
夏
目
漱
石
　
「
永
日
小
品
」
考

－
　
「
三
四
郎
」
　
と
　
「
そ
れ
か
ら
」
　
の
間
で
　
－

一
「
永
日
小
品
」
に
つ
い
て
　
－
問
題
の
所
在
－

明
治
四
十
二
年
の
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
東
京
、
大
阪
の
両
r
朝
日
新

聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
永
日
小
品
」
は
、
夏
目
漱
石
の
他
の
作
品
に
比
べ
、
そ

の
位
置
付
け
、
他
作
晶
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
末
だ
不
充
分
な
点
が
多
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
の
主
眼
は
、
漱
石
作
品
の
中
に
お
け
る
「
永
日
小
品
」

の
位
置
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ま
ず
は
、
「
永
ロ
］
小
品
」
　
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
提
示
し
て
お
き
た

ヽ

　

0

．
＞

短
篇
集
の
体
裁
を
採
っ
て
い
る
「
永
日
小
品
」
は
二
十
五
篇
の
小
品
か
ら
成

っ
て
い
る
。
そ
の
一
精
一
精
が
形
式
、
内
容
と
も
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
従
来
、
長
編
作
品
の
様
に
は
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

ま
た
短
篇
集
と
し
て
も
「
永
日
小
品
」
は
、
「
夢
十
夜
」
と
の
並
列
や
比
較

の
視
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
伊
藤
整
が
「
文
鳥
」
「
夢
十
夜
」
「
永
日

二

　

　

宮

　

智

　

之

小
品
」
な
ど
の
短
篇
に
お
い
て
「
暗
い
漱
石
」
像
の
提
示
を
行
っ
た
時
か
ら
、

（1）

そ
の
傾
向
．
は
長
く
続
い
て
い
た
。
例
え
ば
、
荒
正
人
は
次
の
棟
に
述
べ
て
い

（2）る
。

「
水
日
小
品
」
は
r
夢
十
夜
」
と
の
間
に
、
執
筆
期
間
に
半
年
ほ
ど
の
距

虻
が
あ
る
。
r
夢
十
夜
」
の
よ
う
な
も
の
を
と
い
う
希
望
を
入
れ
て
、
書
い

た
も
の
で
、
二
十
五
篇
か
ら
な
る
。
こ
れ
は
昼
の
夢
、
あ
れ
は
夜
の
夢
だ
と

い
う
分
類
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
水
H
小
品
」
　
の
構
成
は
も
う
少
し
複
雑
で

あ
る
。
（
中
略
）
　
r
永
日
小
品
」
　
の
性
格
は
混
合
物
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
夢
十
夜
」
が
、
夢
と
い
う
内
容
、
形
式
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た

集
と
し
て
あ
る
の
に
対
し
、
「
永
日
∪
小
品
」
は
　
「
混
合
物
」
　
で
あ
る
と
い
う
、

「
夢
十
夜
」
を
基
準
と
し
た
評
価
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
を
受
け
て
、
石

（3）

崎
等
氏
は
「
『
永
日
小
品
」
の
位
置
」
に
お
い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。



明
治
四
十
一
年
か
ら
四
十
二
年
に
か
け
て
、
r
大
阪
朝
日
新
聞
」
　
の
依
頼

を
受
け
て
書
か
れ
た
「
文
鳥
J
 
r
夢
十
夜
L
 
r
永
日
小
品
」
と
い
う
小
品
群
に

は
、
職
業
作
家
と
し
て
の
成
功
を
華
々
し
く
収
め
、
世
に
圧
倒
的
に
迎
え
ら

れ
た
夏
日
漱
石
の
得
意
な
面
貌
な
ど
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
そ

こ
に
あ
る
の
は
、
極
度
に
強
い
孤
独
意
識
を
も
ち
、
傷
つ
き
や
す
い
一
個
の

人
間
の
寒
々
と
し
た
姿
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
も
い
え
よ
う
。
そ

れ
ら
の
作
品
は
、
記
憶
の
中
に
点
在
す
る
不
可
思
議
な
も
の
へ
の
関
心
の
触

手
を
伸
ば
し
、
現
実
生
活
の
袋
に
探
く
く
い
込
ん
で
い
る
幻
想
の
驚
異
や
夢

の
与
え
る
恐
怖
や
抑
圧
さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
を
、
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な

く
あ
り
の
ま
ま
に
凝
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
ひ
と
り
の
孤
独
な
作
家
の
異
様

な
内
部
世
界
の
開
花
で
あ
る
、
と
。

「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
の
二
長
編
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
小
傑
作
集

な
の
に
、
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
い
で
き
た
か
ら
、
こ
れ
を
漱
石
の
二
十

五
の
美
し
い
離
れ
小
島
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
作
者
は
こ
こ
で
、
前

年
の
F
夢
十
夜
」
に
も
ま
し
て
多
彩
で
多
方
向
の
詩
的
想
像
力
の
展
開
を
試

み
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
漱
石
の
文
学
実
験
の
工
房
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ

、
つ
0

こ
こ
で
は
、
小
品
群
を
一
括
り
に
し
、
「
暗
い
漱
石
」
と
い
う
作
家
論
か
ら

の
視
点
で
「
永
日
小
品
」
を
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
石
崎
氏
の
こ
の
論
は
作

家
論
的
な
側
面
か
ら
の
「
永
日
小
品
」
論
と
し
て
、
一
つ
の
到
達
と
い
え
よ
う

か
。し

か
し
、
一
方
で
「
永
日
小
品
」
　
の
小
品
一
つ
一
つ
に
目
を
向
け
、
作
品
と

し
て
の
意
味
を
論
じ
る
必
要
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
芳
賀
徹
氏
の
一
連
の
論

T
ユ

考
は
作
品
論
と
し
て
の
到
達
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
漱
石
作

品
の
中
で
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
や
や
欠
け
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

（5）

る
。
芳
賀
氏
は
次
の
様
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
美
し
い
離
れ
小
島
）
、
ま
た
は
（
文
学
実
験
の
工
房
）
と
い
う
と
き
、
漱

石
作
品
の
一
連
の
流
れ
に
お
け
る
「
永
H
小
品
」
の
意
味
の
措
定
に
つ
い
て
、

欠
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
夢
十

夜
」
を
基
準
と
し
て
比
較
す
る
「
永
日
小
品
」
評
価
や
、
「
永
日
小
品
」
単
独

で
の
考
察
の
み
で
は
な
く
、
（
r
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
の
二
長
編
の
問

に
は
さ
ま
れ
た
）
位
置
に
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
永
日
小
品
」
を
再
考
し
、

そ
の
意
味
を
求
め
る
必
要
も
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
位
置
関
係
の

視
点
か
ら
「
永
日
小
品
」
に
言
及
し
た
論
は
数
少
な
い
。
わ
ず
か
に
、
中
島
佐

（6）

和
子
氏
が
「
永
H
小
品
」
の
中
の
「
元
日
」
と
「
火
鉢
」
に
あ
る
文
体
の
差
異

に
注
目
し
、
そ
れ
を
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
に
あ
る
差
異
と
重
ね
て
、

（7）

（
自
己
像
の
パ
ロ
デ
ィ
化
の
運
動
）
が
（
自
己
認
識
の
劇
〉
　
へ
の
移
行
に
重
な

る
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

か
く
て
、
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
の
問
に
あ
る
「
永
日
小
品
」
の
位

置
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
、
「
永
日
小
品
」
を
視
野
に
入
れ
た
「
三
四
郎
」

41



と
「
そ
れ
か
ら
」
　
へ
の
連
関
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
は
こ
れ
か
ら
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
「
三
四
郎
」
と
　
「
そ
れ
か
ら
」
　
の
異
同
に
つ
い
て
　
「
永
日
小
品
」

か
ら
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
視
点
か
ら
「
永
日
小
品
」
　
の
作
品
考
察
を
い

ま
少
し
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
は
、
ま
ず
「
永
日
小
品
」
　
の
作
品
論
と
し
て
の
考
察
を
行
い
、
次
に
、

そ
の
意
味
を
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
　
の
問
に
あ
る
と
い
う
位
置
関
係
の

点
か
ら
考
え
、
最
後
に
「
三
四
郎
」
・
「
永
日
小
品
」
・
「
そ
れ
か
ら
」
の
連

続
の
中
に
あ
る
漱
石
作
品
の
変
遷
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

二
　
「
永
日
小
品
」
の
「
自
分
」
と
内
案
〉
　
《
暖
》
の
表
現

「
永
日
小
品
」
を
構
成
す
る
二
十
五
篇
の
小
品
は
、
内
容
、
形
式
と
も
に
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
漱
石
の
日
常
を
描
い
た
随
筆
風
の
小
品
、
英
国
留
学
時

