夏
目
散
石
の
「
文
鳥
」
は
、

明
治
四
十
一
年
六
月
十
三
日
か
ら
二
十
一
日
に

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
小
品
で
あ
る
。
撤
石
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い

一
体
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少

て
《
小
品
》
と
名
付
け
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、

な
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

し
か
し

「
文
鳥
」
に
お
い
て
は
、
例
外
的
に
重
要
視

さ
れ
て
い
る
作
品
の
様
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
斉
藤
英
雄
氏
は
、
「
文
鳥
」
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

激
石
の

「
文
鳥
」
(
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
、
明
引
・

6
-
u
i
幻
)

ま
、
短
い

作
品
な
が
ら
、
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
《
中
略
》
い

っ
た
い
、
日
本
近
代
文
学
史
上
、
ど
れ
く
ら
い
の
作
品
が
「
名
作
」
、
「
秀
作
」

と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
も
「
文
鳥
」
は
佳
品
と
思
わ
れ
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る
こ
う
い
う
「
文
鳥
」

の
中
で
、
特
に
私
が
魅
了
さ
れ
る
箇
所
は
主
人
公
の

「
自
分
」
(
激
石
)
が
、
飼
っ
て
い
る
文
鳥
か
ら
「
美
し
い
女
」
(
玉
、

こ
の
数

字
は
章
を
示
す
。
以
下
同
じ
)
「
紫
の
帯
上
げ
で
い
た
づ
ら
を
し
た
女
」
(
九
)

を
連
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
度
だ
け
で
は
な
い
。
計
四
度
で
て
く

呂

智

之

る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
連
想
の
場
面
は
「
文
鳥
」
に
お
い
て
大
切
な
位
置
を

占
め
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
「
文
鳥
」
を
「
写
生
文
の
一
典
型
」
と
と
る
だ
け

で
は
十
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
で
氏
は
「
文
鳥
」
と
い
う
作
品
を
評
価
す
る
一
方
で
、
「
自
分
」

H
激
石

と
し
て
「
文
鳥
」
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
激
石
の
小
品
の
多
く
が
そ
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う
で
あ
る
よ
う
に
、

小
品
中
の
語
り
手
で
あ
る

は
作
家
夏
目
激
石
と

「
自
分
」

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
し
、

そ
う
読
ま
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
う
。
三
好
行
雄

氏
は
撤
石
の
小
品
に
つ
い
て
、
「
比
輸
と
し
て
い
え
ば
、
激
石
の
私
小
説
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
様
に
、
現
実
の
散
石
(
伝
記
面
と
の
照
応
と
い
う
意
味
に
於
い

て
)
と
分
か
ち
難
い
位
相
に
あ
る
の
が
、
激
石
の
小
品
で
あ
り
、
「
文
鳥
」
で
あ

そ
の
為
か

る
と
い
え
よ
う
。

で
あ
る

「
文
鳥
」
も
撤
石
の
《
内
部
》

「
小
品
」

を
探
る
為
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
江
藤
淳
は
「
文

鳥
」
に
つ
い
て
「
『
文
鳥
』
は
、
単
な
る
写
生
文
で
は
な
く
て
輸
を
意
図
し
た
作

つ
ま
り
、
事
実
と
の
照
応
よ
り
は
夢
や
記
憶
と
の
通
底
を
、

品
で
あ
っ
た
。

つ
の
死
よ
り
は
む
し
ろ
い
く
つ
か
の
死
を
、

死
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
女
た
ち
の
こ
と
を
、
作
者
は

「
文
鳥
」
に
託
し
て
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語
ろ
う
と
し
て
い
た
。
」
と
述
べ
る
。

つ
ま
り
、
「
文
鳥
」
を
敵
石
の
《
内
部
》

が
表
出
す
る

「
晴
」
と
し
て
の
作
品
、

つ
ま
り
告
白
の
匂
い
を
灰
め
か
す
作
品

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
山
崎
甲
一
氏
は
「
従
来
の
論
は
、
作
中
の
『
自
分
』
と
作
者
と
を
や

や
親
密
に
捉
え
す
ぎ
た
。
伝
記
面
で
の
事
実
関
係
か
ら
本
文
を
解
釈
す
る
事
に

急
で
、
作
品
自
体
の
文
脈
が
内
側
か
ら
き
ち
ん
と
押
さ
え
ら
れ
て
き
た
と
は
言

え
な
い
。
激
石
の
他
の
小
説
類
と
同
様
、
『
文
鳥
』
も
ま
ず
一
個
の
自
律
し
た
文

章
と
し
て
改
め
て
問
い
返
す
必
要
を
私
は
感
ず
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

氏
の
、
「
文
鳥
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
、
と
い
う
視
点
は
特

に
異
論
を
挟
む
余
地
は
無
い
様
に
思
え
る
。
し
か
し
反
面
、
《
敵
石
》
の
エ
キ
ス

を
抜
き
去
っ
た
「
撤
石
の
小
品
」
に
潤
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と

い
う
問
題
も
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

本
論
に
お
い
て
試
み
る
の
は
、
「
文
鳥
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
《
激
石
》
を
読

み
込
み
つ
つ
、

し
か
も
《
激
石
》
の
《
内
部
》
に
沈
降
す
る
こ
と
を
避
け
る
読

み
で
あ
る
。

そ
れ
は
激
石
の
《
内
部
》

へ
と
指
向
さ
れ
る
「
文
鳥
」
を
、

し、

わ

ば
《
外
部
》

へ
と
向
け
て
み
る
試
み
と
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
に

考
察
し
た
い
。

鈴
木
三
重
吉
「
烏
」

の
構
造

激
石
の

「
文
鳥
」
に
お
い
て
目
を
引
く
の
は
、

文
鳥
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
昔

「
三
重
吉
」

の
存
在
で
あ
ろ
う
。
作
中
に
も
見

の
女
と
、
文
鳥
を
招
き
入
れ
る

ら
れ
る
様
に
、
「
三
重
吉
」
と
「
三
重
吉
の
小
説
」
は
随
所
に
登
場
す
る
。
斉
藤

氏
は
、
散
石
の
「
文
鳥
」
中
に
「
三
重
吉
」
の
語
は
三
十
八
回
出
て
お
り
、
も

う
一
人
の
登
場
人
物
で
あ
る
「
豊
隆
」
(
小
宮
豊
隆
)

の
五
回
と
比
べ
て
も
、
そ

の
存
在
を
無
視
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
激
石
の

「
文
鳥
」
に
出
て
く
る
「
三
重
吉
の
小

説
」
は
「
烏
」
(
明
治
四
十
年
二
月
、
原
題
「
三
月
七
日
」
)

で
あ
る
。
斉
藤
氏

lま

こ
の
両
作
に
つ
い
て
、
「
『
名
作
』
、
『
秀
作
』
と
さ
れ
て
い
る
激
石
の
『
文

烏
』
は
散
石
に
三
重
吉
と
似
た
下
地
(
女
性
意
識
と
文
鳥
飼
育
)
が
あ
っ
た
こ

と
、
敵
石
が
三
重
吉
の
『
三
月
七
日
』
に
接
し
た
こ
と
、
そ
の
上
で
激
石
な
り

の
独
創
・
工
夫
を
加
え
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
」
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
三
重
吉
の

「
烏
」
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
三
重
吉

の
「
烏
」
が
撤
石
の
「
文
鳥
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
事
は
既
に
指
摘
も
あ
り
、

作
中
に
も
頻
出
す
る
。
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文
鳥
は
三
重
吉
の
小
説
に
出
て
来
る
位
だ
か
ら
奇
麗
な
鳥
に
違
な
か
ろ
う
と

思
っ
て
、
ぢ
や
買
っ
て
呉
れ
玉
へ
と
頼
ん
だ
。
所
が
三
重
吉
は
是
非
御
飼
い
な

さ
い
と
、
同
じ
様
な
事
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
。

(
「
文
鳥
」
)

三
重
吉
の
小
説
に
よ
る
と
、
文
鳥
は
千
代
々
々
と
鳴
く
さ
う
で
あ
る
。
其
の

鳴
き
声
が
大
分
気
に
入
っ
た
と
見
え
て
、
三
重
吉
は
千
代
々
々
を
何
度
と
な
く

使
っ
て
ゐ
る
。
或
は
千
代
と
云
ふ
女
に
惚
れ
て
ゐ
た
事
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な

ぃ
。
然
し
当
人
は
一
向
そ
ん
な
事
は
云
は
な
い
。
自
分
も
聞
い
て
見
な
い
。

只

縁
側
に
日
が
普
く
当
る
。
さ
う
し
て
文
鳥
が
鳴
か
な
い
。

(
「
文
鳥
」
)

こ
の
部
分
に
対
応
す
る
、
三
重
吉
の
「
烏
」
を
見
る
と
、



烏
が

「
く
る
/
¥
ノ
¥
千
代
/
¥
/
¥
お
千
代
」
と
時
く
。
男
は
微
笑
ん

で
か
は
い
』
時
き
声
だ
と
喜
ぶ
。
も
う
一
つ
時
け
よ
と
待
っ
て
ゐ
る
。
烏
は

棲
り
木
を
横
に
い
ぢ
り
な
が
ら
、
千
代
/
¥
ノ
¥
お
千
代
と
い
ふ
。
く
る
り

と
向
き
変
っ
て
ま
た
千
代
/
¥
ノ
¥
と
い
ふ
。

こ
ん
ど
は
お
千
代
ノ
¥
/
¥

お
ち
ょ
!
と
、
仕
舞
を
甲
走
っ
て
長
く
引
張
っ
た
。
男
は
頻
り
に
喜
ん
で
い

る
。
何
か
龍
へ
締
麗
な
紐
が
附
け
た
く
な
る
。

(
「
烏
」
)

と
あ
り
、
ま
ず
は
両
者
の
対
応
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
斉
藤
氏
は
三
重
吉
の

「鳥」

(
「
三
月
七
日
」
)
に
つ
い
て
、
「
作
品
全
体
が
作
者
三
重
吉
の
夢
想
と
い
う
感
じ

が
す
る
。
ど
こ
か
膜
腫
と
し
て
お
り
、
不
鮮
明
な
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
作
品

と
い
う
気
が
す
る
。
《
中
略
》
『
三
月
七
日
』
は
三
重
吉
の
『
幻
の
女
』
を
中
心

と
し
た
気
ま
ま
と
も
い
え
る
妄
想
を
つ
づ
り
合
わ
せ
て
、
と
に
か
く
一
応
書
き

そ
れ
ほ
ど
善
く
は
な
い
作
品
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
」
と
述
べ
、
そ
の
描
写
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で

上
げ
ら
れ
た
だ
け
の
、

は
以
下
、
三
重
吉
の
「
鳥
」
と
い
う
作
品
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

そ
こ
に
お
い
て
、
激
石
の

「
文
鳥
」
と
三
重
吉
の

「烏」

の
共
通
点
と
相
違
点
が

よ
り
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
下
「
鳥
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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麗
か
に
日
影
の
さ
し
た
障
子
の
隈
へ
、
黒
塗
の
机
を
据
ゑ
て
、
横
の
福
子

窓
の
壁
に
、
小
さ
い
般
若
の
面
を
懸
け
て
、
紫
の
甲
斐
絹
の
座
蒲
聞
に
、

人
の
若
い
男
が
坐
っ
て
い
る
。

(
「
鳥
」
)

「
鳥
」
冒
頭
部
で
、
ま
ず
主
人
公
が

「
若
い
男
」

と
さ
れ
、

そ
れ
を
語
る
語

り
手
は
別
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
撤
石
の

「
文
鳥
」

で
は
、
主

人
公
た
る
「
自
分
」
が
語
り
手
を
兼
ね
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
。
「
鳥
」

は
散
石
の

「
文
鳥
」
と
は
違
い
、
三
人
称
の
語
り
手
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

