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露
日
空
う
す
き
化
粧

け

は

ひ
の
子
守
り
妻 

 
 

 

（
昭
和
三
〇
年
） 

  

作
者
も
三
六
歳
頃
の
作
。「
長
女
園
子
五
句
」
と
前
書
の
あ
る
一
連
の
作
の
五
句
目
に
あ

る
。
実
は
、
こ
の
第
一
句
に
〈
秋
暁
の
泪
の
ひ
か
る
や
や
を
抱
き
〉
が
あ
り
、
子
の
涙
を

眺
め
る
中
に
も
、
み
ず
み
ず
し
い
生
命
へ
の
共
感
を
見
る
。
前
年
に
結
婚
し
た
八
束
に
と

っ
て
は
、
二
十
歳
代
か
ら
三
十
歳
代
前
半
に
か
け
て
の
紆
余
曲
折
を
経
た
後
の
、
い
ち
ば

ん
幸
福
な
時
期
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

「
露
日
空
」
と
は
八
束
の
造
語
か
。
朝
露
の
し
っ
と
り
感
を
曳
い
た
よ
う
な
晴
天
を
思

い
浮
か
べ
る
。
そ
の
青
空
の
下
、「
露
」
な
ご
り
の
ひ
か
り
に
「
う
す
き
化
粧
」
の
若
々
し

い
妻
が
照
ら
さ
れ
て
、
そ
の
美
し
さ
が
引
き
立
つ
。
「
う
す
き
化
粧
（
け
は
い
）
」
に
は
、

現
代
語
の
「
薄
化
粧
（
う
す
げ
し
ょ
う
）
」
で
は
出
な
い
や
さ
し
い
表
情
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
こ
に
は
子
の
生
命
を
育
む
母
親
と
し
て
の
妻
の
表
情
も
あ
る
。
「
露
」
と
い
う
と
、
「
は

か
な
い
命
」
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
句
で
は
「
子
」
の
生
命
を
映
し
て
、

「
露
」
の
光
が
い
き
い
い
き
と
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
新
鮮
さ
が
あ
ろ
う
。
抒
情
性
の

回
生
を
唱
え
た
頃
の
八
束
の
代
表
的
作
品
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。 

 
 鍵

穴
に
雪
の
さ
さ
や
く
子
の
目
覚
め 

 
 

 

（
昭
和
三
〇
年
） 

  

「
鍵
穴
」
と
い
う
無
機
的
な
素
材
を
用
い
な
が
ら
、
た
い
へ
ん
抒
情
的
に
仕
上
が
っ
て

い
る
句
。「
鍵
穴
」
は
内
と
外
と
の
世
界
を
つ
な
ぐ
窓
口
で
も
あ
る
。
鍵
穴
か
ら
部
屋
の
中

を
の
ぞ
く
と
い
う
の
は
、
よ
く
見
る
シ
ー
ン
だ
が
、
音
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
の
は

珍
し
い
。
そ
れ
ま
で
眠
っ
て
い
た
子
が
、
ふ
と
目
を
覚
ま
し
た
ま
ま
、
し
ば
ら
く
し
ず
か

に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
鍵
穴
を
通
し
て
雪
の
降
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
れ
も
、
さ

ら
さ
ら
と
さ
さ
や
く
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
、
と
い
う
の
だ
。
メ
ル
ヘ
ン
的
な
装
い
の
中

に
も
な
ん
と
静
謐
無
垢
な
時
間
が
流
れ
て
い
る
こ
と
よ
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
か
ら
は
、
三
好
達
治
の
詩
「
雪
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、
太
郎

次
郎
を
眠
ら
せ
る
雪
の
詩
は
、
日
本
古
来
の
家
屋
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
句
は
都
会

的
で
近
代
的
な
佇
ま
い
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
三
好
詩
で
は
子
ど
も
は
二
人
だ
が
、
こ

の
句
で
は
一
人
。
時
代
の
流
れ
の
中
か
ら
現
代
の
詩
を
紡
ぎ
だ
そ
う
と
い
う
八
束
の
姿
勢

が
見
え
て
く
る
。 

 