代
や
青
少
年
期
な
ど
の
体
験
を
回
顧
し
た
体
裁
の
小
品
と
い
っ
た
自
分
自
身
を

措
い
た
と
さ
れ
る
も
の
、
実
験
的
な
手
法
が
多
く
用
い
ら
れ
た
短
篇
小
説
と
呼

ぶ
べ
き
作
品
な
ど
が
、
多
彩
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ

の
点
か
ら
見
れ
ば
、
荒
正
人
の
「
混
合
物
」
と
い
う
評
も
首
肯
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
永
日
小
品
」
　
に
お
け
る
小
品
の
作
品
論
的
な
考
察
に
お
い
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
永
日
小
品
」
　
に
あ
る
寒
さ
と
暖
か
さ
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
、
精
神
的
事
象
に
深
く
関
わ
る
表
現
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
顕
著

な
例
が
、
こ
の
「
火
鉢
」
　
の
結
末
部
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
。

妻
が
出
て
行
っ
た
ら
あ
と
が
急
に
静
か
に
な
っ
た
。
全
く
の
雪
の
夜
で
あ

る
。
泣
く
子
は
幸
ひ
に
寝
た
ら
し
い
。
熱
い
蕎
麦
湯
を
畷
り
な
が
ら
、
あ
か

る
い
洋
燈
の
下
で
、
継
ぎ
立
て
の
切
炭
の
ば
ち
～
－
鳴
る
音
に
耳
を
傾
け
て

ゐ
る
と
、
赤
い
火
気
が
、
囲
は
れ
た
灰
の
中
で
灰
か
に
揺
れ
て
ゐ
る
。
時
々

薄
青
い
焔
が
炭
の
股
か
ら
出
る
。
自
分
は
此
の
火
の
色
に
、
始
め
て
一
日
の

暖
味
を
覚
え
た
。
さ
う
し
て
次
第
に
白
く
な
る
灰
の
表
を
五
分
程
見
守
っ
て

ゐ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
永
H
小
品
」
五
「
火
鉢
」
）

こ
の
「
火
鉢
」
に
登
場
す
る
「
自
分
」
は
、
あ
る
寒
い
冬
の
日
に
起
こ
る
煩

雑
な
項
事
に
振
り
回
さ
れ
な
が
ら
心
の
平
静
を
得
ら
れ
ず
に
い
る
。
し
か
し
、
一

一
日
の
最
後
、
心
の
平
静
を
取
り
戻
し
た
中
で
八
日
分
は
此
の
火
の
色
に
、
始
　
1
5

め
て
二
日
の
暖
味
を
覚
え
た
）
と
、
雪
の
夜
の
寒
さ
の
中
に
あ
る
微
か
な
暖
か
ー

さ
に
心
の
慰
籍
を
感
じ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
、
い
わ
ば
心
の
温
か
さ
と
体
の
暖

か
さ
が
重
な
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
「
火
鉢
」
　
の
結
末
と
、
次
に
続
く
小
品
、
主
に
漱
石
の
倫
敦
体
験
を
題

材
と
し
た
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
佐
藤
泰
正
氏
は
次
の
様
に
論
じ
ら
れ
て

（8）
い
る
。

マ
マ

「
白
く
な
る
灰
の
色
を
五
分
程
見
守
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
結
び
の
一
行
は

意
味
深
い
。
微
妙
な
時
の
変
化
を
凝
縮
し
、
や
が
て
崩
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
を

見
守
る
語
り
手
、
漱
石
の
眼
差
の
底
か
ら
「
永
日
小
品
」
　
の
数
々
は
紡
ぎ
出



さ
れ
て
ゆ
く
が
、
し
か
し
そ
の
回
想
に
こ
も
る
も
の
は
や
は
り
寒
く
、
ま
た

に
が
い
。
続
く
　
「
下
宿
」
　
「
過
去
の
匂
ひ
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
記
憶
の
探
所

に
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
氏
は
、
漱
石
自
身
の
過
去
へ
の
眼
差
し
、
つ
ま
り
回
想
と
、
そ
こ

に
あ
る
過
去
の
体
験
と
記
憶
の
中
に
寒
さ
と
若
さ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
指
摘
は
「
永
日
小
品
」
　
の
中
に
あ
る
寒
さ
の
表
現
が
、
精
神
的
な

事
象
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
な
ぜ
回
想
が
始

ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
漱
石
の
眼
差
の
底
）
か
ら
〈
寒
く
、
ま
た
に
が
い
）

と
い
う
〈
回
想
）
を
行
わ
し
め
る
原
動
力
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
れ

を
探
る
為
に
も
、
ま
た
寒
さ
と
暖
か
さ
の
表
現
が
「
永
日
小
品
」
　
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
為
に
も
、
「
火
鉢
」
　
の
後
に
続
く

漱
石
の
伶
敦
体
験
を
題
材
と
し
た
と
さ
れ
る
小
品
に
つ
い
て
見
て
行
く
事
が
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
少
し
追
う
。

北
向
の
小
さ
い
食
堂
に
、
自
分
は
主
婦
と
た
っ
た
二
人
差
向
ひ
に
坐
っ
た
。

日
の
当
っ
た
事
の
な
い
様
に
薄
暗
い
部
屋
を
見
回
す
と
、
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス

の
上
に
洲
u
山
l
刺
佃
が
活
け
て
あ
っ
た
。
主
婦
は
自
分
に
茶
だ
の
焼
麺
麹
を

勧
め
な
が
ら
、
四
方
山
の
話
を
し
た
。
其
の
時
何
か
の
拍
子
で
、
生
れ
故
郷

は
英
吉
利
で
は
な
い
、
仏
蘭
西
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
打
ち
明
け
た
。
さ
う
し

て
黒
い
眼
を
動
か
し
て
、
後
の
硝
子
壇
に
挿
し
て
あ
る
水
仙
を
顧
り
み
な
が

ら
、
英
吉
利
は
曇
っ
て
ゐ
て
、
寒
く
て
不
可
な
い
と
云
っ
た
。
花
で
も
此
の
通

り
奇
屍
で
な
い
と
教
へ
た
積
り
な
の
だ
ら
う
。
（
「
永
日
小
品
」
六
「
下
宿
」
）

「
火
鉢
」
　
の
次
に
く
る
小
品
で
、
漱
石
の
英
国
留
学
の
回
想
と
さ
れ
る
こ
の

「
下
宿
」
で
は
、
（
北
向
の
小
さ
い
食
堂
）
、
八
日
の
当
っ
た
事
の
な
い
様
に
薄
暗

い
部
屋
）
、
そ
の
中
に
あ
る
、
（
淋
し
い
水
仙
）
と
い
う
よ
う
に
、
（
曇
っ
て
ゐ

て
、
寒
く
て
不
可
な
い
〉
　
（
英
書
利
）
が
、
「
自
分
」
に
と
っ
て
寒
々
し
い
陰

鬱
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
「
下
宿
」
　
の
中
で
は
、
そ
の
寒

さ
を
際
立
た
せ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
、
〈
遠
い
仏
蘭
西
で
見
る
べ
き
暖
か

な
夢
〉
や
、
下
宿
の
女
主
人
に
〈
幾
年
の
昔
に
消
え
た
春
の
旬
の
空
し
き
歴
一

史
）
と
い
っ
た
、
春
の
暖
か
さ
に
つ
い
て
、
（
夢
）
あ
る
い
は
（
空
し
き
）
と
　
1
6

い
っ
た
現
実
感
の
な
い
形
容
が
な
さ
れ
、
（
南
の
方
の
言
葉
）
を
（
美
し
い
ア
　
】

ク
セ
ン
ト
）
と
感
じ
て
い
る
「
自
分
」
が
措
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
北
の
地
の
寒
い
イ
ギ
リ
ス
の
描
写
に
作
者
は
負
の
感

情
を
込
め
風
景
の
中
に
塗
り
こ
ん
で
お
り
、
逆
に
暖
か
さ
は
現
前
し
な
い
憧
れ

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
（
寒
さ
）
に
導
か
れ
る
負
の
感
情
は
、

や
が
て
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
都
市
と
群
集
の
中
で
の
「
自
分
」
　
の
孤
独
や
不
安
と