し
か
し
、

「
若
い
男
」
と
語
り
手
は
最
終
的
に
錯
綜
、
あ
る
い
は
同
化
す

る
こ
と
に
な
る
。

期
同
寝
床
を
ね
ぢ
っ
て
筋
違
に
床
の
間
の
方
へ
向
け
る
。
こ
の
蒲
圏
を
掠

へ
て
春
を
待
っ
た
の
だ
。
折
角
の
蒲
圏
は
春
の
夜
を
か
う
筋
違
に
敷
か
な
い

と
何
だ
か
気
に
足
ら
な
い
。
か
う
し
て
寝
て
、
頭
の
と
こ
ろ
に
綾
さ
ん
の
手

紙
が
さ
ら
ノ
¥
と
下
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
《
中
略
》

自
分
も
寝
よ
う
と
か
と
思
ふ
。
机
へ
坐
っ
て
例
の
煤
竹
の
箱
か
ら
罫
紙
の
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綴
ぢ
た
の
を
出
す
。
墨
を
磨
る
。

ひ
ょ
つ
く
り
と
剥
豆
が
食
ひ
た
く
な
る
。

暖
か
い
飯
を
少
し
つ
い
で
、

あ
の
豆
を
入
れ
て
い
』
茶
を
か
け
て
、
ザ
ブ

六
¥
と
食
ひ
た
い
。
綾
さ
ん
が
縁
側
の
日
向
に
坐
っ
て
豆
を
剥
く
。

手
簡
の

中
の
を
一
茨
づ
〉
取
っ
て
は
指
で
扱
い
で
膝
の
上
の
鈴
の
盆
へ
ぼ
た
ん
/
¥

と
落
す
。
自
分
は
庭
に
立
っ
て
見
て
ゐ
た
が
、
後
に
は
連
麹
の
花
の
下
に
披

げ
で
あ
っ
た
蛇
の
目
の
傘
を
取
り
上
げ
て
、
手
の
平
で
支
え
留
め
る
芸
当
を

す
る
。

(
「
鳥
」
)

「
男
の
呼
称
も
「
わ
し
」
「
自
分
」
と
変

化
し
て
い
て
作
者
と
の
未
分
化
を
思
わ
せ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
挙

げ
た
よ
う
な
、
語
り
の
人
称
を
混
乱
さ
せ
か
ね
な
い
箇
所
は
作
中
に
随
所
見
ら

山
崎
氏
は
こ
の
主
人
公
に
つ
い
て
、
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れ
る
。
山
崎
氏
の
言
う
「
作
者
と
の
未
分
化
」

は
、
語
り
手
と
い
う
視
点
か
ら

「
若
い
男
」
と
語
り
手
の
錯
綜
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

分
」
で
あ
る
《
作
者
》
と
の
同
化
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
烏
」
の
語

り
は
、
極
め
て
一
人
称
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
語
り
手
は
「
男
」
そ
の
ま
ま
に

見
れ
ば
、
主
人
公
の

彼
の
心
情
を
語
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
両
者
の
距
離
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
さ

ら
に
語
り
手
に
よ
る
「
男
」
へ
の
批
評
的
、
批
判
的
な
言
説
も
な
け
れ
ば
、
語

り
の
特
徴
と
し
て
、

一
人
称
の
語
り
手
の
語
り
に
極
め
て
近
く
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
様
に
、
三
重
吉
の

の
語
り
は
、
主
人
公
と
語
り
手
を
別
に
す
る

「烏」

三
人
称
の
語
り
と
し
て
の
設
定
を
し
て
お
き
な
が
ら
、

そ
の
内
実
は
、
両
者
に

距
離
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
一
人
称
の
語
り
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
作
者
で
あ

る
三
重
吉
自
身
が

「
鳥
」
に
お
い
て
取
る
べ
き
位
置
の
不
安
定
さ
(
つ
ま
り
は

三
重
吉
自
身
と
彼
自
身
の
作
品
と
の
距
離
)
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

そ
の
不
安
定

な
語
り
は
作
品
の
終
盤
に
お
い
て
語
り
手
の
錯
綜
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で

あ
る
。続

い
て
、
「
鳥
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
主
人
公
の
思
慕
す
る

「
綾
さ
ん
」

の
事
が
主
な
内
容
と

な
る
。

噴
の
何
か
に
似
て
ゐ
る
の
は
ど
う
し
て
も
思
ひ
出
せ
な
い
。
撲
つ
切
飴
に

こ
ん
な
色
の
が
あ
っ
た
。
譲
り
葉
の
茎
の
色
。

い
与
や
ま
だ
他
の
何
か
で
あ

る
。
丁
度
そ
っ
く
り
の
物
を
見
た
事
が
あ
る
。
何
や
ら
だ
っ
た
と
、
男
は
い

ろ
/
¥
の
記
憶
を
ほ
じ
っ
て
み
る
。
頭
の
周
囲
を
ち
ら
/
¥
す
る
癖
に
ど
う

し
で
も
捉
へ
出
せ
な
い
。
錦
絵
を
粉
に
し
て
振
り
撒
い
て
む
ら
ノ
¥
落
ち
る

中
の
一
粒
を
紛
れ
な
く
見
別
け
て
ゐ
ょ
う
と
す
る
や
う
で
あ
る
。
百
里
も
さ

自

飛
べ
ば
飛
ん
で
行
け
さ
う
に
見
え
る
時
の
気
持
で

き
の
女
の
恋
ひ
/
¥
て
、

あ
る
。
考
へ
飽
き
て
唄
に
酔
う
た
や
う
な
気
持
に
な
る
。
綾
さ
ん
の
事
が
心

に
浮
ん
で
く
る
。

い
ろ
ノ
¥
の
場
合
が
ち
ら
ノ
¥
と
目
に
浮
ぶ
。
さ
う
だ
。

噴
は
あ
の
時
の
行
燈
だ
。

一
と
夜
綾
さ
ん
の
家
の
小
二
階
で
、
朱
塗
の
行
燈
を
点
し
て
狐
の
嫁
入
の

江
戸
絵
を
爵
る
。
ま
だ
五
い
に
小
さ
い
時
で
あ
っ
た
。
《
中
略
》

あ
の
噴
の

色
は
そ
の
焼
物
の
真
っ
赤
な
小
女
郎
の
色
で
あ
る
。

(
「
烏
」
)

こ
れ
は
「
男
」
が
幼
少
の
時
分
を
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
文
鳥
の
噴
の
色

の
記
憶
と
想
像
力
を
刺
激
し
な
が
ら
「
綾
さ
ん
」
と
の
思
い
出
を
引

き
出
し
て
い
く
、
と
い
う
図
式
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

が
「
男
」

-4ー

「
鳥
」
と
い
う
作
品
に
お

い
て
、
「
男
」
は
現
前
す
る
文
鳥
に
よ
っ
て
「
綾
さ
ん
」
を
想
起
す
る
。
こ
の
構

造
は
作
品
内
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は

「噴」

の
色
と
「
綾

さ
ん
」
と
の
思
い
出
が
「
あ
の
時
の
行
燈
」
の
色
を
連
想
さ
せ
、
「
綾
さ
ん
」

の
思
い
が
男
の
心
に
浮
か
ぶ
。
「
あ
の
噴
の
色
」
と
「
焼
物
の
真
っ
赤
な
小
女
郎 J、、

の
色
」
「
朱
塗
の
行
燈
」
も
同
様
で
あ
る
。

江
藤
淳
は
、
「
こ
の
『
文
鳥
』
は
作
者
(
論
者
注
、
激
石
)
の
家
族
に
と
っ
て
は

も
と
よ
り
、
三
重
吉
に
と
っ
て
す
ら
只
の
小
鳥
だ
が
、
作
者
に
と
っ
て
は
『
淡

雪
の
精
』
で
あ
り
、
『
蓋
程
な
小
さ
い
人
』
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ほ
と
ん
ど
一
人

の
女
で
も
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
散
石
の
小
品
「
文
鳥
」
の

中
で
の

コ
二
重
吉
」

で
あ
る
。
鈴
木
三
重
吉
の

「
鳥
」
を
つ
ぶ
さ
に
見
れ
ば
、

彼
に
と
っ
て
の
文
鳥
は
「
只
の
小
鳥
」

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
鳥
」

で
の
文



鳥
は

「
男
」
を
「
綾
さ
ん
」
と
い
う
美
し
い
夢
へ
と
導
く
鍵
、
幻
想
へ
の
入
口

と
し
て
の
意
味
を
持
?
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
烏
」
に
は
、

「
男
」
が
文
鳥
を
契
機
と
し
て

「
綾
さ
ん
」

へ
の
思
い
に
耽
る
場
面
が
幾
度
も

見
ら
れ
る
。
次
に
二
例
を
掲
げ
る
。

烏
が

「
ク
ル
/
¥
/
¥
千
代
/
¥
/
¥
お
千
代
ツ
」
と
暗
く
。
男
は
微
笑

ん
で
か
は
い
』
暗
き
声
だ
と
喜
ぶ
。
も
う
一
つ
暗
け
よ
と
待
っ
て
ゐ
る
。
鳥

は
棲
り
木
を
横
に
い
ぢ
り
な
が
ら
、
千
代
ノ
¥
ノ
¥
お
千
代
と
い
ふ
。
く
る

り
と
向
き
変
っ
て
又
千
代
/
¥
ノ
¥
と
い
ふ
。

こ
ん
ど
は
お
千
代
ノ
¥
ノ
¥

お
ち
ょ
!
と
仕
舞
を
甲
走
っ
て
長
く
引
張
っ
た
。
男
は
頻
り
に
喜
ん
で
ゐ
る
。

何
か
憧
へ
締
麗
な
紐
が
附
け
た
く
な
る
。

行
李
の
中
に
緋
縮
緬
の
小
紐
が
あ
る
。
沖
の
暗
い
中
に
火
が
二
つ
見
え
る
。

汐
が
欄
干
の
下
へ
ざ
わ
ハ
¥
と
寄
せ
る
。
綾
さ
ん
が
床
を
延
べ
る
と
小
さ
い

よ
し
子
が
一
ば
ん
転
が
っ
て
這
入
る
。
自
分
は
蚊
帳
を
釣
り
か
け
る
。
綾
さ

ん
が
向
う
の
端
を
釣
ろ
う
と
す
る
。

二
人
で
釣
り
損
ね
た
る
蚊
帳
か
な

と
私
が
い
ふ
。
綾
さ
ん
が
ほ
』
』
と
言
っ
て
釣
り
か
へ
る
。
あ
ん
ま
り
引
っ

張
り
す
ぎ
て
一
つ
の
釣
手
が
切
れ
て
了
ふ
繋
い
で
み
た
が
短
か
く
て
駄
目
で

激石と三重吉の〈文鳥〉

あ
る
。

い
』
事
が
あ
る
と
言
っ
て
綾
さ
ん
が
帯
の
下
の
小
紐
を
解
く
。
三
四

日
し
て
綾
さ
ん
が
帰
っ
て
、

よ
し
子
と
下
女
と
三
人
に
な
っ
て
二
十
日
ば
か

り
逗
留
し
て
ゐ
た
問
、

そ
の
緋
縮
緬
の
紐
が
そ
れ
な
り
で
蚊
帳
の
釣
手
に
下

(
「
烏
」
)

っ
て
ゐ
た
。

男
は
三
四
時
間
も
歩
き
廻
っ
た
の
で
一
寸
く
た
ぶ
れ
た
。
机
の
上
へ
片
肘

突
い
て
、
頬
を
附
け
て
う
つ
伏
し
に
な
る
。
烏
が
ち
つ
/
¥
と
短
か
く
暗
く
。

綾
さ
ん
の
事
が
ま
た
心
に
浮
ん
で
来
る
。

あ
れ
は
十
四
五
の
頃
で
あ
る
。
碧
く
黄
昏
れ
る
夕
空
に
月
が
薄
く
出
て
ゐ

る
。
綾
さ
ん
ノ
¥
と
呼
び
な
が
ら
、
樫
の
林
の
中
を
尋
ね
廻
る
。
薄
黒
い
水

の
ほ
と
り
へ
来
る
。
綾
さ
ん
ノ
¥
と
言
っ
て
も
返
事
が
な
い
。
水
際
に
木
瓜

の
花
が
低
く
咲
き
続
い
て
ゐ
る
。

(
「
鳥
」
)

前
例
で
は
「
綾
さ
ん
」
が
逗
留
し
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

へ
の
思
い
は
彼
女
の
締
め
て
い
た
「
緋
縮
緬
の
紐
」
に
依
っ
て
い

こ
こ
で
は

「
綾
さ
ん
」

る
と
も
言
え
る
が
、

「紐」

-5-

の
意
識
を
向
け
る
の
は
、
や
は

そ
の

へ
と
「
男
」

り
文
鳥
の
鳴
き
声
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
例
は
こ
の
「
烏
」