荒
海
や
雪
囲

し

ょ

が

き

の
か
げ
の
か
ご
め
歌 

 
 

 
 

（
昭
和
三
〇
年
） 

  

こ
の
年
は
冬
に
入
っ
て
、
蔵
王
一
三
句
、
男
鹿
半
島
九
句
と
、
大
き
な
旅
が
二
つ
続
い
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た
。
蔵
王
の
収
穫
は
〈
橇
去
り
て
よ
り
鈴
き
こ
ゆ
木
魂
と
も
〉
で
あ
ろ
う
か
。「
山
上
の
ド

ッ
コ
沼
」
で
の
作
と
あ
る
。
蔵
王
の
雪
山
の
幻
想
性
の
連
作
の
中
で
、
視
覚
を
追
う
よ
う

に
鈴
の
音
が
、
木
々
の
精
の
声
と
し
て
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
あ
と
か
ら
届
い
て
く
る
と
言

う
の
だ
ろ
う
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
男
鹿
半
島
の
諸
作
は
、〈
崖
の
上
の
墓
に
雪
ふ
る
漁
港
か
な
〉
に
始
ま

り
〈
寒
林
の
梢(

う
れ)

に
浪
だ
ち
浪
昏
る
る
〉
に
終
わ
る
。
こ
こ
に
は
、
幻
想
な
ど
の
入

り
込
む
隙
も
な
い
よ
う
な
厳
し
い
荒
涼
と
し
た
風
景
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、

冒
頭
の
句
で
は
、
荒
々
し
い
風
景
の
中
か
ら
無
心
に
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
の
「
か
ご
め
歌
」

が
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
の
だ
。 

 

荒
海
を
前
に
し
て
、
厳
し
い
寒
さ
で
あ
ろ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
負
け
て
い
な
い
。
雪

囲
に
守
ら
れ
な
が
ら
、
荒
海
の
と
ど
ろ
く
音
に
返
す
よ
う
な
声
で
、
元
気
に
遊
ん
で
い
る
。

自
然
環
境
の
厳
し
い
辺
境
に
冬
を
過
ご
し
、
子
ど
も
た
ち
は
た
く
ま
し
く
育
つ
。
そ
の
こ

と
に
八
束
は
心
を
熱
く
し
た
の
だ
。 

 

と
こ
ろ
で
、
「
雪
囲
（
し
ょ
が
き
）
」
は
、
こ
の
地
域
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
ろ
う

か
。「
ゆ
き
が
こ
い
」
の
音
韻
に
は
な
い
民
俗
的
な
根
っ
こ
を
感
じ
さ
せ
る
。
風
土
の
長
い

時
間
の
中
で
錬
ら
れ
、
も
の
の
実
質
に
限
り
な
く
迫
っ
た
音
韻
の
確
か
な
存
在
感
が
あ
る

の
だ
。
ま
た
、
力
強
く
よ
ど
み
な
い
「
あ
ら
う
み
や
」
に
対
し
て
、
中
七
以
下
の
三
つ
の

「
が
」
「
げ
」
「
ご
」
の
濁
音
も
、
上
す
べ
り
の
な
い
風
土
性
を
伝
え
よ
う
。 

 

「
荒
海
の
波
音
（
＝
風
土
）
」
と
「
子
ど
も
の
声
（
＝
い
の
ち
）
」
と
が
織
り
な
す
、
も

う
一
つ
の
男
鹿
の
「
か
ご
め
歌
」
も
い
つ
ま
で
も
つ
づ
く
。 

  

な
さ
け
な
く
な
る
歌
よ
み
の
寝
酒
か
な 
 

 

（
昭
和
三
一
年
） 

  

生
活
の
不
如
意
に
対
す
る
自
嘲
句
と
で
も
い
お
う
か
。
こ
の
句
に
歌
人
の
木
俣
修
が
〈
原

稿
料
も
明
日
着
く
ら
む
〉
と
付
け
て
慰
め
て
く
れ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
る
。（
「
寝