な
っ
て
い
く
。
そ
の
例
と
な
る
小
品
「
印
象
」
と
「
霧
」
を
見
て
み
よ
う
。

自
分
は
心
細
く
考
へ
な
が
ら
、
背
の
高
い
群
集
に
押
さ
れ
て
、
仕
方
な
し

に
大
通
り
を
二
つ
三
つ

っ
た
。
曲
る
た
ん
び
に
、
昨
夕
の
暗
い
家
と
は



反
対
の
方
角
に
遠
ざ
か
っ
て
行
く
様
な
心
持
が
し
た
。
さ
う
し
て
眼
の
疲
れ

る
杜
人
間
の
沢
山
ゐ
る
な
か
に
、
云
ふ
べ
か
ら
さ
る
孤
軌
引
想
い
出
。

（
「
永
日
小
品
」
十
「
印
象
」
）

自
分
は
向
つ
て
左
の
二
つ
目
を
曲
っ
た
様
な
気
が
し
た
。
夫
か
ら
二
町
程

真
直
に
歩
い
た
様
な
心
持
が
し
た
。
夫
か
ら
先
は
丸
で
分
ら
な
く
な
っ
た
。

暗
い
中
に
た
っ
た
一
人
立
っ
て
首
を
傾
け
て
ゐ
た
。

右
の
方
か
ら
靴
の
音
が

近
寄
っ
て
来
た
。
と
忠
ふ
と
、
そ
れ
が
四
五
聞
手
前
迄
来
て
留
ま
っ
た
。
夫

か
ら
段
々
遠
退
い
て
行
く
。
仕
舞
に
は
、
全
く
聞
え
な
く
な
っ
た
。
あ
と
は

寂
と
し
て
ゐ
る
。
自
分
は
又
暗
い
中
に
た
っ
た
l
人
立
っ
て
考
へ
た
。
ど
う

し
た
ら
下
宿
へ
帰
れ
る
か
し
ら
ん
。

（
「
永
日
小
品
」
十
五
「
霧
」
）

こ
こ
で
の
　
「
自
分
」
は
（
暗
い
）
中
に
彷
捏
う
存
在
で
あ
り
、
（
眼
の
疲
れ

る
程
人
間
の
沢
山
ゐ
る
な
か
に
、
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
孤
独
を
感
じ
）
て
い
る
。

ユ
ン
サ
ン
イ
ン
氏
は
、
漱
石
の
倫
敦
体
験
に
つ
い
て
、
（
彼
が
群
衆
と
の
緊
張

関
係
で
直
面
し
た
の
は
、
人
間
性
の
麻
痺
と
自
我
の
喪
失
か
ら
生
じ
る
個
人
の

（9）

危
機
で
あ
っ
た
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
措
か
れ
た
作
品
世
界
の
中
の

「
自
分
」
、
－
漱
石
に
限
り
な
く
近
い
語
り
手
－
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
い
え

よ
う
。
ロ
ン
ド
ン
を
象
徴
す
る
霧
に
つ
い
て
も
、
小
品
「
霧
」
　
の
中
で
　
「
自

分
」
は
、
（
空
し
い
も
の
）
が
（
寂
と
し
て
凍
っ
て
ゐ
る
）
と
、
と
ら
え
て
お

り
、
（
春
先
の
暖
た
か
い
時
分
）
の
記
憶
を
埋
め
尽
く
す
、
寒
さ
と
暗
さ
の
象

徴
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ロ
ン
ド
ン
の
（
寒
さ
）
と
そ
れ
に
伴
う
（
個
人
の
危
機
）
に
直

面
し
て
い
る
「
自
分
」
　
に
と
っ
て
、
そ
の
対
極
に
あ
る
（
暖
か
さ
）
と
精
神
の

慰
籍
は
（
春
先
の
暖
た
か
い
時
分
）
が
記
憶
の
中
だ
け
に
あ
る
か
の
様
な
遠
く

に
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
事
は
先
に
挙
げ
た
「
下
宿
」
　
の
例

に
あ
る
（
暖
か
な
夢
）
と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
（
暖
か
な
夢
）
に
出
会
う
の
が
、
や
は
り
ロ
ン
ド
ン
を
舞
台
と
し

て
い
る
「
暖
か
い
夢
」
と
題
さ
れ
た
小
品
で
あ
る
。
「
暖
か
い
夢
」
に
つ
い
て

（拍）

は
芳
賀
徹
氏
に
よ
る
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
氏
の
考
察
に
拠
り
つ

っ
、
氏
の
指
摘
さ
れ
た
「
暖
か
い
夢
」
に
お
け
る
〈
寒
さ
〉
と
〈
暖
か
さ
〉
の
一

情
景
の
対
比
が
「
永
日
小
品
」
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
　
1
7

い

て

考

え

て

み

た

い

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

「
暖
か
い
夢
」
に
お
い
て
、
「
自
分
」
は
（
何
と
な
く
此
の
都
に
居
づ
ら
い
感

じ
）
を
覚
え
、
寒
い
町
の
群
衆
、
（
何
の
顔
も
何
の
顔
も
切
歯
詰
っ
て
ゐ
る
）

人
た
ち
の
中
で
疎
外
感
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
自
分
」
は
（
風
に
吹
き

散
ら
さ
れ
て
、
家
の
な
か
へ
逃
げ
込
ん
）
で
し
ま
う
。
そ
こ
は
（
大
き
な
ガ
レ

リ
ー
）
　
つ
ま
り
劇
場
な
の
だ
が
、
そ
こ
は
（
眩
い
程
明
か
）
で
（
春
の
様
に
暖

か
い
）
場
所
で
あ
っ
た
。

先
程
の
「
下
宿
」
や
「
霧
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
（
寒
さ
）
や
（
暗
さ
）
の

表
現
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
際
に
、
対
極
と
も
い
え
る
こ
の
場
所
は
（
暖
か
さ
）

と
（
明
る
さ
）
の
あ
る
精
神
の
慰
藷
の
場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
疎
外
感



を
抱
い
て
い
た
「
自
分
」
が
（
何
の
顔
も
何
の
顔
も
切
歯
詰
っ
て
ゐ
る
）
顔
の

群
集
の
中
に
い
た
の
に
比
べ
て
、
（
大
き
な
ガ
レ
リ
ー
）
の
中
で
、
（
悉
く
互
ひ

と
互
ひ
を
和
げ
て
）
い
る
人
々
の
中
に
い
る
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う

か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
（
暖
か
さ
）
は
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
「
自
分
」
が

味
わ
っ
た
唯
一
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
「
火
鉢
」
「
下
宿
」
「
印
象
」
「
霧
」
「
暖
か
い
夢
」
に
つ

い
て
の
「
自
分
」
と
（
寒
さ
）
と
（
暖
か
さ
）
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
火
鉢
」
　
で
の
「
自
分
」
が
感
じ
た
寒
さ
は
、
「
自
分
」
　
の

身
体
が
持
つ
（
寒
さ
）
に
関
わ
る
過
去
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
佐
藤

氏
の
述
べ
る
（
回
想
）
の
中
に
あ
る
漱
石
の
（
寒
さ
）
は
、
決
し
て
精
神
的
な

暗
部
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
自
分
」
　
の
暗
い
過
去
へ
の
視
線
や
（
回

想
）
は
身
体
的
な
記
憶
と
も
い
う
べ
き
感
触
の
中
か
ら
絹
神
的
な
暗
さ
を
伴
い

な
が
ら
総
体
的
な
（
寒
さ
）
と
し
て
立
ち
上
が
り
、
（
寒
い
）
ロ
ン
ド
ン
や
（
暗

い
）
ロ
ン
ド
ン
を
導
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
ロ
ン
ド
ン

で
初
め
て
見
出
し
た
（
暖
味
）
も
ま
た
、
身
体
的
な
暖
か
さ
と
和
ら
い
だ
人
々

の
精
神
的
な
暖
か
さ
を
も
っ
て
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
総
体

的
な
（
暖
か
さ
）
は
「
火
鉢
」
　
の
結
末
に
描
か
れ
た
（
一
日
の
暖
味
）
と
し
て

描
か
れ
て
も
い
る
。

つ
ま
り
「
永
日
小
品
」
　
に
描
か
れ
て
い
る
（
寒
）
と
（
暖
）
と
は
、
単
な
る

寒
さ
や
暖
か
さ
の
情
景
描
写
で
は
な
く
、
「
自
分
」
　
の
身
体
的
事
象
と
精
神
的

事
象
に
密
接
に
関
わ
る
表
現
で
あ
り
、
「
自
分
」
を
中
心
と
す
る
作
品
世
界
を

支
え
る
構
造
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

三
　
「
永
日
小
品
」
と
「
三
四
郎
」

－
主
人
公
の
持
つ
過
去
の
意
味
に
つ
い
て
ー

述
べ
て
き
た
よ
う
に
本
論
で
は
、
「
永
日
小
品
」
　
の
意
味
を
、
前
後
に
あ
る

長
編
作
品
で
あ
る
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
　
の
問
に
あ
る
と
い
う
位
置
関

係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
先
に
見
た

「
永
日
小
品
」
　
の
　
「
自
分
」
と
「
三
四
郎
」
と
を
比
較
す
る
。
漱
石
は
「
そ
れ

か
ら
」
　
の
予
告
に
お
い
て
、
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

r
そ
れ
か
ら
」
予
告

色
々
な
意
味
に
於
て
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
「
三
四
郎
」
　
に
は
大
学
生
の
事