に
お
け
る
典

型
的
な
構
造
が
見
て
取
れ
る
。
「
男
」
は
文
鳥
の
鳴
き
声
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
「
綾

の
事
を
回
想

さ
ん
の
事
が
ま
た
心
に
浮
ん
で
来
る
」
、

そ
し
て

「
十
四
五
の
頃
」

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
「
鳥
」

「
男
」
が

「
綾
さ
ん
」

lま

の
記
憶
を
反
復

し
な
が
ら
、
彼
女
へ
の
思
い
に
耽
る
と
い
う
構
造
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
次

例
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

知
れ
切
っ
て
ゐ
る
。
互
に
恋
の
仲
な
の
だ
。
だ
か
ら
嬉
し
い
約
束
を
取
か

は
す
。
取
か
は
す
時
に
自
分
は
こ
の
文
鳥
を
誓
ひ
の
印
に
し
て
、
二
人
が
一

緒
に
な
る
日
ま
で
手
元
で
大
事
に
飼
っ
て
ゐ
て
く
れ
と
言
っ
て
綾
さ
ん
に
渡

す
。
白
い
白
い
誓
の
印
だ
と
綾
さ
ん
が
嬉
し
が
っ
て
、
鏡
台
の
引
出
し
か
ら

紅
の
査
を
二
つ
出
す
。
《
中
略
》



激石と三重吉の〈文鳥〉

「
わ
し
が
早
く
死
ん
だ
ら
、
」
と
言
ふ
と
、
綾
さ
ん
は
尊
い
教
を
聞
く
や
う

な
面
ざ
し
に
な
る
。

「
早
く
死
ん
だ
ら
、
綾
さ
ん
が
こ
の
鳥
を
、
白
い
雲
の
躍
っ
た
日
に
小
窓

を
開
け
て
北
へ
遁
が
す
の
だ
。
」
と
言
ふ
と
、
綾
さ
ん
の
口
元
が
ひ
と
り
で
に

綻
び
て
、

「
ま
あ
何
を
お
い
ひ
な
の
か
と
思
っ
た
ら
、
」
と
言
っ
て
、

「
そ
し
て
あ
た
し
が
先
に
亡
く
な
れ
ば
?
」
と
聞
く
。

「
綾
さ
ん
が
死
ぬ
も
の
か
。
」

「
だ
か
ら
あ
な
た
も
お
亡
く
な
り
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
。
」

「
綾
さ
ん
は
し
ま
ひ
に
白
無
垢
の
着
物
を
着
て
、
緋
縮
緬
を
口
に
街
へ
て

雪
の
中
へ
埋
ま
る
と
い
』
。
」

「
ほ
』
』
、
な
ぜ
で
せ
う
?
」

「
さ
う
す
る
と
ち
ゃ
ん
と
文
鳥
に
生
れ
て
く
る
。
」

綾
さ
ん
は
笑
っ
て
、

「
あ
れ
、
ま
た
粟
を
食
べ
ま
す
。
」
と
言
ふ
。

(
「
鳥
」
)

こ
の
例
も
「
綾
さ
ん
」
と
「
男
」

の
描
写
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
場
面
の
描

写
は
実
際
起
こ
っ
た
事
の
回
想
で
は
な
く
、
「
男
」
の
空
想
で
し
か
な
い
。
ま
た
、

こ
の
空
想
に
は
、
先
に
出
た
回
想
に
比
べ
て
、
よ
り
甘
い
幻
想
に
浸
っ
て
い
る

の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
綾
さ
ん
」
と
「
男
」
の
会
話
が
描
写
さ

「男」

れ
る
の
も
こ
の
場
面
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ま
で

「
綾
さ
ん
」

「
誓
の
印
」

と
の
思
い
出
を
引
き
出
す
鍵
で
あ
っ
た
文
鳥
は
、
「
綾
さ
ん
」
と
の

と
な
り
、

「
綾
さ
ん
」

の
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
う
意
味
を
付
与
さ
れ
る
。

ま
た

江
藤
淳
が
、
激
石
の

「
文
鳥
」
に
お
い
て
、
文
鳥
が
死
ん
だ
女
の

「輸」

で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
文
烏
が

で
な
く
「
轍
」
と

「
只
の
小
鳥
」

な
る
図
式
は
、
こ
の
三
重
吉
の
「
鳥
」
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
様
に
「
鳥
」

「
男
」
を
現
実
と
は
異
な
る
世
界
、
「
綾
さ

で
は
、
文
鳥
が

ん

へ
の
思
慕
へ
と
誘
う
。
が
、

「
男
」
を
現
実
に
引
き
戻
す
存
在
も

一
方
で

描
か
れ
て
い
る
。

鳥
が
ま
た
千
代
ノ
¥
と
は
じ
め
る
。
背
中
を
揺
る
も
の
が
あ
る
。
顔
を
上

い
つ
の
間
に
か
う
た
L

寝
を
し
た
と
見
え
る
。

げ
て
見
る
と
下
女
で
あ
る
。

あ
た
り
は
と
っ
ぷ
り
暗
く
な
っ
て
ラ
ン
プ
が
附
い
て
居
る
。

一
ぱ
ん
に
文
鳥

を
見
る
。
物
さ
び
し
さ
う
に
し
て
徐
と
棲
っ
て
ゐ
る
。
壷
の
ま
は
り
へ
粟
の

-6ー

殻
の
行
儀
わ
る
く
撒
き
ち
ら
し
て
ゐ
る
。

(
「
鳥
」
)

折
角
の
蒲
団
は
春
の
夜
を
か
う
筋
違
に
敷
か
な
い
と
何
だ
か
気
に
足
ら
な

い
。
か
う
し
て
寝
て
、
頭
の
と
こ
ろ
に
綾
さ
ん
の
手
紙
が
さ
ら
ノ
¥
下
っ
て

ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
間
か
ら
下
女
に
言
っ
て
置
か
う
と
思
ひ
な
が
ら

忘
れ
て
ゐ
た
。
や
っ
と
昨
夜
言
ひ
付
け
た
の
に
下
女
は
今
宵
は
も
う
忘
れ
て

ゐ
る
。

(
「
鳥
」
)

こ
の
「
男
」
の
夢
、
「
綾
さ
ん
」
へ
の
思
慕
を
妨
げ
る
の
が
「
下
女
」
で
あ
る
。

「
男
」
に
と
っ
て

「
下
女
」
は
、
夢
に
位
置
す
る
女
で
あ
る
「
綾
さ
ん
」
と
は

別
の
位
相
、

つ
ま
り
現
実
に
位
置
し
て
お
り
、
彼
の
夢
を
妨
げ
る
者
と
し
て
描

か
れ
て
し
ま
う
。
「
綾
さ
ん
」
と
の
回
想
を
夢
の
中
で
思
い
浮
か
べ
て
い
た
「
男
」



は
「
背
中
を
揺
」
ら
れ
て
「
下
女
」
に
そ
の
夢
を
覚
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

「
男
」
が

「
綾
さ
ん
」
を
思
い
な
が
ら
床
に
つ
く
た
め
の
布
団
の
敷
き
方
を
心

得
な
い
の
も
、
こ
の
「
下
女
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
「
下
女
」
に
そ
の

意
志
は
な
く
と
も
、
と
も
か
く
「
綾
さ
ん
」

者
と
し
て
「
下
女
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
の
思
慕
、
美
し
い
夢
を
妨
げ
る

こ
こ
ま
で
三
重
吉
「
鳥
」

の
作
品
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
、
冒
頭

で
別
に
さ
れ
て
い
た
語
り
手
と
主
人
公

「男」

は
、
作
品
が
進
行
す
る
に
つ
れ

て
、
人
称
が

「
自
分
」
「
私
」
「
わ
し
」
と
な
ど
と
な
り
、
錯
綜
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
決
し
て
三
重
吉
が
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
で
の
語
り
手
の
錯
綜
は
作
品
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
効
果
を
収
め
た
と
は

考
え
ら
れ
ず
、

む
し
ろ
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
見
ら
れ
る
こ
の
作
品
の
構
造
は
、
「
男
」
が
「
文
鳥
」
を
介
し
て
、
「
綾

さ
ん
」
に
思
い
を
馳
せ
る
、

と
い
う
図
式
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
は
、
過
去
の
幼
少
期
の
回
想
、
十
四
・
五
歳
の
こ
ろ
を
回
想
し
た
夢
、

ペコ
し、

最
近
の
出
来
事
の
回
想
、
ま
た
全
く
「
男
」

の
中
だ
け
で
の
空
想
と
、
様
々
な

時
間
と
虚
実
が
入
り
乱
れ
て
い
る
。
斉
藤
氏
が
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
「
ど
こ
か

膜
臆
と
し
て
お
り
、
不
鮮
明
な
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
」
印
象
を
受
け
、
「
三
重

士
口
の

激石と三重吉の〈文鳥〉

「
幻
の
女
」
を
中
心
と
し
た
気
ま
ま
と
も
い
え
る
妄
想
を
つ
づ
り
合
わ
せ

て
、
と
に
か
く
一
応
書
き
上
げ
ら
れ
た
だ
け
の
、
そ
れ
ほ
ど
善
く
は
な
い
作
品

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
の
も
故
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
「
男
」

「
文
鳥
」
を
介
し
て
見
る
様
々
な
夢
、

そ
れ
が
あ
ま
り
に
多
彩
で
あ
り
、

カ2定
す
る
こ
と
が
な
い
。
さ
ら
に
先
に
述
べ
た
主
人
公
を
描
く
視
点
、
語
り
手
の

位
置
が
錯
綜
し
て
い
る
事
が
、
「
膜
腕
」
、
「
不
鮮
明
」
な
印
象
を
促
進
さ
せ
る
。

山
崎
氏
も
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
「
批
評
や
構
造
性
を
も
た
な
い
持
情
的
な
美

文
と
い
っ
て
よ
い
」
と
、
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
「
鳥
」
は

全
体
の
構
成
の
意
識
に
は
乏
し
い
作
品
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
先
述
の
様
に
、
あ

る
種
の
構
造
性
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
烏
」
と
い
う
作
品
は
、

「
男
」
が
「
文
鳥
」
に
よ
っ
て
「
綾
さ
ん
」
に
思
い
を
は
せ
る
と
い
う
単
純
な

図
式
を
繰
り
返
す
中
で
、
軸
と
し
て
の
主
人
公
と
構
成
と
し
て
の
語
り
手
が
錯

綜
し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
時
間
軸
と
虚
実
も
錯
綜
を
起
こ
し
た
、
と
で
も

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
激
石
の
「
文
鳥
」
に
比
べ
た
場
合
、

、.
」

特
に
構
成
の
面
な
ど
に
お
い
て
未
熟
な
作
で
あ
る
、

と
い
う
点
は
覆
ら
な
い
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

激
石
「
文
鳥
」
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の
構
造

先
に
お
い
て
、
三
重
吉
の

の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
先
行
研
究

「白河」

の
評
価
に
あ
る
よ
う
に
、
「
烏
」
が
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
と

そ
う
し
た
場
合
、

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

一
つ
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る

そ
れ
ほ
ど
の
作
品
で
あ
る
「
烏
」
が
激
石
に
ど
の
よ
う
な
影
響

ま
た
与
え
得
る
ほ
ど
の
何
か
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、

つ
ま
り
、

を
与
え
た
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
両
者
の
影
響
関
係
は
、
先
に
も
掲
げ
た
様
な
数
々
の
先

行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
結
論
は
激
石

の
完
成
度
を
強
調
す
る
の
み
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
激
石
の

の

「
文
鳥
」

「
文
鳥
」
が
完
成
度
の
高
い
小
品
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

た
だ
、
や
は

り
撤
石
の

「
文
鳥
」
は
鈴
木
三
重
吉
と
彼
の

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
鳥
」
な
く
し
て
は
生
ま
れ
な
か
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の
何
を
生
か
し
、
何
を
捨
て
た
か
、
と
い
う
こ

と
を
、
激
石
の
「
文
鳥
」
の
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
で
探
っ
て
い
き
た
い
。
(
な