酒
」
が
冬
の
季
語
だ
な
ん
て
、
現
代
の
若
者
は
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
）
し
か
し
な
が
ら
、

背
景
を
知
ら
ず
に
こ
の
句
に
接
す
る
な
ら
ば
、
わ
び
し
さ
や
情
け
な
さ
と
い
う
よ
り
も
、

自
己
戯
画
化
の
ゆ
と
り
の
中
に
少
々
の
矜
持
さ
え
感
じ
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

な
に
し
ろ
、「
な
」
の
音
の
く
り
返
し
が
、
く
ね
く
ね
と
曲
が
り
ゆ
く
散
策
の
道
に
も
似

て
、
読
む
も
の
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ
。 

 

そ
し
て
、
〈
な
「
酒
」
無
く
な
る
・
・
・
・
ね
「
酒
」
か
な
〉
。
こ
の
オ
チ
を
、
八
束
が

意
識
し
た
か
ど
う
か
は
し
ら
な
い
が
、
句
に
茶
目
っ
気
を
ち
ら
っ
と
感
じ
て
し
ま
う
の
は
、

私
だ
け
だ
ろ
う
か
。 
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パ
イ
プ
も
て
う
ち
は
ら
ふ
万
愚
節
の
雪 

 
 

（
昭
和
三
一
年
） 

  

ユ
ー
モ
ア
の
効
い
た
句
を
も
う
一
つ
引
こ
う
。
八
束
は
煙
草
は
飲
ま
な
い
か
ら
、
こ
の

句
は
あ
く
ま
で
虚
構
。
作
者
も
、「
四
月
馬
鹿
に
あ
や
か
っ
て
イ
ン
バ
ネ
ス
を
着
た
私
の
滑

稽
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
）
と
明
言
し
て
い
る
と
お
り

だ
。
だ
が
、
事
実
か
ど
う
か
は
作
品
に
お
い
て
は
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
一
句
を
、
何
の

前
知
識
も
な
し
に
素
直
に
読
む
こ
と
に
し
た
い
。 

 

こ
の
句
で
は
、
降
り
か
か
る
雪
を
作
者
が
「
手
」
で
は
な
く
「
パ
イ
プ
」
で
、
ひ
ょ
い

ひ
ょ
い
と
払
い
続
け
て
い
る
。
払
っ
て
も
払
っ
て
も
、
雪
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
。
し

か
も
、
こ
ん
な
四
月
に
な
っ
て
の
嘘
み
た
い
な
雪
で
あ
る
、
と
い
う
の
だ
。
雪
も
嘘
み
た

い
し
、
パ
イ
プ
で
雪
を
払
う
の
も
エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
で
騙
さ
れ
て
い
る
み
た
い
だ
と
い

う
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
「
雪
」
を
払
う
し
ぐ
さ
か
ら
、「
人
生
の
苦
難
を
払
っ
て
」
な
ど
と
暗
喩
め
い
た
こ

と
を
連
想
し
た
く
も
な
る
が
、
こ
の
句
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
む
し
ろ
他
愛
な
い
こ
と
に
夢

中
に
な
っ
て
い
る
自
分
を
楽
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
嘘
で
も
い
い
で
は
な
い
か
、

難
事
多
き
日
常
か
ら
逃
れ
て
た
ま
に
は
こ
ん
な
手
遊
び
も
、
と
い
う
感
じ
。
ど
こ
か
孤
愁

め
い
て
い
な
い
で
も
な
い
が
・
・
・
。 

 

八
束
に
し
て
は
五
五
八
と
い
う
異
色
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
、
く
つ
ろ
い
で
い
る
よ
う
に

も
見
せ
て
い
る
。 

 

つ
ば
く
ら
の
鈴
た
ち
の
ぼ
る
雪
の
峯 

 
 

 

（
昭
和
三
一
年
） 

  