を
括
た
が
、
此
小
説
に
は
そ
れ
か
ら
先
の
事
を
昏
い
た
か
ら
そ
れ
か
ら
で
あ

る
。
「
三
四
郎
」
　
の
主
人
公
は
あ
の
通
り
単
純
で
あ
る
が
、
此
主
人
公
は
そ

れ
か
ら
後
の
男
で
あ
る
か
ら
此
点
に
於
て
も
、
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
此
主
人

公
は
最
後
に
、
妙
な
運
命
に
陥
る
。
そ
れ
か
ら
さ
き
何
う
な
る
か
は
書
い
て

な
い
。
此
意
味
に
於
て
も
亦
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。

（
明
治
四
十
二
年
六
月
二
十
一
日
　
r
東
京
朝
日
新
聞
」
）

こ
の
「
そ
れ
か
ら
」
の
予
告
に
お
い
て
、
漱
石
は
（
「
三
四
郎
」
の
主
人
公

81



は
あ
の
通
り
単
純
で
あ
る
が
、
此
主
人
公
は
そ
れ
か
ら
後
の
男
で
あ
る
か
ら
此

点
に
於
て
も
、
そ
れ
か
ら
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
漱
石
は
自
身
の

作
品
に
つ
い
て
、
（
主
人
公
）
を
そ
の
軸
と
し
て
、
連
関
と
変
化
を
明
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
三
四
郎
」
か
ら
「
そ
れ
か
ら
」
　
へ
の
連
関
を
、

主
人
公
の
三
四
郎
と
代
助
の
中
か
ら
見
出
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な

ヽ

．

O

t
V

例
え
ば
玉
井
敬
之
氏
は
、
（
小
川
三
四
郎
は
「
耽
美
主
義
者
」
　
の
一
人
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
長
井
代
助
の
直
接
の
前
身
で
も
あ
っ
た
）
と
し
、
美
禰
子
の
表

（‖）

情
に
苦
悶
を
見
出
す
部
分
を
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
の
指
摘

す
る
、
三
四
郎
の
美
禰
子
へ
の
視
線
は
（
二
三
日
前
に
美
学
の
教
授
に
う
け
た

女
の
肖
像
の
説
明
）
を
な
ぞ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
三
四
郎
自
身
の

視
点
に
は
な
り
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
藤
井
淑
禎
氏
は
三
四
郎
と
代
助
を
繋
ぐ
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
（
自

（12）

然
）
を
挙
げ
、
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

四
郎
は
囚
は
れ
た
位
、
逆
ら
は
ず
に
、
寝
た
り
党
た
り
す
る
間
に
、
自

然
に
従
ふ
一
種
の
快
感
を
得
た
。

こ
こ
に
お
い
て
私
た
ち
は
雨
や
樹
木
、
花
、
水
底
な
ど
に
淫
す
る
こ
と

に
、
す
な
わ
ち
（
自
然
）
に
身
を
任
せ
る
こ
と
に
過
度
に
意
識
的
な
青
年
長

井
代
助
の
誕
生
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

作
品
も
終
わ
り
近
く
、
よ
う
や
く
み
ず
か
ら
の
在
り
方
に
自
覚
的
に
な
り

始
め
た
三
四
郎
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
り
、
寝
込
む
場
面
八
十
二
）
は

こ
ん
な
風
に
描
か
れ
て
い
る
。

三
四
郎
は
飯
も
食
は
ず
に
、
仰
向
に
天
井
を
眺
め
て
ゐ
た
。
時
々
う

と
～
－
眠
く
な
る
。
明
か
に
熱
と
疫
と
に
囚
は
れ
た
有
様
で
あ
る
。
三

し
か
し
、
こ
こ
で
氏
の
述
べ
ら
れ
る
（
自
然
）
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
そ
の
意

味
す
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
引
用
部
分

に
お
け
る
「
三
四
郎
」
で
の
〈
自
然
〉
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
熱
と
疲
れ
に
　
l

囚
わ
れ
た
ま
ま
の
無
為
に
流
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
そ
れ
か
ら
」
　
に
お
い
て
　
1
9

重
視
さ
れ
る
へ
自
然
）
の
意
味
は
（
今
日
始
め
て
自
然
の
昔
に
帰
る
ん
だ
）
と
ー

い
う
、
代
助
本
来
の
自
分
自
身
と
し
て
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
藤

井
氏
の
述
べ
る
（
自
然
）
は
人
工
に
対
す
る
天
然
の
意
で
し
か
な
い
。

こ
こ
に
掲
げ
た
両
氏
の
論
か
ら
も
、
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
　
へ
の
連

関
を
主
人
公
の
三
四
郎
と
代
助
か
ら
考
え
る
こ
と
の
難
し
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

本
論
で
は
、
以
下
「
永
日
小
品
」
　
の
　
「
自
分
」
と
い
う
、
漱
石
に
限
り
な
く

近
い
語
り
手
で
あ
る
場
合
も
あ
る
主
体
、
い
わ
ば
「
永
日
小
品
」
　
の
主
人
公
で

あ
る
主
体
を
据
え
て
比
較
す
る
事
で
、
こ
の
連
関
を
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
ま
ず
三
四
郎
と
「
永
日
小
品
」
　
の
「
自
分
」
　
に
つ
い
て
考
察
す

る
。



此
劇
烈
な
活
動
そ
の
も
の
が
取
り
も
直
さ
ず
規
実
世
界
だ
と
す
る
と
、
自

分
が
今
日
迄
の
生
活
は
現
実
世
界
に
塁
も
接
触
し
て
ゐ
な
い
事
に
な
る
。
洞

が
峠
で
昼
寝
を
し
た
と
同
然
で
あ
る
。
（
中
略
）
世
界
は
か
や
う
に
動
揺
す
る
。

自
分
は
此
動
揺
を
見
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
加
は
る
事
は
出
来
な
い
。

自
分
の
世
界
と
、
現
実
の
世
界
は
一
つ
平
面
に
並
ん
で
居
り
な
が
ら
、
ヨ

も
接
触
し
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し
て
現
実
の
世
界
は
、
か
や
う
に
動
揺
し
て
、

自
分
を
置
き
去
り
に
し
て
行
っ
て
仕
郭
ふ
。
甚
だ
不
安
で
あ
る
。

（
「
三
四
郎
」
　
二
の
一
）

こ
こ
は
、
三
四
郎
が
上
京
し
た
と
き
の
東
京
で
の
戸
惑
い
を
描
い
た
部
分
で

あ
る
。
こ
の
（
自
分
の
世
界
と
、
現
実
の
世
界
は
一
つ
平
面
に
並
ん
で
居
り
な

が
ら
、
ど
こ
も
接
触
し
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し
て
現
実
の
世
界
は
、
か
や
う
に
動

揺
し
て
、
自
分
を
置
き
去
り
に
し
て
行
っ
て
仕
舞
ふ
。
甚
だ
不
安
で
あ
る
）
と

い
っ
た
郡
市
に
お
け
る
三
四
郎
の
疎
外
感
は
、
「
永
日
小
品
」
　
の
　
「
自
分
」
　
に

も
あ
る
こ
と
を
「
印
象
」
や
「
霧
」
　
の
例
で
先
に
指
摘
し
た
。
三
四
郎
の
世
界

と
、
現
実
世
界
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

三
四
郎
に
は
三
つ
の
世
界
が
出
来
た
。
一
つ
は
遠
く
に
あ
る
。
与
次
郎
の

所
謂
明
治
十
五
年
以
前
の
香
が
す
る
。
凡
て
が
平
穏
で
あ
る
代
り
に
凡
て
が

寝
坊
気
て
ゐ
る
。
尤
も
帰
る
に
世
話
は
入
ら
な
い
。
戻
ら
う
と
す
れ
ば
、
す

ぐ
に
戻
れ
る
。
た
ゞ
、
い
ざ
と
な
ら
な
い
以
上
は
戻
る
気
が
し
な
い
。
云

は
ゞ
立
退
場
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
三
四
郎
は
脱
ぎ
棄
て
た
過
去
を
、
此
立

退
場
の
中
へ
封
じ
込
め
た
。
な
つ
か
し
い
母
さ
へ
此
所
に
葬
っ
た
か
と
思
ふ

と
、
急
に
勿
体
な
く
な
る
。
そ
こ
で
手
紙
が
来
た
時
丈
は
、
し
ば
ら
く
此
世

界
に
祇
掴
し
て
旧
教
を
温
め
る
。
　
　
　
　
　
　
（
「
三
四
郎
」
　
四
の
八
）

こ
こ
に
お
い
て
、
三
四
郎
に
は
故
郷
が
、
（
立
退
場
）
と
よ
ば
れ
る
、
平
穏
な
、

い
ざ
と
な
れ
ば
戻
る
事
の
で
き
る
世
界
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
（
第
一
の
世
界
）
に
つ
い
て
、
登
尾
豊
氏
は
（
立
退
場
）
と
し
て
の
故