お
、
鈴
木
三
重
吉
に
も
同
名
の
「
文
鳥
」
と
い
う
作
が
あ
る
。
後
に
両
作
の
比

較
、
考
察
を
行
う
た
め
、
引
用
中
で
の
激
石
の

そ
こ
で
「
文
鳥
」

は
「
鳥
」

「
文
鳥
」
に
は
【
激
】
、
鈴
木

重
吉
の

「
文
鳥
」
に
は
【
鈴
】
を
そ
れ
ぞ
れ
付
し
て
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。
)

三
重
吉
の
小
説
に
よ
る
と
、
文
鳥
は
千
代
々
々
と
鳴
く
さ
う
で
あ
る
。
其
の

鳴
き
声
が
大
分
気
に
入
っ
た
と
見
え
て
、
三
重
吉
は
千
代
々
々
を
何
度
と
な
く

使
っ
て
ゐ
る
。
或
は
千
代
と
云
ふ
女
に
惚
れ
て
ゐ
た
事
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な

川
叶
剥

U
剖
刈
同
↓
同
引
刈
制
覇
剖
到
削
吋
刈
剖
剣
も
聞
い
て
見
な
い
。
只

縁
側
に
日
が
普
く
当
る
。
さ
う
し
て
文
鳥
が
鳴
か
な
い
。

(
「
文
鳥
」
【
激
】
)

ま
ず
は
、
先
の
「
烏
」
同
様
に
主
人
公
と
語
り
手
に
注
目
す
る
。
激
石
の

鳥
」
で
は
、

一
人
称
の

れ
て
い
る
。
「
烏
」

「
自
分
」
が
主
人
公
で
あ
り
、
語
り
手
と
し
て
設
定
さ

の
語
り
手
が
錯
綜
を
起
こ
し
た
の
に
比
べ
、
こ
こ
で
は
語
り

手
を
完
全
に
固
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
文
鳥
も
同
様
に
作
中
に
現
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
れ
を
運
ん
で
き
た
の
は
「
三
重
吉
」

で
あ
る
。
「
三
重
吉
」
は
、
文

鳥
を
運
ん
で
来
る
者
と
し
て
作
中
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
「
三
重
吉
の
小
説
」
、

「
烏
」
(
「
三
月
七
日
」
)
を
背
景
と
す
れ
ば
、
文
鳥
と
女
の
繋
が
り
は
自
ず
か
ら

意
識
さ
れ
よ
う
。
ま
た
「
或
は
千
代
と
云
ふ
女
に
惚
れ
て
ゐ
た
事
が
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
」
と
、
文
鳥
の
鳴
き
声
と
女
の
名
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文

鳥
と
女
の
繋
が
り
を
伏
線
と
し
て
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
「
自
分
」
は
す
ぐ
さ

ま
「
昔
の
女
」
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
も
「
烏
」
の

い
男
」
と
は
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
文
鳥
」
【
激
】
で
の

「
自
分
」
は

文
鳥
を
見
つ
め
る
視
線
の
中
に
、
自
分
の
感
覚
と
感
情
を
投
影
し
て
い
く
。

や
が
て
三
重
吉
は
烏
龍
を
可
暗
に
箱
の
中
へ
入
れ
て
、
縁
側
へ
持
ち
出
し

て
、
比
所
へ
置
き
ま
す
か
ら
と
云
っ
て
帰
っ
た
。
自
分
は
伽
藍
の
様
な
書
斎

の
真
中
に
床
を
展
ベ
て
冷
か
に
寝
た
。
夢
に
文
鳥
を
背
負
ひ
込
ん
だ
心
持
は
、

少
し
寒
か
っ
た
が
眠
っ
て
見
れ
ば
不
断
の
夜
の
知
く
穏
か
で
あ
る
。

(
「
文
鳥
」
)
【
激
】

成
程
絹
麗
だ
。
次
の
間
へ
龍
を
据
ゑ
て
四
尺
許
り
此
方
か
ら
見
る
と
少
し

も
動
か
な
い
。
薄
暗
い
中
に
真
白
に
見
え
る
。
龍
の
中
に
う
づ
く
ま
っ
て
居

な
け
れ
ば
鳥
と
は
思
へ
な
い
程
白
い
。
何
だ
か
寒
さ
う
だ
。
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「文

寒
い
だ
ら
う
ね
と
聞
い
て
見
る
と
、
其
の
為
に
箱
を
作
っ
た
ん
だ
と
云
ふ
。

(
「
文
鳥
」
〉
【
撤
】

「
自
分
」
は
書
斎
で
寝
る
際
に
文
鳥
を
意
識
し
つ
つ
、
寒
さ
を
意
識
す
る
。
「
寒

は
「
伽
藍
の
様
な
書
斎
」
で
の
自
ら
の

寒
さ
を
文
鳥
と
共
有
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
「
冷
か
に
」
寝
る
「
自
分
」
に
は

寒
さ
と
共
に
「
淋
し
さ
」
が
あ
る
。
激
石
の
「
文
鳥
」
に
お
い
て
「
書
斎
」
は
「
自

分
」
と
他
者
と
を
隔
絶
さ
せ
る
場
と
し
て
描
か
れ
る
。

い
だ
ら
う
ね
」
と
文
鳥
を
見
る
「
自
分
」

伽
藍
の
様
な
書
斎
へ
は
誰
も
道
入
っ
て
来
な
い
習
慣
で
あ
っ
た
。
筆
の
音

「十布

に
淋
し
さ
と
云
ふ
意
味
を
感
じ
た
朝
も
昼
も
晩
も
あ
っ
た
。
然
し
時
々
は
此

の
筆
の
音
が
ぴ
た
り
と
巳
む
、
文
己
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
、
折
も
大
分
あ
っ
た
。



其
の
時
は
指
の
股
に
筆
を
挟
ん
だ
憧
手
の
平
へ
顎
を
載
せ
て
硝
子
越
に
吹
き

荒
れ
た
庭
を
眺
め
る
の
が
癖
で
あ
っ
た
。
夫
れ
が
済
む
と
載
せ
た
顎
を
二
本

の
指
で
伸
し
て
見
る
。
引
剖
M
U
縁
側
で
文
鳥
が
忽
ち
に
千
代
々
々
と
二
戸
鳴

い
た
。筆

を
摺
い
て
、
そ
っ
と
出
て
見
る
と
、
文
鳥
は
自
分
の
方
を
向
い
た
佳
、

留
り
木
の
上
か
ら
、
の
め
り
そ
う
に
白
い
胸
を
突
き
出
し
て
、
高
く
千
代
と

云
っ
た
。
三
重
吉
が
聞
い
た
ら
撫
喜
ぶ
だ
ら
う
と
思
ふ
程
な
美
い
戸
で
千
代

と
云
っ
た
。
三
重
吉
は
今
に
馴
れ
る
と
千
代
と
鳴
き
ま
す
よ
、
蛇
度
鳴
き
ま

す
よ
、
と
受
合
っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。

(
「
文
鳥
」
)
【
激
】

其
の
日
は
一
日
淋
し
い
ベ
ン
の
音
を
聞
い
て
暮
し
た
。
其
の
聞
に
は
折
々

千
代
々
々
と
一
お
ふ
声
も
聞
え
た
。
文
鳥
も
淋
し
い
か
ら
鳴
く
の
で
は
な
か
ら

う
か
と
考
へ
た
。
然
し
縁
側
へ
出
て
見
る
と
、

二
本
の
留
り
木
の
間
を
、
彼

方
へ
飛
ん
だ
り
、
此
方
へ
飛
ん
だ
り
、
絶
間
な
く
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
ゐ
る
。

少
し
も
不
平
ら
し
い
様
子
は
な
か
っ
た
。

(
「
文
鳥
」
)
【
激
】

「
書
斎
」

は
寒
く
、
淋
し
い
。
家
族
さ
え
遠
ざ
け
る

の
中
に
い
る
「
自
分
」

「
書
斎
」

の
中
で
「
自
分
」

の
近
く
に
い
る
の
は
唯
一
文
鳥
の
み
で
あ
る
。
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し
て

「
自
分
」

の
「
淋
し
さ
」
さ
え
も
徒
然
と
な
る
瞬
間
に
文
鳥
が
鳴
く
。

鳥
の
鳴
き
声
は
「
三
重
吉
」

の
説
明
で
は
「
自
分
」
に
「
馴
れ
」
た
事
の
証
で

あ
る
。

し
か
し
文
鳥
は
そ
れ
だ
け
で
鳴
い
た
の
で
は
な
い
。
文
鳥
の
鳴
き
声
は

「
淋
し
さ
」
に
さ
え
飽
い
た
虚
無
の
意
識
に
い
る

「
自
分
」
に
向
け
て
発
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
虚
無
に
流
さ
れ
て
い
く
在
漠
と
し
た
時
に
あ
る
「
自
分
」

の
姿
が
あ
る
。
「
す
る
と
」
文
鳥
が
鳴
く
。
文
鳥
の
鳴
き
声
で
「
自
分
」
は
三
重

吉
の
事
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
孤
独
に
さ
え
飽
き
、
倦
む
「
自
分
」

は
他
者

と
の
繋
が
り
を
文
鳥
の
鳴
き
声
を
鍵
と
し
て
辛
う
じ
て
回
復
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
自
分
」

は
そ
の
様
な
時
に
鳴
く
文
鳥
を
自
身
の
理
解
者
、

自
身
の
心
情
の
投
影
と
し
て
見
な
す
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は

「
自
分
」
が
、

そ
の
文
鳥
と
寒
さ
を
共
有
し
、
淋
し

さ
を
共
有
し
た
い
と
い
う
願
望
と
孤
独
で
あ
る
。
文
鳥
に
対
す
る
こ
の
様
な
感

情
の
投
げ
か
け
は
「
鳥
」
に
は
な
か
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
様
に
「
自
分
」

の
孤
独
と
、
淋
し
さ
の
共
有
と
い
う
願
望
が
文
鳥
に
向
け
ら
れ
て
行
く
中
で
、

文
鳥
は
、

た
だ
の
鳥
で
は
な
く
、
「
自
分
」

の
求
め
る
他
者
と
し
て
の
意
味
を
持

ち
始
め
る
。

そ
れ
で
も
文
鳥
は
一
向
不
平
ら
し
い
顔
も
し
な
か
っ
た
。
簡
が
明
る
い
所
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へ
出
る
や
否
や
、

い
き
な
り
眼
を
し
ば
た
』
て
、

心
持
首
を
す
く
め
て
、
自

分
の
顔
を
見
た
。

昔
美
し
い
女
を
知
っ
て
居
た
。
此
の
女
が
机
に
免
れ
て
何
か
考
へ
て
ゐ
る

所
を
、
後
か
ら
、
そ
っ
と
行
っ
て
、
紫
の
幣
上
げ
の
一
に
な
っ
た
先
を
、
長

そ

く
垂
ら
し
て
、
頚
筋
の
細
い
あ
た
り
を
、
上
か
ら
撫
で
廻
し
た
ら
、
女
は
も

文

の
う
気
に
後
を
向
い
た
。
其
の
時
女
の
眉
は
心
持
八
の
字
に
寄
っ
て
居
た
。

夫
で
眼
尻
と
口
元
に
は
笑
が
萌
し
て
居
た
。
同
時
に
格
好
の
好
い
頚
を
一
肩
一
迄

す
く
め
て
居
た
。
文
鳥
が
自
分
を
見
た
時
、
自
分
は
不
図
此
の
女
の
事
を
思

ひ
出
し
た
。
此
の
女
は
今
嫁
に
行
っ
た
。
自
分
が
紫
の
帯
上
げ
で
い
た
づ
ら

を
し
た
の
は
縁
談
の
極
っ
た
二
三
日
後
で
あ
る
。

(
「
文
鳥
」
)
【
激
】
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そ
れ
で
も
煙
草
を
一
本
ふ
か
し
た
。
此
の
一
本
を
ふ
か
し
て
仕
舞
っ
た
ら
、