「
雪
に
憑
か
れ
雪
山
を
さ
ま
よ
ひ
あ
る
く
、
そ
の
三
、
志
賀
高
原
発
哺 

十
七
句
」
と

前
書
の
あ
る
第
一
句
め
の
作
。
志
賀
高
原
発
哺
と
は
、
昭
和
八
年
頃
に
三
好
達
治
が
療
養

し
て
い
た
地
で
も
あ
る
。
八
束
も
そ
の
詩
人
の
足
跡
を
求
め
て
訪
ね
た
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
句
の
「
雪
の
峯
」
は
、
雪
が
い
ま
降
っ
て
い
る
峯
で
は
な
く
、
雪
が
止
ん
で
晴
れ

上
が
っ
た
峯
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
華
麗
な
比
喩
に
よ
っ
て
澄
み
切
っ
た
空
が
、
雪
の
峯

の
上
に
ど
こ
ま
で
も
ひ
ろ
が
る
。
八
束
の
遅
き
青
春
の
心
音
が
伝
わ
る
よ
う
な
句
だ
。
呼

び
合
う
よ
う
に
想
い
起
こ
す
の
は
、
以
前
に
も
引
い
た
、 

 
 

春
の
鳶
寄
り
わ
か
れ
て
は
高
み
つ
つ 

飯
田
龍
太
（
『
百
戸
の
谿
』
） 

の
一
句
。
と
も
に
上
昇
方
向
の
動
き
を
と
ら
え
た
句
だ
。
龍
太
の
句
は
、
山
里
の
春
の
生

命
感
を
躍
動
的
に
詠
っ
た
も
の
だ
が
、
八
束
の
句
は
、
雪
の
白
さ
に
つ
ば
く
ら
の
「
鈴
」

の
よ
う
な
細
か
な
声
が
は
ね
返
る
。
龍
太
作
が
視
覚
の
句
だ
と
す
れ
ば
、
八
束
作
は
「
聴

覚
＋
視
覚
」
の
複
合
技
の
句
。
龍
太
は
春
の
の
ど
か
さ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と

し
た
動
き
を
詠
み
、
八
束
は
雪
山
の
清
冽
な
大
気
に
包
ま
れ
て
「
鈴
」
の
よ
う
な
声
の
響
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き
を
詠
う
。
龍
太
は
一
句
一
章
、
八
束
は
二
句
一
章
。 

 
あ
ら
た
め
て
八
束
の
詩
的
作
風
を
知
ら
さ
れ
た
一
句
で
あ
っ
た
。 

 
 夜

は
碧
く
雪
稜
線
の
よ
み
が
へ
る 

 
 

 
 

（
昭
和
三
一
年
） 

  

こ
れ
も
志
賀
高
原
発
哺
で
の
作
。
随
筆
集
に
、「
「
雪
稜
線
」
と
い
う
僕
の
拙
い
造
語
は
、

高
い
リ
フ
ト
に
ぶ
ら
さ
が
つ
て
あ
た
り
の
雪
山
を
眺
め
て
ゐ
る
と
き
に
胸
に
浮
か
ん
だ
。

自
か
ら
の
貧
し
い
句
業
の
稜
線
も
白
く
空
中
に
浮
い
て
あ
た
り
の
雪
山
の
や
う
に
澄
ん
で

は
か
な
げ
に
思
へ
ぬ
で
も
な
か
つ
た
」（
『
秋
琴
帖
』
）
と
舞
台
を
明
か
し
て
い
る
。
夜
の
句

だ
か
ら
夜
に
で
き
た
と
は
限
ら
な
い
。
夜
の
風
景
に
接
し
て
の
感
激
が
、
脳
裏
に
ゆ
っ
く

り
し
み
こ
ん
で
、
ま
た
胸
に
も
し
ず
か
に
沈
み
込
ん
で
、
あ
る
日
、
あ
ら
た
め
て
立
ち
上

る
理
性
と
心
情
が
交
差
し
ス
パ
ー
ク
す
る
瞬
間
、
あ
ら
た
な
詩
語
が
誕
生
す
る
。 

 