郷
は
慰
籍
の
地
と
し
て
三
四
郎
に
必
要
で
あ
り
、
い
ざ
と
な
れ
ば
戻
る
事
の
出

来
る
過
去
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
（
r
三
四
郎
」
以
後
、
漱

石
は
（
立
退
場
）
と
し
て
の
故
郷
を
心
に
持
つ
主
人
公
を
設
定
し
な
い
。
故
郷

を
も
た
な
い
、
あ
る
い
は
奪
わ
れ
た
人
物
た
ち
が
東
京
の
近
代
の
な
か
で
逃
げ

場
の
な
い
苛
酷
な
精
神
の
劇
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
）
と
論
じ
ら
れ

（13）

て
い
る
。
こ
れ
は
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
の
主
人
公
の
位
相
と
移
行
に

つ
い
て
の
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
視
点
か
ら
、
「
永
日
小
品
」
の
「
自
分
」
と
「
三
四
郎
」
に
つ
い
て
比

較
す
る
と
、
共
通
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
三
四
郎
に
と
っ
て

の
東
京
と
、
「
自
分
」
　
に
と
っ
て
の
ロ
ン
ド
ン
と
は
、
疎
外
感
や
不
安
を
生
み

出
す
場
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
中
で
彷
裡
す
る
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
と
い
う

事
で
あ
る
。
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し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
相
異
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
で
あ
る
主

体
の
持
つ
過
去
の
意
味
の
変
容
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
四
郎
に
と
っ
て
過
去
と

は
、
そ
の
ま
ま
精
神
の
慰
籍
の
場
、
（
立
退
場
）
と
呼
ん
だ
平
穏
な
場
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
自
分
」
に
と
っ
て
の
過
去
－
ロ
ン
ド
ン
体
験
－
は
、
そ
の

（
立
退
場
〉
自
体
、
－
自
身
の
精
神
の
慰
籍
の
在
処
1
を
求
め
よ
う
と
し
た
体

験
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
（
立
退
場
）
を
よ
り
切
実
に
求

め
て
い
た
の
は
「
永
日
小
品
」
に
お
け
る
「
自
分
」
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
永
日
小
品
」
の
「
火
鉢
」
か
ら
始
ま
る
「
自
分
」
－
限
り
な
く
漱

石
に
近
い
語
り
手
－
の
ロ
ン
ド
ン
留
学
体
験
へ
の
回
想
、
自
分
自
身
の
過
去
へ

の
眼
差
し
と
い
う
行
為
は
、
過
去
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
（
立
退
場
）
に
な
ら

な
い
こ
と
を
「
自
分
」
　
に
認
識
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
「
永
日
小
品
」
と
「
そ
れ
か
ら
」

－
（
立
退
場
）
か
ら
の
脱
却
と
（
女
性
）
の
モ
チ
ー
フ
ー

続
い
て
、
「
永
日
小
品
」
か
ら
「
そ
れ
か
ら
」
　
へ
の
連
関
を
見
る
。
先
の
考

察
に
お
い
て
「
永
H
小
品
」
に
お
い
て
（
寒
）
と
（
暖
）
の
表
現
は
、
精
神
と

身
体
の
両
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
構
造
で
も
あ
る
と
述
べ
た
。
そ

こ
で
は
、
特
に
そ
の
（
寒
さ
）
に
注
目
し
た
が
、
こ
こ
で
は
対
に
な
る
（
暖
か

さ
）
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
（
暖
）
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
永
日
小
品
」
の

「
行
列
」
か
ら
考
え
た
い
。

不
図
机
か
ら
眼
を
上
げ
て
、
入
口
の
方
を
見
る
と
、
書
斎
の
戸
が
何
時
の

間
に
か
、
半
分
明
い
て
、
広
い
廊
下
が
二
尺
許
見
え
る
。
廊
下
の
尽
き
る
所

は
唐
め
い
た
手
摺
に
遮
ら
れ
て
、
上
に
は
硝
子
戸
が
立
て
切
っ
て
あ
る
。
青

い
空
か
ら
、
ま
と
も
に
落
ち
て
来
る
日
が
、
軒
端
を
斜
に
、
硝
子
を
通
し

て
、
縁
側
の
手
前
丈
を
明
る
く
色
づ
け
て
、
書
斎
の
戸
口
迄
ば
つ
と
暖
か
に

射
し
た
。
し
ば
ら
く
日
の
照
る
所
を
見
詰
め
て
ゐ
る
と
、
眼
の
底
に
陽
炎
が

湧
い
た
様
に
、
春
の
思
ひ
が
餞
か
に
な
る
。

（
「
永
日
小
品
」
十
九
「
行
列
」
）

こ
の
「
行
列
」
と
い
う
小
品
に
お
い
て
は
、
〈
し
ば
ら
く
日
の
照
る
所
を
見
一

詰
め
て
ゐ
る
と
、
服
の
底
に
陽
炎
が
湧
い
た
様
に
、
春
の
思
ひ
が
鏡
か
に
な
　
2
1

る
）
と
い
っ
た
「
自
分
」
の
目
の
前
に
現
前
す
る
暖
か
い
情
景
が
多
く
描
か
れ
－

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
春
の
陽
射
し
、
（
暖
）
に
つ
い
て
、
漱
石
は
「
永
日
小

品
」
執
筆
当
時
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
う
か
が

わ
せ
る
の
が
、
次
に
挙
げ
る
日
記
と
書
簡
で
あ
る
。

朝
、
皆
川
正
絹
よ
り
ザ
ボ
ン
の
皮
の
砂
糖
漬
来
る
。
凡
て
春
め
き
た
り
。

両
に
香
あ
り
。
今
H
も
敦
賀
よ
り
絵
端
書
来
る
。
無
尽
蔵
也
。
二
月
よ
り
菜

の
花
を
瓶
裏
に
さ
す
。
是
も
室
咲
か
冬
去
っ
て
漸
く
生
き
返
る
。
何
処
か
へ

行
っ
て
一
日
遊
び
暮
ら
し
た
し
。
（
明
治
四
十
二
年
　
三
月
二
日
　
日
記
）



此
一
週
間
程
少
々
心
地
が
閑
適
で
生
命
が
延
び
つ
、
あ
る
。
そ
れ
に
春
風
が

何
よ
り
の
菜
だ
。
菅
が
時
々
鳴
く
、
あ
れ
は
好
い
も
の
だ
。

（
明
治
四
十
二
年
　
三
月
三
日
　
皆
川
正
絹
宛
書
簡
）

こ
れ
ら
の
「
行
列
」
が
者
か
れ
た
時
期
の
日
記
と
書
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

（
冬
去
っ
て
漸
く
生
き
返
る
）
　
（
生
命
が
延
び
つ
、
あ
る
。
そ
れ
に
春
風
が
何

よ
り
の
薬
だ
）
と
い
う
よ
う
に
、
（
暖
か
さ
）
の
実
感
が
あ
り
、
そ
れ
が
漱
石

に
と
っ
て
の
精
神
の
慰
籍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
「
永
日
小
品
」
　
の
　
「
昔
」
は
、
そ
の
よ
う
な
暖
か
さ
が
描
か
れ
た
、

漱
石
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
紀
行
の
小
品
で
あ
る
。
「
昔
」
は
次
の
様
な
暖
か
い

情
景
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。

ピ
ト
ロ
ク
リ
の
谷
は
秋
の
真
下
に
あ
る
。
十
月
の
日
が
、
眼
に
入
る
野
と

林
を
暖
か
い
色
に
染
め
た
中
に
、
人
は
寝
た
り
起
き
た
り
し
て
ゐ
る
。
十
月

の
日
は
静
か
な
谷
の
空
気
を
空
の
半
途
で
包
ん
で
、
ぢ
か
に
は
地
に
も
落
ち

て
来
ぬ
。
と
云
つ
て
、
山
向
へ
逃
げ
て
も
行
か
ぬ
。
風
の
な
い
村
の
上
に
、

い
つ
で
も
落
附
い
て
、
凝
と
動
か
ず
に
詔
ん
で
ゐ
る
。
其
の
間
に
野
と
林
の

色
が
次
第
に
変
っ
て
来
る
。
酸
い
も
の
が
い
つ
の
間
に
か
甘
く
な
る
様
に
、

谷
全
体
に
時
代
が
附
く
。
ピ
ト
ロ
ク
リ
の
谷
は
、
此
の
時
百
年
の
昔
し
、
二

百
年
の
昔
に
か
へ
っ
て
、
安
々
と
寂
び
て
仕
舞
ふ
。
人
は
世
に
熟
れ
た
顔
を

揃
へ
て
、
山
の
脊
を
渡
る
雲
を
見
る
。
其
の
雲
は
戎
時
は
白
く
な
り
、
或
時

は
灰
色
に
な
る
。
折
々
は
薄
い
底
か
ら
山
の
地
を
透
か
せ
て
見
せ
る
。
い
つ

見
て
も
古
い
雲
の
心
地
が
す
る
。
　
　
　
（
「
永
日
小
品
」
二
十
一
「
昔
」
）

平
川
祐
弘
氏
は
、
こ
の
小
品
の
舞
台
で
あ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ピ
ト
ロ
ク