起
き
て
龍
か
ら
出
し
て
遺
ら
う
。
と
思
ひ
な
が
ら
、

口
か
ら
出
る
煙
の
行
方

を
見
詰
め
て
居
た
。
す
る
と
比
の
煙
の
中
に
、
首
を
す
く
め
た
、
眼
を
細
く

し
た
、

し
か
も
心
持
眉
を
寄
せ
た
昔
の
女
の
顔
が
一
寸
見
え
た
。
自
分
は
床

の
上
に
起
き
直
っ
た
。
寝
巻
の
上
へ
羽
織
を
引
掛
け
て
、
す
ぐ
縁
側
へ
出
た
。

さ
う
し
て
箱
の
蓋
を
は
づ
し
て
、
文
鳥
を
出
し
た
。
文
鳥
は
箱
か
ら
出
な
が

ら
、
千
代
々
々
と
二
声
鳴
い
た
。

(
「
文
鳥
」
)
【
激
】

文
鳥
は
「
昔
の
美
し
い
女
」
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、

そ
の
女

は
今
で
は
も
う
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
「
自
分
」

の
手
の
届
か
な
い
所
へ
去
っ

た
。
撤
石
の

「
文
鳥
」
で

「
自
分
」
が
回
想
す
る
、
過
去
と
「
昔
の
美
し
い
女
」

は
、
現
在
と
は
繋
が
り
を
断
た
れ
た
夢
の
世
界
で
あ
る
。
「
鳥
」
で
の
「
綾
さ
ん
」

ヵ=

「男」

の
現
在
と
未
だ
関
わ
り
を
持
ち
、
「
男
」
が
触
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る

世
界
な
の
に
対
し
て
、
「
昔
の
美
し
い
女
」
と
「
自
分
」
と
の
聞
に
は
、
時
間
を

隔
て
た
絶
対
的
な
断
絶
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
文
鳥
が
そ
の
夢
の
世
界
と
の
幽

か
な
繋
が
り
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
激
石
は
美
し
い
夢
の
世

界
は
過
去
に
お
け
る
時
間
で
あ
り
、
寒
く
淋
し
い
現
実
を
今
に
お
け
る
時
間
と

い
う
形
で
歴
然
と
分
断
し
、
容
易
に
は
往
還
で
き
な
い
位
相
と
し
て
い
る
。

の
点
に
お
い
て
も
斉
藤
氏
の
指
摘
し
た
「
鳥
」

の
弱
点
を
克
服
し
て
い
る
と
い

即
ち
、
「
鳥
」
に
お
け
る
「
綾
さ
ん
」
と
「
男
」
に
つ
い
て
の
語
り
が

「
ど
こ
か
牒
躍
と
し
て
お
り
、
不
鮮
明
な
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
」
印
象
を
抱

え
よ
う
。

か
せ
る
理
由
は
、
先
に
指
摘
し
た
通
り
、

そ
の
時
間
軸
と
虚
実
の
煩
雑
さ
に
あ

る
。
し
か
し
激
石
の

「
文
鳥
」
に
お
い
て
は
時
間
軸
を
基
調
と
し
、
現
在
と
過

去
に
そ
れ
ぞ
れ
現
実
と
幻
想
を
明
確
に
振
り
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
自
分
」
は
時
折
そ
の
境
界
を
踏
み
越
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
行
為

と
は
文
鳥
と
の
接
触
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
果
た
し
て
失
敗
に
終
わ
る
。
「
自
分
の

指
か
ら
ぢ
か
に
餌
を
食
ふ
杯
と
い
ふ
事
は
無
論
な
か
っ
た
。
」
「
二
三
度
試
み
た

後
、
自
分
は
気
の
毒
に
な
っ
て
、
こ
の
芸
丈
は
永
久
に
断
念
し
て
仕
舞
っ
た
。

今
の
世
に
こ
ん
な
事
の
出
来
る
も
の
が
居
る
か
甚
だ
疑
は
し
い
。
恐
ら
く
古
代

の
聖
徒
の
仕
事
だ
ろ
う
。
一
二
重
吉
は
嘘
を
吐
い
た
に
違
な
い
」
、
と
あ
る
様
に
「
自

分
」
と
現
在
の
文
鳥
と
の
接
触
は
果
た
さ
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
翻
っ
て
ま
た
、

過
去
の

「
美
し
い
女
」
と
の
接
触
も
ま
た
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し

て
い
よ
う
。
「
自
分
」
が
「
美
し
い
女
」
に
触
れ
得
た
の
は
、
「
帯
上
」
や
「
春

の
光
線
」
を
介
し
た
間
接
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

n
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自
分
は
急
に
易
龍
を
取
っ
て
来
た
。
さ
う
し
て
文
鳥
を
此
の
方
へ
移
し
た
。

そ
れ
か
ら
知
露
を
持
っ
て
風
呂
場
へ
行
っ
て
、
水
道
の
水
を
汲
ん
で
、
龍
の

上
か
ら
さ
あ
/
¥
と
掛
け
て
や
っ
た
。
知
露
の
水
が
尽
る
頃
に
は
白
い
羽
根

か
ら
落
ち
る
水
が
珠
に
な
っ
て
転
が
っ
た
。
文
鳥
は
絶
え
ず
眼
を
ぱ
ち
/
¥

さ
せ
て
ゐ
た
。

昔
紫
の
帯
上
で
い
た
づ
ら
を
し
た
女
が
、
座
敷
で
住
事
を
し
て
ゐ
た
時
、

裏
二
階
か
ら
懐
中
鏡
で
女
の
顔
へ
春
の
光
線
を
反
射
さ
せ
て
楽
し
ん
だ
事
が

あ
る
。
女
は
薄
紅
く
な
っ
た
頬
を
上
げ
て
、
繊
い
手
を
額
の
前
に
同
期
し
な
が

ら
、
不
思
議
さ
う
に
瞬
を
し
た
。
此
の
女
と
此
の
文
鳥
と
は
恐
ら
く
同
じ
心

持
だ
ろ
う
。

(
「
文
鳥
」
)
【
激
}



こ
こ
で

「
自
分
」

文
鳥
に
触
れ
よ
う
と
す
る
。

lま

「
知
露
の
水
」
を
以
て
、

そ
れ
は
「
美
し
い
女
」

へ
の
か
つ
て
の
関
わ
り
方
を
な
ぞ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
在
の
中
に
過
去
の
美
し
い
思
い
出
を
現
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
行
為
な
の

で
あ
る
。
「
此
の
女
」
と
「
比
の
文
鳥
」

の

「
心
持
」
を
「
同
じ
」
に
す
る
こ
と

で
、
隔
た
っ
た
時
間
の
境
界
を
踏
み
越
え
、
過
去
の
美
し
い
世
界
と
の
繋
が
り

を
求
め
よ
う
と
す
る
。

そ
の
為
「
自
分
」

は

「
文
鳥
」
に
近
づ
き
、
直
に
触
れ

た
い
と
望
む
。
し
か
し
そ
れ
が
叶
う
の
は
文
鳥
の
死
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

自
分
は
こ
ば
ん
で
両
手
に
鳥
龍
を
抱
へ
た
。
さ
う
し
て
、
書
斎
へ
持
っ
て

這
入
っ
た
。
十
畳
の
真
中
へ
烏
龍
を
卸
し
て
、
其
前
へ
か
し
こ
ま
っ
て
、
館

の
戸
を
開
い
て
、
大
き
な
手
を
入
れ
て
、
文
鳥
を
握
っ
て
見
た
。
柔
か
い
羽

根
は
冷
切
っ
て
ゐ
る
。

拳
を
龍
か
ら
引
き
出
し
て
、
握
っ
た
手
を
開
け
る
と
、
文
鳥
は
静
に
掌
の

上
に
あ
る
。
自
分
は
手
を
開
け
た
ま
』
、

し
ば
ら
く
死
ん
だ
鳥
を
見
詰
め
て

ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
っ
と
座
布
団
の
上
に
卸
し
た
。
さ
う
し
て
、
烈
し
く

手
を
鳴
ら
し
た
。

十
六
に
な
る
小
女
が
、

は
い
と
云
っ
て
敷
居
際
に
手
を
つ
か
へ
る
。
自
分

激石と三重吉の〈文鳥〉

は
い
き
な
り
布
団
の
上
に
あ
る
文
鳥
を
握
っ
て
、
小
女
の
前
へ
拠
り
出
し
た
。

小
女
は
僻
向
い
て
畳
を
眺
め
た
佳
黙
っ
て
ゐ
る
。
自
分
は
餌
を
遺
ら
な
い
か

ら
、
と
う
/
¥
死
ん
で
仕
舞
っ
た
と
云
ひ
な
が
ら
、
下
女
の
顔
を
碑
め
つ
け

た
。
下
女
は
そ
れ
で
も
黙
っ
て
ゐ
る
。

自
分
は
机
の
方
へ
向
き
直
っ
た
。
さ
う
し
て
三
重
吉
へ
端
書
を
か
い
た
。
「
家

人
が
餌
を
遣
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
文
鳥
は
と
う
/
¥
死
ん
で
仕
舞
っ
た
。

た
の
み
も
せ
ぬ
も
の
を
寵
へ
入
れ
て

し
か
も
餌
を
遣
る
義
務
さ
へ
尽
さ
な

い
の
は
残
酷
の
至
り
だ
」
と
云
ふ
文
句
で
あ
っ
た
。

自
分
は
之
を
投
函
し
て
来
い
、
さ
う
し
て
其
の
烏
を
そ
っ
ち
へ
持
っ
て
行

け
と
下
女
へ
云
っ
た
。
下
女
は
ど
こ
へ
持
っ
て
参
り
ま
す
か
と
聞
き
返
し
た
。

ど
こ
へ
で
も
勝
手
に
持
っ
て
行
け
と
怒
鳴
り
つ
け
た
ら
、
驚
い
て
台
所
の
方

へ
持
っ
て
行
っ
た
。

(
「
文
鳥
」
)
【
激
}

文
鳥
の
死
に
よ
っ
て
、

し
か
し
、

「
昔
の
美
し
い
女
」

の
夢
は
破
ら
れ
る
。

こ
で
の

「
下
女
」
に
向
け
ら
れ
る
「
自
分
」

の
怒
り
は
尋
常
で
は
な
い
。
文
烏

の
世
話
は
特
に
「
下
女
」

に
命
ぜ
ら
れ
た
事
で
も
な
け
れ
ば
、
直
接
に
文
鳥
を
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殺
し
た
訳
で
も
な
い
。
こ
こ
で
「
下
女
」
に
向
け
ら
れ
る
「
自
分
」

の
烈
し
い

怒
り
の
理
由
は
何
か
。
そ
も
そ
も
「
下
女
」
が
出
て
く
る
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

の
構
造
を
思
い
返
せ
ば
、
「
下
女
」
は
美
し
い
夢
を

覚
ま
す
者
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
激
石
の

こ
こ
で
三
重
吉
の

「鳥」

「
文
鳥
」

に
お
い

て
も
同
様
に
、
「
下
女
」
が
そ
の
役
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

ぅ
。
無
論
、
文
鳥
が
死
ん
だ
責
任
は

「
自
分
」
に
も
あ
る
。
「
自
分
」
も
そ
れ
に

気
づ
い
て
い
る
が
故
に
、
や
り
場
の
な
い
怒
り
が

「
下
女
」
に
向
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
「
自
分
」

は
自
ら
が
美
し
い
夢
を
壊
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
く

な
い
が
故
に
、
「
烏
」
同
様
、
「
下
女
」
に
夢
を
壊
す
者
と
し
て
の
役
割
を
押
し

つ
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
激
石
の

「
文
鳥
」
に
つ
い
て
、
三
重
吉
の

「鳥」

(
「
三
月



激石と三重吉の〈文烏〉

七
日
」
)
と
構
造
的
に
比
較
し
た
。
そ
の
際
、
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

「
男
」
が

「
文
鳥
」
を
通
じ
て
、
美
し
い

「女」

の
夢
を
見
、
そ
れ
を
夢
に
属

さ
な
い

「
女
」
が
妨
げ
る
と
い
う
図
式
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
さ
す
が
に
「
文
鳥
」

で
は
、
「
男
」
と
「
語
り
手
」
、
ま
た
「
女
」
と
「
文
鳥
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
、

緊
密
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
品
の
構
造
に
着
目
し
た
場
合
に
「
鳥
」

へ
と
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

の
構
造
が

「
文
鳥
」

激
石
の

「
文
鳥
」
は
い
わ
ば
、
激
石
版
の
「
鳥
」
と
も
一
宮
守
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
、
激
石
の