リ
に
つ
い
て
、
（
桃
源
郷
－
文
明
社
会
を
離
れ
た
一
つ
の
別
乾
坤
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
と
述
べ
、
ま
た
（
ロ
ン
ド
ン
で
文
明
の
暗
黒
面
を
み
た

漱
石
は
そ
の
反
動
と
し
て
文
明
を
離
れ
た
桃
源
郷
へ
の
憧
れ
を
も
っ
た
）
と
論

．H．

じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ピ
ト
ロ
ク
リ
は
、
暖
か
さ
を
湛
え
た
精
神
の
慰
蕾

の
場
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
永
日
小
品
」
　
の
「
自
分
」
に
と
っ
て
、
ピ
ト
ロ
ク
リ
は
無
条
件

に
精
神
の
慰
籍
の
場
と
な
る
（
桃
源
郷
）
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問

が
浮
か
ん
で
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ピ
ト
ロ
ク
リ
は
、
た
だ
暖
か
く
、
長
閑
な
場

所
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
作
品
は
次
の
棟
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

22

主
人
は
横
を
振
り
向
い
て
、
ピ
ト
ロ
ク
リ
の
明
る
い
谷
を
指
さ
し
た
。
黒

い
河
は
依
然
と
し
て
其
の
真
申
を
流
れ
て
ゐ
る
。
あ
の
河
を
一
里
半
北
へ
減

る
と
キ
リ
ク
ラ
ン
キ
ー
の
峡
間
が
あ
る
と
云
っ
た
。

高
地
人
と
低
地
人
と
キ
リ
ク
ラ
ン
キ
ー
の
峡
間
で
戦
っ
た
時
、
屍
が
岩
の

問
に
挟
っ
て
、
岩
を
打
つ
水
を
塞
い
た
。
高
地
人
と
低
地
人
の
血
を
飲
ん
だ

河
の
流
れ
は
色
を
変
へ
て
三
日
の
問
ピ
ト
ロ
ク
リ
の
谷
を
通
っ
た
。

自
分
は
明
日
早
朝
キ
リ
ク
ラ
ン
キ
ー
の
古
戦
場
を
訪
は
う
と
決
心
し
た
。



崖
か
ら
出
た
ら
足
の
下
に
美
し
い
蓄
薇
の
花
源
が
二
三
片
散
っ
て
ゐ
た
。

（
「
永
日
小
品
」
二
十
一
「
昔
」
）

こ
の
部
分
を
見
る
と
、
（
ビ
ト
ロ
ク
リ
の
明
る
い
谷
〉
の
真
ん
中
に
流
れ
て

い
る
黒
い
河
は
か
つ
て
の
戦
で
（
高
地
人
と
低
地
人
の
血
を
飲
ん
だ
河
の
流
れ

は
色
を
変
へ
て
三
日
の
問
ピ
ト
ロ
ク
リ
の
谷
を
通
っ
た
）
と
い
っ
た
陰
惨
な
過

去
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ピ
ト
ロ
ク
リ
の
地
に
対
し
、
熊
坂
敦
子
氏

は
（
そ
れ
ほ
ど
に
今
も
暗
然
と
し
た
陰
を
宿
す
所
な
の
で
あ
る
）
と
、
現
地
を

訪
れ
た
氏
自
身
の
体
験
か
ら
、
（
漱
石
の
精
神
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
事
件
に
谷
易

（15）

に
ひ
ら
い
て
い
か
な
か
っ
た
の
だ
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
漱
石
が
そ
の
地
を
訪
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し

て
、
「
永
日
小
品
」
　
の
　
「
自
分
」
は
（
明
日
早
朝
キ
リ
ク
ラ
ン
キ
ー
の
古
戦
場

を
訪
は
う
と
決
心
）
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
〈
立
退
場
）
で
あ
っ
た
り
、
慰
籍

の
世
界
で
あ
っ
た
り
し
た
ピ
ト
ロ
ク
リ
の
地
の
裏
に
潜
む
暗
い
過
去
を
見
つ
め

よ
う
と
す
る
意
志
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
「
自
分
」
が

強
く
求
め
た
精
神
の
尉
心
籍
の
世
界
に
長
く
留
ま
れ
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
「
自

分
」
は
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
た
苔
薇
の
花
と
併
せ

て
考
え
た
際
に
よ
り
明
碓
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
薔
薇
は
（
冷
た
い
壁
と
、
暖

か
い
日
の
問
に
挟
ま
っ
た
花
を
い
く
つ
か
着
け
）
て
い
た
。
こ
の
薔
薇
の
様
子

は
、
（
寒
）
と
（
暖
）
の
狭
間
に
あ
る
「
自
分
」
と
い
う
「
永
日
小
品
」
　
の
作

品
構
造
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
薔
薇
が
結
末
に
お
い

て
、
（
崖
か
ら
出
た
ら
足
の
下
に
美
し
い
蕃
技
の
花
躯
が
二
三
片
散
っ
て
ゐ
た
）

の
は
、
苔
薇
が
も
は
や
（
暖
か
い
日
）
　
の
中
に
咲
い
て
い
ら
れ
な
い
為
で
あ

り
、
「
自
分
」
が
こ
の
安
ら
か
な
世
界
か
ら
脱
却
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
の
、
安
ら
か
な
世
界
か
ら
の
脱
却
を
描
い
て
い
る
小
品
と
し
て
「
心
」
に

つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。

「
心
」
で
は
、
暖
か
い
街
中
に
い
る
「
自
分
」
が
散
歩
に
で
る
と
、
（
い
く
ら

歩
い
て
も
賑
か
で
、
陽
気
で
、
楽
々
し
て
ゐ
る
か
ら
、
自
分
は
何
処
の
点
で
世

界
と
接
触
し
て
、
其
接
触
す
る
と
こ
ろ
に
一
種
の
窮
屈
を
感
ず
る
の
か
、
殆
ど

想
像
も
及
ば
な
い
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
三
四
郎
と
周
囲
の
世
界

と
の
関
係
、
「
印
象
」
、
「
霧
」
、
「
暖
か
い
夢
」
に
み
ら
れ
た
群
集
の
中
で
の
「
自

分
」
　
の
姿
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
（
寒
）
の
世
界
で
「
自
分
」
　
の
求
め
て
い
た

（
暖
）
の
世
界
に
、
今
「
自
分
」
は
居
る
。
し
か
し
、
「
自
分
」
　
に
は
、
そ
の

世
界
に
留
ま
る
事
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

結
末
に
お
い
て
、
「
自
分
」
は
（
百
年
の
昔
か
ら
此
処
に
立
っ
て
、
眼
も
鼻

も
ロ
も
ひ
と
し
く
自
分
を
待
っ
て
ゐ
た
顔
）
で
、
（
百
年
の
後
迄
自
分
を
従
へ

て
何
処
迄
も
行
く
顔
）
の
女
、
「
自
分
」
に
と
っ
て
栢
命
的
な
女
性
の
後
を
追

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
向
か
う
先
は
（
不
断
の
自
分
な
ら
持
躇
す
る

位
に
細
く
て
薄
暗
い
）
場
所
で
あ
り
、
（
自
分
は
女
の
黙
っ
て
思
惟
す
る
俵
に
、

此
の
細
く
薄
暗
く
、
し
か
も
ず
つ
と
続
い
て
ゐ
る
露
次
の
中
を
鳥
の
様
に
ど
こ

迄
も
扱
い
て
行
）
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
分
」
は
、
か
つ
て
求
め
て
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や
ま
な
か
っ
た
精
神
の
慰
籍
の
場
、
安
ら
か
な
世
界
か
ら
の
脱
却
を
志
向
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
　
「
心
」
　
に
あ
る
、
（
自
分
）
の
（
宿
命
の
女
）
を
追
う
、
と