は
、
三
重
吉
の
「
烏
」
が
持
つ
、
鳥
と
女
の
輸

と
す
る
構
造
と
そ
の
持
情
的
世
界
な
し
に
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
作
品
と
し
て

「
文
鳥
」

決
し
て
評
価
の
高
く
は
な
い

「烏」

で
あ
る
が
、
作
家
撤
石
の
一
面
を
刺
激
す

る
撃
鉄
と
し
て
十
分
な
存
在
感
を
持
つ
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

三
重
吉
の

「
文
鳥
」

こ
こ
で
、
三
重
吉
の
作
品
、
「
文
鳥
」
(
明
治
四
十
二
年
十
一
月
『
国
民
新
聞
』
)

に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。
前
項
迄
に
お
け
る
考
察
で
は
激
石
の
「
文
鳥
」
に

つ
い
て
、
三
重
吉
か
ら
の
影
響
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
は
激
石
か
ら
三
重
吉
へ

の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
、
両
者
と
作
品
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
考
察

す
る
。敵

石
の

「
文
鳥
」
と
三
重
吉
の

「
文
鳥
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
山
崎
氏
の

論
に
お
い
て
は
、
「
三
重
吉
の
『
文
鳥
』
は
散
石
の
『
文
鳥
』
(
一
)

の
記
述
を

直
接
受
け
る
よ
う
に
、
文
鳥
の
鳴
き
方
と
千
代
と
い
う
女
と
の
思
い
出
深
い
関

係
が
や
は
り
持
情
的
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
激
石
が
『
文
鳥
』
で
図

っ
た
真
の
対
話
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
事
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て

い
る
。し

か
し
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
三
重
吉
の

「
文
鳥
」
に
つ
い
て
も
詳
細
に
検
討

す
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
「
烏
」
、
「
文
鳥
」
【
激
石
】
、
「
文
鳥
」
【
三

重
吉
}
と
い
う
三
作
の
関
連
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
激
石
の

か
ら
「
文
鳥
」
へ
と
い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
た
か
を
探

「
文
鳥
」
を
経

て
、
三
重
吉
が

「
色
刷
」

る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
う
。
激
石
の

「
文
鳥
」
を
考
察
す
る
上
で
不
可
欠
な
要

素
で
あ
る
「
鈴
木
三
重
吉
」
と
い
う
存
在
自
体
も
併
せ
て
、
激
石
の

「
文
鳥
」

と
相
互
に
め
ぐ
り
あ
う
テ
ク
ス
ト
と
し
て
三
重
吉
の

「
鳥
」
と
「
文
鳥
」

は
重

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
三
重
吉
の
「
文
鳥
」
を
検
討
す
る
。

副
剣
が
或
女
に
話
し
た
取
り
と
め
も
な
い
話
で
あ
る
。

桑
畑
に
包
ま
れ
た
小
さ
い
町
の
、
水
の
中
の
や
う
な
夕
方
で
あ
っ
た
。
川
剖

川
副
剣
は
紙
鮭
の
誌
を
門
口
の
小
屋
根
の
雨
樋
へ
か
』
ら
せ
た
の
で
、
帯
を

解
い
て
叩
き
つ
け
て
、
引
っ
か
け
落
さ
う
と
し
て
ゐ
る
と
、
後
か
ら
ふ
い
と
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大
き
な
手
が
屋
根
へ
届
い
た
。

(
「
文
鳥
」
【
鈴
】
)

先
に
見
た
三
重
吉
の
「
烏
」
に
い
た
三
人
称
の
語
り
手
は
こ
こ
に
は
な
く
、
「
自

分
」
に
統
一
さ
れ
る
。
撤
石
の

「
文
鳥
」
と
同
じ
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
形
式

の
み
な
ら
ず
、
作
者
と
し
て
の
三
重
吉
と
も
限
り
な
く
不
可
分
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
で
激
石
の

「
文
鳥
」
が
あ
け
す
け
な
ま
で
に
自
身
を
作
中
に
登
場
さ
せ
て

み
せ
た
事
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
そ
ら
く
「
鳥
」
に
お
い
て
、
三
重

吉
は
自
身
を
そ
の
ま
ま
に
出
す
こ
と
が
悔
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ

は
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
三
重
吉
自
身
の
個
人
的
な
部
分
に
近
い
が
為
で
あ
る
。



そ
の
為
に
三
人
称
的
に
描
こ
う
と
し
な
が
ら
、

そ
の
内
容
が
極
め
て
自
分
自
身

の
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、
人
称
の
不
明
瞭
な
作
品
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
し
ま

っ
た
の
が

「鳥」

で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
の
点
で
一
人
称
を
用
い
、
《
自
分
自
身

の
事
》
と
し
て
描
く
ス
タ
イ
ル
は

「鳥」

の
持
つ
問
題
点
を
払
拭
す
る
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
、

「
自
分
」
と
「
小
さ
い
自
分
」

に
よ
っ
て
時
間
感
覚
も

区
分
け
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
も
「
烏
」

の
時
間
感
覚
が
膜
鵬
と
し
た
夢
想
の

中
に
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
明
確
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
三
重
吉
の
「
文

鳥
」
に
は
四
羽
の
文
鳥
が
現
わ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
出
が

「
自
分
」

に
よ
っ

て

「
或
女
」

に
語
ら
れ
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
明
確
な

構
成
も
「
烏
」
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

の
語

以
下
、

「
自
分
」

り
に
沿
っ
て
考
察
す
る
。

自
分
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
母
に
亡
く
な
ら
れ
た
。

一
一
一
二
年
し
て
祖
父
も

亡
く
な
っ
て
了
っ
た
。
自
分
は
千
代
と
一
し
ょ
に
父
と
祖
母
と
に
育
て
ら
れ

て
大
き
く
な
っ
た
。
千
代
と
い
ふ
の
は
自
分
よ
り
二
つ
年
上
の
女
の
子
で
、

母
の
出
た
家
か
ら
来
て
ゐ
た
女
で
あ
っ
た
。
角
力
が
く
れ
た
文
鳥
は
も
う
早

く
、
自
分
が
ま
だ
千
代
と
、

江
戸
絵
の
狐
の
嫁
入
り
の
行
列
を
一
つ
づ
』
切

り
抜
い
て
は
障
子
へ
ベ
た
六
¥
貼
り
附
け
て
、
祖
母
に
叱
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
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に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
時
千
代
は
そ
の
真
っ
白
い
小
さ
い
空
骸
を
硝
子

の
小
箱
へ
入
れ
て
、
緋
縮
緬
の
切
れ
へ
包
ん
で
い
つ
ま
で
も
持
っ
て
ゐ
た
。

千
代
は
十
九
の
年
ま
で
ゐ
て
よ
そ
へ
縁
づ
い
て
し
ま
っ
た
。
(
「
文
鳥
」
【
鈴
】
)

「
文
鳥
」
に
も
見
ら
れ
た
「
千
代
」

の
語
が
文
鳥
の
鳴
き
声

「
鳥
」
や
激
石
の

と
し
て
で
は
な
く
、
直
接
人
名
と
し
て
描
か
れ
る
。
「
烏
」
の
例
に
再
度
目
を
向

け
れ
ば
「
男
」
が
文
鳥
の
鳴
き
声
を
「
千
代
」
と
し
、
そ
の
鳴
き
声
と
、
そ
れ
が

生
じ
る
噴
に
目
を
向
け
る
時
に
こ
そ
美
し
い
女
の
夢
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
さ
ら
に
激
石
の

「
文
鳥
」

で
、
「
或
は
千
代
と
云
ふ
女
に
惚
れ

て
ゐ
た
事
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
部
分
に
も
対
応
し
て
い
る
と
い
え

る
。
さ
ら
に
激
石
の

「
文
鳥
」

に
お
け
る
「
美
し
い
女
」
が

「
此
の
女
は
今
嫁

に
行
っ
た
。
」
と
い
う
部
分
と
「
千
代
は
十
九
の
年
ま
で
ゐ
て
よ
そ
へ
縁
づ
い
て

し
ま
っ
た
。
」
と
い
う
部
分
は
設
定
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
の
三
重
吉
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
の

加
計
正
文
宛
書
簡
に
「
文
鳥
が
チ
ヨ
/
¥
ノ
¥
/
¥
と
な
く
。
千
代
と
い
ふ
ラ
パ

ー
が
ほ
し
く
て
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

円
〈
U

唱
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A

る
。
た
だ
、
実
際
に
三
重
吉
の
近
く
に
い
た
と
思
わ
れ
る
「
千
代
」
は

「
文
鳥
」

に
描
か
れ
る
よ
う
に
親
類
の
娘
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
三
十
九
年
九
月
五

日
加
計
正
文
宛
書
簡
に
は
「
下
女
が
ゐ
な
い
で
不
都
合
だ
か
ら
千
代
に
手
紙
を
出

し
て
給
仕
を
仰
せ
つ
け
た
。
」
と
あ
り
、
ま
た
明
治
四
十
二
年
三
月
十
七
日
加
計

正
文
宛
書
簡
に
も
「
千
代
は
妊
娠
せ
し
由
。
」
と
あ
る
。
た
だ
、
三
重
吉
が
こ
の

実
際
の
千
代
に
恋
心
を
抱
い
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
断
定
で
き
な
い
。

だ
が
、
作
中
で
は
、
さ
ら
に
「
自
分
」

の
文
鳥
と
「
千
代
」
と
の
関
わ
り
が
詳

し
く
描
か
れ
る
部
分
で
、
「
も
う
一
生
涯
こ
の
鳥
は
見
た
く
な
い
と
考
へ
た
。
」

と
あ
る
。
三
重
吉
の

「
文
鳥
」
に
お
い
て
は
、
文
鳥
は
単
に
美
し
い
夢
の
鍵
だ

け
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
に
三
重
吉
自
身
の
持
つ
悲
哀
を
も
読
み
と
る

こ
と
は
難
く
な
い
。

「
千
代
」
と
の
美
し
い
思

そ
れ
を
併
せ
る
こ
と
で
文
鳥
は

い
出
と
切
な
い
別
れ
を
併
せ
持
つ
時
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
文
鳥
は

「
自
分
」
、
あ
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る
い
は
三
重
吉
の
悲
し
み
を
癒
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
節
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
明
治
三
十
九
年
十
二
月
二
十
三
日
加
計
正
文
宛
書
簡
に
は

「
僕
は
民
つ
'
臼

い
文
鳥
を
一
匹
飼
っ
て
ゐ
る
。
机
の
そ
ば
で
鴫
っ
て
ゐ
る
。
」
と
あ
り
、
明
治
四

十
年
七
月
十
八
日
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
に
は

「
口
多
き
わ
し
も
比
頃
は
何
ん
に
も

口
を
聞
か
な
い
、

兄
が
ゐ
ぬ
故
わ
し
の
心
中
は
誰
も
文
鳥
よ
り
外
に
は
知
っ
て

文
鳥
は
い
ぢ
ら
し
い

ゐ
て
く
れ
な
い
や
う
な
気
が
す
る

な
つ
か
し
い
」
と

あ
る
。
敵
石
の

「
文
鳥
」

で

「
自
分
」
が
文
鳥
に
対
し
て
抱
い
た
様
な
自
分
の

感
覚
と
感
情
の
投
影
は
三
重
吉
が
既
に
行
っ
て
い
た
事
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と

れ
る
。
そ
の
様
に
自
身
の
感
情
と
夢
を
な
に
も
の
か
に
投
影
す
る
者
が
三
重
吉

で
あ
り
、
三
重
吉
た
る

「
自
分
」
に
と
っ
て
、
激
石
た
る

「
先
生
」
こ
そ
が
、

理
解
し
て
く
れ
る
者
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
年
二
月
十
一
日

小
宮
豊
隆
宛
書
簡
に
は
「
先
生
が
遊
び
に
来
て
下
さ
っ
た
。
文
鳥
が
飼
ひ
た
い

そ
れ
に
同
調
し
、

と
い
は
れ
た
。
」
と
あ
り
、

同
年
二
月
十
二
日
加
計
正
文
宛
書
簡
に
は
「
夏
目
先

生
が
遊
び
に
来
た
。
先
生
も
虞
似
を
し
て
文
鳥
を
飼
ふ
ん
だ
っ
て
。
」
と
あ
る
。

三
重
吉
に
と
っ
て
文
鳥
を
飼
う
と
い
う
行
為
を
散
石
と
共
有
す
る
事
は
、
そ
の

ま
ま
自
身
の
文
鳥
へ
の
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
三
重
吉
に

と
っ
て
の
文
鳥
の
思
い
出
に
、
激
石
と
の
繋
が
り
が
加
わ
っ
た
と
も
言
え
る
。

三
重
吉
の

「
文
鳥
」
に
は
こ
う
あ
る
。

自
分
は
悲
し
い
時
に
は
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。
文
鳥
の
忘
れ
ら
れ
ぬ

た
う
と
或
日
先
生
に
文
鳥
を
買
は
せ
た
。
さ
う
し
て
自
分
が
出
か

自
分
は
、

け
で
は
世
話
を
し
て
、
自
分
の
指
図
に
従
っ
て
歌
ふ
や
う
に
教
へ
て
ゐ
た
が
、

こ
の
文
鳥
も
い
く
ら
も
た
』
ぬ
う
ち
に
、
或
日
先
生
の
留
守
の
時
に
、
終
日

餌
も
水
も
貰
へ
な
く
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
夜
帰
っ
て
来
て
、
龍
の
中
に
白
く
倒
れ
た
る
小
さ
い
も
の
を
個
ん
だ

先
生
は
、
「
文
鳥
」
と
い
ふ
作
を
書
い
て
自
分
に
示
さ
れ
た
。
そ
の
作
の
中
に

は
自
分
の
名
が
一
枚
に
七
つ
も
八
つ
も
鈴
実
に
出
て
来
た
。
千
代
の
名
も
出

て
来
た
。

自
分
は
先
生
の
文
鳥
が
死
ん
で
か
ら
、
今
度
は
自
分
で
買
っ
て
、

そ
れ
を

持
っ
て
薄
暗
い
弊
町
か
ら
薄
暗
い
千
駄
木
に
移
っ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
を
机

の
上
に
置
い
て
、

「1
1
1
1
1
」
を
書
い
た
。
こ
の
宿
に

や
は
り
小
さ
い

は
千
代
と
閉
じ
名
の
女
の
子
が
ゐ
た
。
或
夜
う
と
ノ
¥
と
寝
か
け
て
ゐ
る
時

に
、
下
で
千
代
さ
ん
ノ
¥
と
言
っ
て
ゐ
る
の
を
聞
い
て
、
昔
の
自
分
の
家
の

や
う
に
思
っ
て
目
を
開
い
た
事
も
あ
っ
た
。

さ
う
し
て
ゐ
る
内
に
国
許
か
ら
父
が
危
篤
だ
と
い
ふ
知
ら
せ
が
来
た
。
そ
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の
時
自
分
は
「
1
1
1
」
を
書
き
か
け
て
ゐ
た
。
急
い
で
国
へ
帰
っ
て
見
る

と
、
父
は
も
う
亡
く
な
っ
て
ゐ
た
。
桑
畑
に
包
ま
れ
た
小
暗
い
家
に
は
、

た

ゾ
祖
母
と
自
分
だ
け
が
残
っ
た
。

(
「
文
鳥
」
【
鈴
】
)

「
先
生
」
と

の
文
鳥
の
繋
が
り
が
描
か
れ
た
後
で
父
と
の
死
別
が

「
自
分
」

併
せ
て
描
か
れ
る
。
振
り
返
れ
ば
三
重
吉
の

「
文
鳥
」
に
は
文
鳥
が
描
か
れ
る

側
に
、
常
に
別
れ
が
描
か
れ
て
い
た
。
初
め
て
文
鳥
を
手
に
し
た
幼
少
の
頃
、
「
白

分
」
は
「
間
も
な
く
母
に
亡
く
な
ら
れ
」
「
二
三
年
し
て
祖
父
も
亡
く
な
っ
て
了
」

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
重
吉
の

の
中
で
、
文
鳥
は
美
し
い
女
の
思
い
出
を
導
く
だ
け
の

「
文
鳥
」

存
在
で
は
な
く
、
親
し
い
人
と
の
別
れ
と

の
淋
し
さ
の
中
に
現
わ
れ

「
自
分
」



る
も
の
と
し
て
存
在
と
し
て
い
る
。
「
烏
」

で
の
美
し
い
女
と
の
幻
想
の
中
に
浸

れ
た
主
人
公
の
姿
は
こ
こ
に
は
な
い
。

し
か
し
、
元
来
文
鳥
は

「
自
分
」
、
あ
る

し、

は

「鳥」

「男」

に
と
っ
て

「
自
分
は
こ
の
烏
は
自
分
の
妻
に
な
る
と
い

の

ふ
女
へ
白
い
誓
ひ
の
印
に
渡
す
」
と
い
っ
た
幸
福
な
輸
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、

三
重
吉
の

「
自
分
」
に
は
、

も
は
や
そ
の
様
な
輸
と
し
て
の
文

「
文
鳥
」

で
の

烏
は
あ
り
え
な
い
。
美
し
く
、
幸
福
な
夢
は
去
っ
て
し
ま
う
。
「
自
分
」

は
も
は

や
文
鳥
の
夢
を
見
な
い
。

そ
し
て

「
父
」
が
死
ん
で
、
残
さ
れ
た
「
祖
母
」

世
話
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
自
分
」

「
下
総
」

へ
と
行
く
。

iま

こ
こ
に
は

現
実
の
三
重
吉
の
生
活
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

三
重
吉
は
父
悦
二
が
死
ん
だ
明
治
四
十
一
年
十
月
に
千
葉
県
成
田
中
学
校
に
職

を
得
る
。
そ
れ
に
伴
う
様
に
「
自
分
」

の
生
活
か
ら
文
鳥
の
姿
が
消
え
て
い
く
。

祖
母
は
も
う
年
が
寄
っ
て
日
も
ろ
く
に
見
え
な
い
。
耳
は
少
し
も
聞
え
な

ぃ
。
戸
口
の
横
の
竹
の
格
子
に
覗
い
て
は
、
「
三
重
吉
、
大
根
の
中
へ
着
物
が

落
ち
て
る
よ
。
」
と
い
ふ
。
自
分
は
小
さ
い
門
の
内
へ
大
根
を
作
っ
て
ゐ
る
。

「
着
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
に
も
落
ち
て
は
居
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
っ
て

聞
か
せ
て
も
、

し
ば
ら
く
す
る
と
直
き
忘
れ
て
了
っ
て
、
ま
た
三
重
吉
ノ
¥

と
い
ふ
。
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自
分
は
か
う
し
て
小
さ
く
住
っ
て
、
書
い
て
は
直
し
書
い
て
は
直
し
L

て

例
の
小
さ
い
物
語
を
書
く
。

け
れ
ど
も
文
鳥
は
今
は
ゐ
な
い
。

父
の
死
ん
だ
と
き
、
冬
木
さ
ん
に
預
け

て
国
に
行
っ
た
な
り
で
、

そ
の
後
出
て
来
て
も
い
ま
で
に
そ
れ
な
り
で
取
り

に
行
か
な
い
で
ゐ
る
。

(
「
文
鳥
」
【
鈴
】
)

「
自
分
」
が
文
鳥
を
手
元
に
置
か
な
い
の
は
、
美
し
い
夢
と
の
訣
別
で
も
あ

り
、
ま
た
「
自
分
」
に
と
っ
て
文
鳥
が
離
別
を
驚
す
存
在
と
な
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
「
自
分
」
は
、
い
ず
れ
別
れ
ざ
る
を
得
な
い
祖
母
と
の
別
れ
を
嘆
ぎ
取
り
、

そ
れ
を
恐
れ
る
よ
う
に
文
鳥
を
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
自
分
」

に
と
っ
て
文
鳥
は
、
美
し
い
夢
と
淋
し
い
別
れ
と
い
う
、
二
つ
に
分
裂
し
た
意

の

味
を
持
つ
愉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
自
分
」
三
重
吉
に
と
っ
て

文
鳥
は
や
は
り
特
別
な
意
味
を
持
ち
続
け
た
。
「
鳥
」
で
の
「
男
」
に
と
っ
て
「
自

分
は
こ
の
烏
は
自
分
の
妻
に
な
る
と
い
ふ
女
へ
白
い
誓
ひ
の
印
に
渡
す
」
と
い

っ
た
幸
福
な
轍
で
あ
っ
た
文
鳥
の
意
味
を
、

こ
こ
で
の

「
自
分
」
も
や
は
り
引

き
ず
っ
て
い
る
。

F
h
d
 

''A 

自
分
が
あ
れ
を
女
に
約
束
の
印
に
や
る
と
い
ふ
の
は
も
と
よ
り
冗
談
で
あ

る
。
自
分
は
ま
だ
さ
う
い
ふ
女
に
会
は
な
い
。
会
ひ
た
い
と
も
思
は
な
い
。

併
し
文
鳥
は
い
つ
ま
で
も
自
分
に
は
忘
れ
ら
れ
ぬ
烏
で
あ
る
。(

「
文
鳥
」
【
鈴
】
)

こ
こ
で
の
語
り
は
、

た
だ
文
鳥
が
忘
れ
ら
れ
な
い
鳥
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と

だ
け
を
語
っ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

の
語
り
は
冒
頭
の

「
自
分
」

「
或
女
」

な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
構
造
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
自
分
」

は
文
鳥
を
「
女
に
約
束
の
印
に
や
る
と
い
ふ
の
は
も
と
よ
り
冗
談

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
文
鳥
に
つ
い
て
語
る

「
自
分
」

は
文
鳥
が
美

し
い
夢
の
時
で
あ
っ
た
時
期
を
振
り
返
り
、
「
さ
う
い
ふ
女
」
で
あ
っ
た
「
千
代
」
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の
事
が
忘
れ
ら
れ
な
い
事
、
代
わ
り
に
な
る
女
の
い
な
い
事
を
「
或
女
」
に
語

る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
重
吉
の

は

「
烏
」
に
あ
っ
た
手
法
的
な
問
題
点
は
払
拭
さ
れ
て

「
文
鳥
」

そ
れ
は
撤
石
の
「
文
鳥
」
に
触
れ
た
こ
と
と
決
し
て
無
縁

で
は
な
い
。
前
二
作
で
は
美
し
い
夢
の
轍
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
文
鳥
を
、
時

い
る
と
い
え
よ
う
。

聞
の
経
過
に
連
れ
て
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ツ
に
変
化
し
て
い
く
喰
と
し
て
描
い
た
点

に
お
い
て
、
こ
の

「
文
鳥
」

は
「
鳥
」
に
比
す
る
に
格
段
の
進
歩
を
認
め
ら
れ

る
作
品
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
作
品
を
一
連
と
し
て
《
文
鳥
の
喰
》
の
物
語
を

「
三
重
吉
」
と
「
先
生
」

で
あ
る
激
石
と
紡
い
で
行
く
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む

こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
の
様
な
視
点
で
敵
石
の

「
文
鳥
」

の
意
味
と
位
置
を
考

え
た
場
合
、

そ
の
視
線
は
激
石
の
内
部
へ
と
沈
降
す
る
の
み
で
は
足
ら
ず
、

し
ろ
外
部
へ
開
く
必
要
が
あ
る
。
激
石
の

「
文
鳥
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
他
者

と
し
て
の
三
重
吉
の
テ
ク
ス
ト
と
の
響
き
あ
い
の
中
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
考
察
で
は
、
影
響
関
係
を
指
摘
さ
れ
る
、
鈴
木
三
重
吉
の

「
鳥
」
と
激
石

の

「
文
鳥
」
、
三
重
吉
の

「
文
鳥
」
を
構
造
的
に
分
析
し
、

比
較
、
考
察
を
行
つ

た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
酷
評
さ
れ
る
「
烏
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、

激
石
が
そ
れ
に
着
目
し
、
「
影
響
」
さ
れ
た
の
か
、

ま
た
、
ど
の
程
度
影
響
さ
れ

た
と
言
え
る
の
か
、
に
つ
い
て
十
分
な
答
え
は
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
斉
藤
氏
の
述
べ
た
、
「
共
通
す
る
女
性
意
識
と
文
鳥
飼
育
」
に
し
て