い
う
構
図
は
、
次
の
漱
石
作
品
で
あ
る
「
そ
れ
か
ら
」
　
の
構
図
に
重
な
る
も
の

で
も
あ
ろ
う
。
代
助
も
当
初
、
生
活
の
た
め
に
働
く
必
要
の
な
い
、
安
穏
と
し

た
世
界
の
住
人
で
あ
っ
た
。

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
三
千
代
と
代
助
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
場
面
に
「
心
」
と
の

類
似
性
、
同
様
の
構
図
が
認
め
ら
れ
る
。

「
（
略
）
　
つ
ま
り
楽
と
い
ふ
一
種
の
美
く
し
い
世
界
に
は
丸
で
足
を
踏
み
込

ま
な
い
で
死
ん
で
仕
舞
は
な
く
つ
ち
や
な
ら
な
い
。
僕
か
ら
云
は
せ
る
と
、

是
程
憐
れ
な
無
経
験
は
な
い
と
思
ふ
。
麺
麹
に
関
係
し
た
経
験
は
、
切
実
か

も
知
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
劣
等
だ
よ
。
麺
麹
を
維
れ
水
を
離
れ
た
贅
沢
な

経
験
を
し
な
く
つ
ち
や
人
間
の
甲
斐
は
な
い
。
君
は
僕
を
ま
だ
坊
っ
ち
ゃ
ん

だ
と
考
へ
て
る
ら
し
い
が
、
僕
の
住
ん
で
ゐ
る
賢
沢
な
世
界
で
は
、
君
よ
り

ず
つ
と
年
長
者
の
積
り
だ
」

平
岡
は
巻
斑
の
灰
を
、
皿
の
上
に
は
た
き
な
が
ら
、
沈
ん
だ
暗
い
調
子
で
、

「
う
ん
、
何
時
迄
も
さ
う
云
ふ
世
界
に
住
ん
で
ゐ
ら
れ
、

と
云

つ
た
。

（
「
そ
れ
か
ら
」
　
二
の
三
）

こ
の
よ
う
に
、
（
僕
の
住
ん
で
ゐ
る
贅
沢
な
世
界
）
は
、
代
助
が
安
穏
と
し

て
い
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
が
、
（
何
時
迄
も
さ
う
云
ふ
世
界
に
住
ん
で
ゐ
ら

れ
、
ば
結
構
さ
）
と
平
岡
が
言
う
よ
う
に
安
泰
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
代
助
は

三
千
代
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
界
か
ら
の
脱
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

「
是
か
ら
先
ま
だ
変
化
が
あ
り
ま
す
よ
」

「
あ
る
事
は
承
知
し
て
ゐ
ま
す
。
何
ん
な
変
化
が
あ
つ
た
っ
て
構
や
し
ま

せ
ん
。
私
は
此
間
か
ら
、
－
此
間
か
ら
私
は
、
若
も
の
事
が
あ
れ
ば
、
死
ぬ

積
で
覚
悟
を
極
め
て
ゐ
る
ん
で
す
も
の
」

代
助
は
慄
然
と
し
て
戦
い
た
。

「
貴
方
に
是
か
ら
先
何
し
た
ら
好
い
と
云
ふ
希
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と

聞
い
た
。

「
希
望
な
ん
か
無
い
わ
。
何
で
も
東
方
の
云
ふ
通
り
に
な
る
わ
」

「
漂
泊
－
」

「
漂
泊
で
も
好
い
わ
。
死
ね
と
仰
し
や
れ
ば
死
ぬ
わ
」

代
助
は
又
殊
と
し
た
。

「
此
伍
で
は
」

「
此
俵
で
も
構
は
な
い
わ
」

「
平
岡
君
は
全
く
気
が
付
い
て
ゐ
な
い
棟
で
す
か
」

「
気
が
付
い
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
私
も
う
度
胸
を
据
ゑ
て

ゐ
る
か
ら
大
丈
夫
な
の
よ
。
だ
っ
て
何
時
殺
さ
れ
た
つ
て
好
い
ん
で
す
も
の
」

（
「
そ
れ
か
ら
」
　
十
六
の
三
）
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こ
こ
で
、
三
千
代
の
死
を
も
厭
わ
な
い
決
意
に
対
し
て
、
代
助
は
躊
躇
し
恐

れ
て
い
る
。
「
そ
れ
か
ら
」
　
の
結
末
部
で
あ
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
三
千
代

と
代
助
の
関
係
、
二
人
の
運
命
の
行
く
末
を
先
暮
し
て
い
る
の
は
代
助
よ
り

も
、
む
し
ろ
三
千
代
で
あ
り
、
彼
女
は
「
心
」
の
女
の
如
く
（
不
断
の
自
分
な

ら
躊
措
す
る
位
に
細
く
て
薄
暗
い
）
行
き
先
に
対
し
て
、
（
黙
っ
て
其
の
中
へ

這
入
っ
て
行
）
き
、
（
自
分
に
後
を
距
け
て
来
い
）
と
ば
か
り
に
男
、
代
助
を

先
導
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
安
ら
か
な
世
界
か
ら
の
脱
却
と
い
う
主
人
公
の
志
向
と
、

先
導
す
る
女
と
躊
躇
す
る
男
、
と
い
う
図
式
に
「
永
日
小
品
」
の
「
自
分
」
と

「
そ
れ
か
ら
」
の
「
代
助
」
を
繋
ぐ
糸
を
見
出
す
事
が
で
き
よ
う
。
三
四
郎
か

ら
代
助
へ
の
主
人
公
の
変
貌
は
「
永
日
小
品
」
の
「
自
分
」
を
経
て
、
こ
こ
に

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、
漱
石
作
品
の
中
で
　
「
永
口
∪
小
品
」
が
占
め
る
位
置
と
意
味
に
つ
い

て
、
「
三
四
郎
」
か
ら
「
そ
れ
か
ら
」
　
へ
の
移
行
、
そ
の
変
化
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
作
品
と
し
て
考
察
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
「
永
日
小
品
」
を
作
品
と
し
て
捉
え
た
際
の
意
味
に
つ
い
て
集
約
す

る
。
「
永
日
小
品
」
に
描
か
れ
て
い
る
（
寒
）
と
（
暖
）
の
情
景
が
、
身
体
的

な
意
味
と
、
精
神
的
な
意
味
を
併
せ
て
括
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
の
　
「
永
日
小
品
」
は
、
寒
い
情
景
の
中
で

希
求
さ
れ
る
精
神
的
な
慰
類
と
、
暖
か
い
情
景
の
中
で
追
求
さ
れ
る
精
神
の
深

部
、
そ
の
相
反
す
る
両
者
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
主
体
で
あ
る
「
自
分
」

が
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ま
た
（
寒
）
と
（
暖
）
　
の
世
界
と
そ
の
狭
間
の

「
自
分
」
と
い
う
関
係
は
、
そ
の
テ
ー
マ
を
生
み
出
す
、
作
品
の
構
造
た
り
得

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
作
品
内
の
主
体
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
た
際
、

そ
の
変
化
と
は
作
品
世
界
内
の
主
体
が
持
つ
（
過
去
）
の
意
味
の
変
容
と
、
そ

れ
ら
へ
の
眼
差
し
の
転
換
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
永
日
小
品
」
を
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」

の
問
に
据
え
、
そ
の
道
関
す
る
所
の
意
義
を
考
え
た
。
ま
ず
「
三
四
郎
」
と

「
永
日
小
品
」
を
比
較
し
た
際
に
、
共
通
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

は
、
三
四
郎
に
と
っ
て
の
東
京
と
、
「
自
分
」
に
と
っ
て
の
ロ
ン
ド
ン
が
、
疎

外
感
や
不
安
を
生
み
出
す
場
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
中
で
彷
復
す
る
存
在
で
あ

る
と
い
う
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
四
郎
に
と
っ
て
の
過
去
が
、
そ
の
ま
ま
精

神
の
慰
藷
の
場
、
（
立
退
場
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
自
分
」
　
に
と
っ
て
の

過
去
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
体
験
は
、
そ
の
（
立
退
場
）
、
精
神
の
慰
籍
を
求
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
（
立
退
場
）
を
よ
り
切
実
に
求
め

て
い
た
の
は
「
永
日
小
品
」
に
お
け
る
「
自
分
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
永
日
小
品
」
　
の
「
火
鉢
」
に
始
ま
る
「
自
分
」
－
限
り
な
く
漱
石
に
近
い

語
り
手
－
の
ロ
ン
ド
ン
留
学
体
験
へ
の
回
想
、
自
分
自
身
の
過
去
へ
の
眼
差
し

と
い
う
行
為
は
、
過
去
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
（
立
退
場
）
に
な
ら
な
い
こ
と

を
「
自
分
」
に
認
識
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
永
日
小
品
」
に
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お
け
る
「
自
分
」
　
の
（
過
去
）
に
対
す
る
認
識
の
変
化
は
、
（
立
退
場
）
を
持