も
、
た
だ
共
通
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
文
鳥
自
体
と
文
鳥
を
女
の
輸
と
す
る

構
造
を
三
重
吉
が
持
ち
込
ん
だ
上
で
の
撤
石
と
の
共
有
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。
「
烏
」
と
撤
石
の
「
文
鳥
」
に
見
ら
れ
た
構
造
的
な
類
似
も
、
先
行
し
た
「
烏
」

と
三
重
吉
に
よ
る
所
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
三
作
の
比
較
か
ら
考
察
し
た
結
果
、
激
石
の

「
文
鳥
」

は
三
重
吉
の

作
品
世
界
、
あ
る
い
は
彼
の
持
っ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
と
交
差
す
る
地
点
に
位
置

す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
激
石
の

「
文
鳥
」
が
小
品
の
中
で

も
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、

一
種
の
官
能
的
、
禁
忌
的
な
部
分
が
激
石
の
深
部

に
触
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ば
、

そ
こ
に

の
特
権
化
が
行
わ
れ
で
も
い
た
。
例
え
ば
半
田
淳
子
氏
は
二
人
の
作

品
と
関
係
に
つ
い
て
両
性
愛
、
同
性
愛
の
観
点
か
ら
次
の
様
に
論
じ
て
い
る
。

「
文
鳥
」

む

草
平
は
三
重
吉
の
激
石
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
『
夏
目
散
石
』
に
於
い

て
、
「
彼
自
身
の
言
葉
を
籍
り
て
云
え
ば
、
『
先
生
の
皐
丸
を
握
っ
て
い
る
』

p
h
v
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よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
(
傍
点
引
用
者
ご
と
回
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

二
重
吉
は

「
側
の
者
に
対
し
て
そ
う
い
う
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
先
生
も
又
そ
れ
を
許
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
三
重

吉
は
多
く
の
門
下
生
の
中
で
、
よ
り
生
理
的
な
意
味
で
、
激
石
に
肉
薄
し
て

そ
し
て
激
石
も
そ
れ
を
良
し
と
し
、
三

い
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

重
吉
に
応
え
る
形
で
『
文
鳥
』
を
書
い
た
。
と
な
る
と
、
『
文
鳥
」

の
中
に
三

八
回
も
登
場
し
て
く
る
三
重
吉
の
名
前
は
、
翠
丸
を
握
ら
れ
た
男
の
歓
喜
の

叫
び
だ
っ
た
と
も
言
い
得
る
。
だ
が
そ
の
内
容
が
余
り
に
も
当
時
の
規
範
に

反
す
る
、
個
人
的
な
快
楽
の
詩
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
敵
石
は
近
親
者
や
他

の
門
下
生
に
触
れ
ぬ
よ
う
、
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
し
た
と
い
う
わ
け
で



あ
る
。こ

う
し
て
見
て
く
る
と
、

江
藤
淳
が

の
中
で

「
一
一
人
き
り

「
夢
中
の
夢
」

の
特
権
的
な
世
界
を
共
有
し
な
が
ら
、
『
自
分
』
と
『
文
鳥
』
と
の
あ
い
だ
に

身
体
的
な
接
触
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
」
理
由
も
納
得
が
い
く
。
そ
れ
は
「
激

石
に
特
徴
的
な
女
性
恐
怖
」
(
江
藤
淳
)

と
い
う
よ
り
は
、

父
と
子
の
近
親
相

姦
、
或
い
は
同
性
愛
的
な
感
情
へ
の
禁
忌
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

半
田
氏
は
同
性
愛
の
告
白
と
し
て

「
文
鳥
」
を
特
権
化
し
、
江
藤
淳
は
異
性

「
文
鳥
」
を
特
権
化
す
る
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
「
文
鳥
」

は
隠

愛
の
告
白
と
し
て

蔽
さ
れ
る
セ
ク
シ
ヤ
リ
テ
イ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
何
故
か
そ

の
際
の
根
拠
と
し
て
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
み
に
掲
載
さ
れ
た
、
と
い
う
《
事

実
》
が
挙
げ
ら
れ
る
。
江
藤
淳
も
ま
た
「
激
石
は
、
『
文
鳥
』
を
ど
ん
な
近
親
者

に
も
読
ま
せ
た
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
鳥
居
素

川
の
依
頼
を
奇
貨
と
し
て
、
『
大
阪
朝
日
』
の
読
者
に
だ
け
読
ま
せ
る
た
め
に
、

こ
の
印
象
的
な
文
章
を
綴
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
す
る
。
し
か
し
、

「
文
鳥
」

は
明
治
四
十
一
年
十
月
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
再
掲
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
《
事

実
》
に
は
両
者
共
に
目
を
背
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
氏
の
論
旨
を
な
ぞ
っ
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て

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

に
再
掲
さ
れ
た
《
事
実
》
か
ら
考
え
れ
ば
、
激
石
に
よ
り

近
い
人
々
が
限
無
く
読
み
、
多
く
の
自
に
触
れ
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
文
鳥
」

は
、
激
石
の
隠
蔽
し
た
か
っ
た
セ
ク
シ
ヤ
リ
テ
ィ

l
の
表
出
し

た
作
品
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
激
石
と
三
重
吉
、
さ
ら

に
弟
子
達
と
の

「
師
弟
関
係
」
が
セ
ク
シ
ヤ
リ
テ
ィ

l
、
特
に
同
性
愛
と
し
て

の
問
題
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
に
は
今
一
つ
の
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る

よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
一
連
の
「
烏
」
「
文
鳥
」
「
文
鳥
」

の
三
作
に
登
場
す
る
男
達
の
視
線
は
ひ
た
す
ら
女
に
向
か
っ
て
い
た
。
む
し
ろ

そ
の
異
性
に
向
け
る
視
線
を
共
有
す
る
男
同
士
の
関
係
こ
そ
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
烏
」
「
文
鳥
」
「
文
鳥
」
と
連
な
る
三
小
品
を
、
激
石
と
三
重
吉
と

の
文
学
的
交
流
か
ら
概
括
し
て
結
び
と
し
た
い
。

三
重
吉
は
明
治
四
十
二
年
十
一
月
六
日
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
に
お
い
て

「
文
烏

に
つ
い
て
は
先
生
の
評
語
を
賜
は
る
べ
き
は
龍
期
せ
ざ
れ
ど
も
、
何
か
言
っ
て

ゐ
ら
れ
た
ら
知
ら
し
て
く
れ
よ
。
知
り
た
い
。
」
と
し
な
が
ら
も
「
ど
う
も
三
重

吉
も
い
つ
ま
で
も
文
鳥
で
も
あ
る
ま
い
か
ら
大
い
に
奮
設
す
る
つ
も
り
だ
」
と

記
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
も
「
鳥
」
「
文
鳥
」
「
文
鳥
」

の
三
小
品
が
二
人
の
交

円

i
唱
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流
と
テ
ク
ス
ト
の
連
関
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
こ
で
は

三
重
吉
は
自
身
の

「
文
鳥
」
が
激
石
に
読
ま
れ
、
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
を
期
待

し
な
が
ら
も
、
自
身
の
作
風
に
一
種
の
見
切
り
を
つ
け
、
新
境
地
を
聞
き
た
い

と
す
る
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
重
吉
に
と
っ
て
激
石
の
評
価
は
ほ
と

ん
ど
絶
対
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
三
重
吉
の
処
女
作
「
千
鳥
」

が
敵
石
の
激
賞
を
受
け
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
、
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と

は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
激
石
は
ま
た
、
三
重
吉
に
宛
て
た
明
治
三
十
九
年

十
月
二
十
六
日
書
簡
に
お
い
て

「
君
の
趣
味
か
ら
云
ふ
と
オ
イ
ラ
ン
憂
ふ
式
で

つ
ま
り
。
自
分
の
ウ
ツ
ク
シ
イ
と
思
ふ
事
ば
か
り
か
い
て
、

そ
れ
で
文
学
者
だ

と
澄
ま
し
て
居
る
様
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
。
現
実
世
界
は
そ
う
は
ゆ
か
ぬ
。

文
学
世
界
も
亦
さ
う
許
り
で
は
ゆ
く
ま
い
」
「
僕
は
一
面
に
於
て
死
ぬ
か
生
き
る

か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
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や
っ
て
見
た
い
。
」
「
三
重
吉
先
生
破
戒
以
上
の
作
ヲ
ド
ン
ノ
¥
出
シ
玉
へ
」
と

よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
作
家
に
な
る
よ
う
鼓
舞
し
て
い
る
。

し
か
し
、
三
重

吉
は
な
か
な
か
自
身
の
持
つ
行
情
的
な
世
界
を
脱
却
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

「
文
鳥
」

の
中
に
「
自
分
は
か
う
し
て
小
さ
く
住
っ
て
、
書
い
て
は
直
し
書
い

て
は
直
し
』
て
例
の
小
さ
い
物
語
を
書
く
」
と
三
重
吉
が
書
く
と
き
、
激
石
の

期
待
に
沿
う
よ
う
な
自
分
で
な
い
こ
と
の
悲
し
み
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

三
重
吉
が
頑
な
に
ま
で
に
綴
っ
た
鳥
と
女
の
輸
の
世
界
は
、
激
石
の
《
深
部
》

を
響
か
せ
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

激
石
の
小
品
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
に

「
文
鳥
」
、
「
永
日
小
品
」

「、心」、

「
夢
十
夜
」

の
第
一
夜
な
ど
が
あ
る
。

，
F
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そ
れ
ら
の
小
品
へ
の
評

価
は
激
石
の
《
深
部
》
に
繋
が
る
と
さ
れ
る
が
故
の
評
価
で
あ
る
と
も
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
そ
の
《
深
部
》
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
小
品
は
夏
目
金
之
助

と
い
う
内
部
の
み
で
ひ
た
す
ら
掘
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

い
わ
ば
三
重
吉
の
《
深
部
》
と
激
石
の
《
深
部
》
が
響
き
あ
っ
て
生
じ
た
の
が
、

「
文
鳥
」

で
あ
り
、

そ
の
奥
底
で
の
繋
が
り
と
響
き
あ
い
が
、
テ
ク
ス
ト
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
永
日
小
品
」

「
心
」
も
そ
の
一
連
の
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
紙
幅
が
尽
き
た
。

次
の
機
会
に
考
察
を
行
い
た
い
。

注

(
1
)
斉
藤
秀
雄
「
激
石
の
『
文
鳥
』
に
つ
い
て
・
三
重
吉
と
の
関
連
を
中
心
に
目
」

(
昭
和
五
十
五
年
五
月
『
文
芸
と
批
評
』
)

(
2
)

三
好
行
雄
「
夏
目
激
石
作
品
事
典
」

(
平
成
二
年
七
月
別
冊
図
文
鳳
十
四
『
夏
目
徽
石
事
典
』
所
収
)

(
3
)

江
藤
淳
「
激
石
と
そ
の
時
代
第
四
部
」
(
平
成
六
年
八
月
『
新
潮
』
)

(
4
)
山
崎
甲
一
「
物
言
わ
ぬ
文
鳥
」
(
平
成
六
年
三
月
『
図
語
と
図
文
拳
』
)

(
5
)
同
(
注
1
)

(
6
)

同
(
注
1
)
、
ま
た
(
注
4
)

の
山
崎
氏
に
も
両
作
の
描
写
が
照
応
し
て
い
る
箇

所
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。

(
7
)
同
(
注
4
)

(
8
)
同
(
注
3
)

(
9
)

同
(
注
4
)

(
叩
)
半
田
淳
子
「
誰
が
一
番
愛
さ
れ
て
い
た
か
・
『
文
鳥
』
が
語
る
両
性
愛
」

(
平
成
十
二
年
十
月
『
激
石
研
究
』
翰
林
書
房
)

(
日
)
同
(
注
3
)

の

テ
キ
ス
ト
は
『
激
石
全
集
』
(
岩
波
書
底
平
成
六
年
)
、
『
鈴
木
三
重
士
回
全
集
』
(
岩
波

書
庖
昭
和
五
十
七
年
第
二
制
)
を
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
た
。
ま
た
傍
線
は
私
に
附
し
た
。

(
に
の
み
や
と
も
ゆ
き
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)

nδ 
唱

a
A

の