つ
三
四
郎
と
（
立
退
場
）
を
持
た
な
い
代
助
と
の
間
に
あ
る
断
層
を
埋
め
る
も

の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
「
永
日
小
品
」
を
執
筆
し
て
い
る
作
者
漱
石
に
つ
い
て
見
た
場
合
、
自

身
の
過
去
へ
の
眼
差
し
は
、
漱
石
が
「
火
鉢
」
　
の
作
品
時
間
の
現
在
に
お
い
て

感
じ
て
い
る
（
暖
昧
）
無
し
に
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
立
退
場
〉
を
切
実
に
求
め
た
自
身
の
体
験
を
相
対
化
し

て
措
く
た
め
に
は
、
や
は
り
〓
疋
の
距
紅
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
火
鉢
」

に
お
い
て
漱
石
は
（
過
去
の
自
分
）
に
対
し
て
、
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も

距
離
を
置
く
事
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
（
暖
昧
）
に
よ
っ
て
、
漱
石
に
窟
さ
れ
た
生
の
感
覚
は
、
（
過

去
）
　
へ
の
眼
差
し
を
変
容
さ
せ
て
い
く
。
（
立
退
場
）
の
消
滅
は
、
（
過
去
）

を
安
易
な
逃
げ
場
所
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
さ
せ
、
「
自
分
」
、
あ
る
い
は
主
体
に

と
っ
て
の
（
過
去
）
の
意
味
を
考
え
る
た
め
の
眼
差
し
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
転
換
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
の
が
「
昔
」
と
「
心
」
で
あ
ろ

う
。
「
昔
」
で
は
　
「
自
分
」
に
（
暖
味
）
と
精
神
の
慰
斉
を
蘭
し
た
ピ
ト
ロ
ク

リ
の
地
の
裏
に
隠
れ
て
い
た
暗
い
過
去
を
認
め
、
そ
れ
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る

「
自
分
」
　
の
姿
が
あ
る
。

ま
た
、
「
心
」
に
あ
る
、
安
ら
か
な
世
界
か
ら
の
脱
却
と
、
暗
い
所
へ
向
か

う
「
自
分
」
と
そ
れ
を
従
え
る
女
の
図
式
、
躊
躇
う
男
と
指
命
の
女
と
い
う
関

係
は
、
代
助
と
三
千
代
の
関
係
を
先
取
り
し
て
、
「
そ
れ
か
ら
J
　
の
原
型
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

漱
石
作
品
の
中
で
、
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
　
へ
の
関
連
に
つ
い
て
は

多
く
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
こ
に
認
め
ら
れ
た
の
は
多
く
の
差
異
で

あ
っ
て
、
特
に
主
人
公
で
あ
る
三
四
郎
か
ら
代
助
へ
の
連
関
は
従
来
希
薄
な
も

の
と
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
「
三
四
郎
」
と
「
そ
れ
か
ら
」
　
の
問
に
位
置
す
る
「
永
日
小
品
」

を
据
え
、
主
人
公
格
の
主
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
「
三
四
郎
」
と
「
そ

れ
か
ら
」
　
の
間
に
あ
る
変
化
を
断
絶
と
し
て
で
は
な
く
、
緩
や
か
な
連
続
と
し

て
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
永
日
小
品
」
　
に
お
い
て
、
「
自
分
」
　
の
（
寒
）
か
ら
（
畷
）
、
そ
し
て

（
暖
）
か
ら
（
寒
）
　
へ
の
移
行
は
、
主
体
の
認
識
の
変
遷
に
並
行
し
て
い
る
作

品
構
造
で
あ
り
、
単
な
る
情
景
描
写
の
城
に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
構
造

の
中
で
漱
石
は
（
過
去
）
に
つ
い
て
の
認
識
を
変
容
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
永
日
小
品
」
の
「
自
分
」
の
認
識
が
変

化
し
て
行
く
過
程
と
は
、
「
三
四
郎
」
か
ら
「
そ
れ
か
ら
」
　
へ
の
変
遷
と
、
そ

の
過
程
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
永
日
小
品
」
と
は
、
漱
石
文
学
に
お
け
る

変
遷
が
起
こ
っ
て
い
る
場
所
、
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
変
遷
の
現
場
に
直
に
立
ち

会
う
こ
と
が
で
き
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
「
永
日
小
品
」
は
漱
石
文
学
の
本
流

か
ら
遠
い
所
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
た
な
方
向
を
示
す
場
所
に
位
置

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

62



テ
キ
ス
ト
は
岩
波
昏
店
「
漱
石
全
集
」
　
（
平
成
五
年
十
二
月
～
平
成
十
一
年
三
月
）
を
使

用
し
た
。
な
お
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。

注

T
）
伊
藤
　
整
「
解
説
」
（
日
本
文
学
選
r
夢
十
夜
」
昭
和
二
十
二
年
四
月
　
光
文
社
）

（
2
）
荒
　
正
人
「
解
説
」
（
r
漱
石
文
学
全
集
」
第
十
巻
昭
和
四
十
八
年
四
月
集
英
社
）

（
3
）
石
崎
　
等
「
r
永
日
小
品
」
　
の
位
置
」
　
（
r
講
座
　
夏
目
漱
石
」
第
三
巻

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
　
有
斐
閣
）

（
4
）
芳
賀
　
徹
「
漱
石
の
r
十
二
夜
」
－
r
暖
か
い
夢
」
の
中
の
ロ
ン
ド
ン
ー
」

（
昭
和
五
十
七
年
三
月
r
東
京
大
学
教
養
学
科
紀
要
」
　
第
十
四
号
）

「
二
〇
世
紀
の
最
前
線
に
あ
る
漱
石
－
r
永
日
小
品
」
　
の
可
能
性
」

（
平
成
五
年
十
月
r
漱
石
研
究
」
創
刊
号
　
翰
林
古
房
）

（
5
）
芳
賀
　
徹
　
「
漱
石
の
実
験
工
房
－
r
永
日
小
品
」
一
倍
の
読
み
の
試
み
」

（
平
成
九
年
九
月
「
日
本
研
究
し
第
十
六
集
）

（
6
）
中
島
佐
和
子
「
夏
目
漱
石
r
永
日
小
品
j
 
l
「
火
鉢
」
の
八
寒
）
（
暖
）
－
」

（
平
成
十
二
年
七
月
　
r
国
文
」
第
九
十
三
号
）

（
7
）
島
田
雅
彦
　
r
漱
石
を
昏
く
」
　
　
（
平
成
五
年
十
二
月
　
岩
波
新
書
）

（
8
）
佐
藤
泰
正
　
「
r
永
日
小
品
」
を
ど
う
読
む
か
－
漱
石
的
主
題
の
一
側
面
を
め
ぐ

っ
て
－
」
　
　
　
（
平
成
二
年
十
月
　
r
国
文
学
研
究
し
第
百
二
号
）

（
9
）
ユ
ン
サ
ン
イ
ン
　
「
群
集
の
中
の
漱
石
」
　
　
（
平
成
元
年
六
月
　
r
新
潮
」
）

（
1
0
）
注
（
4
）
　
に
同
じ

（
1
1
）
玉
井
敏
之
　
「
三
四
郎
の
感
受
性
－
r
三
四
郎
」
論
」

（
r
講
座
　
夏
目
漱
石
」
第
三
巻
　
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
　
有
斐
閣
）

（
1
2
）
藤
井
淑
禎
　
「
r
三
四
郎
L
 
I
煩
悶
す
る
青
年
長
井
代
助
の
誕
生
－
」

（
昭
和
六
十
三
年
八
月
「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
）

（
1
3
）
登
尾
　
凸
　
「
r
三
四
郎
」
論
－
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
比
べ
る
」

（
平
成
六
年
一
月
　
r
国
文
学
」
増
刊
）

（
1
4
）
平
日
祐
弘
「
汽
車
の
走
ら
ぬ
世
界
1
漱
石
に
と
っ
て
の
ど
ト
ロ
ク
リ
ー
」

（
r
講
座
　
夏
日
漱
石
」
第
五
巻
　
昭
和
五
十
七
年
四
月
　
有
斐
閣
）

（
1
5
）
熊
坂
敦
子
「
漱
石
の
ピ
ト
ロ
ク
リ
」

（
昭
和
五
十
九
年
二
月
r
国
文
自
白
し
第
二
十
三
C
王

付
記本

稿
は
二
〇
〇
l
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に

加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
種
々
ご
教
示
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
、
ま
た
、
お
導
き
下
さ

っ
た
江
後
寛
士
先
生
、
柏
林
況
二
先
生
に
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

－
に
の
み
や
・
と
も
ゆ
き
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－