「
雪
稜
線
」
の
語
は
、〈
落
つ
日
は
や
雪
稜
線
に
焔
を
ち
ら
す 

八
束
〉（
昭
和
三
〇
年
）

と
い
う
句
で
一
年
ほ
ど
前
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
雪
嶺
を
染
め
る
落
日
風
景
も

印
象
鮮
明
だ
が
、「
夜
は
碧
く
」
の
句
に
な
る
と
、
い
っ
た
ん
闇
に
沈
み
込
ん
で
い
た
も
の

が
、
ふ
た
た
び
妖
し
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
、
幻
想
的
な
風
景
と
な
る
。
雪
の

稜
線
が
、
ほ
の
蒼
く
自
ら
の
光
を
放
ち
始
め
た
よ
う
で
は
な
い
か
。
落
日
の
太
陽
の
あ
と
、

月
の
出
に
照
ら
さ
れ
て
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、
自
然
現
象
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
と
い
う

よ
り
も
、
多
分
に
八
束
の
心
象
に
引
き
寄
せ
た
幻
想
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
雪
稜
線
」
と
い
う
造
語
、
及
び
「
よ
み
が
へ
る
」
と
の
こ
な
れ
た
連
結
に
よ
り
、
こ

の
句
は
近
代
詩
的
な
装
い
を
ま
と
う
こ
と
に
な
っ
た
。「
俳
句
に
造
語
は
い
け
な
い
」
と
咎

め
る
向
き
も
多
い
が
、
古
の
言
葉
を
引
き
寄
せ
、
さ
ら
に
「
現
在
」
を
映
す
新
し
い
こ
と

ば
を
造
る
こ
と
は
、
詩
の
原
点
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
気
概
が
、
八
束
の
諸
作
か
ら
は
伝

わ
っ
て
く
る
。 

 

木
枯
や
当
引

あ

て

ひ

こ

吊
り
の
坑
夫
の
坂 

 
 

 
 

『
八
束
唱
三
百
句
』 

（
昭
和
五
一
年
） 

  

「
当
引
は
藁
で
作
っ
た
尻
当
て
」
と
後
註
が
あ
る
。
足
尾
銅
山
で
の
吟
行
句
。「
ア
テ
ヒ

コ
」
に
つ
い
て
は
、
釧
路
炭
田
の
貴
重
な
写
真
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
で
見
ら
れ

た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
句
の
初
出
形
は
、 

 

油
照
る
当
引(

あ
て
ひ
こ)

づ
り
の
坑
夫
の
坂 

 

石
原
八
束 

 

『
雪
稜
線
』
（
昭
和
三
年
） 

と
な
っ
て
い
る
。
以
降
の
二
冊
の
全
句
集
な
ど
に
は
初
出
の
形
の
ま
ま
で
載
っ
て
い
る
が
、
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『
八
束
唱
三
百
句
』
（
四
季
文
庫
・
昭
和
五
一
年
）
及
び
「
俳
句
研
究
」
（
昭
和
五
一
年
二

月
号
「
石
原
八
束
自
選
二
〇
〇
句
」
）
に
至
っ
て
冒
頭
の
句
の
形
に
改
作
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
改
作
は
成
功
し
た
例
だ
と
思
う
。 

 

初
出
形
と
改
作
と
を
比
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
初
出
形
の
「
油
照
る
」
で
は
、
た
ん
に

ぎ
ら
ぎ
ら
し
た
照
り
返
し
に
労
働
の
苦
難
の
み
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
で
、
せ
っ
か
く
の
「
当

引
吊
り
」
と
い
う
独
特
の
軽
妙
な
語
の
響
き
が
殺
が
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、
「
油
照
る
」

と
い
う
動
詞
形
は
季
語
と
し
て
も
句
の
切
れ
と
し
て
も
、
ど
う
も
落
ち
着
き
が
悪
い
。 

 

大
胆
に
季
語
を
夏
か
ら
冬
へ
と
移
し
た
改
作
の
方
は
、「
木
枯
」
が
乾
い
て
句
を
軽
く
し

て
い
る
。
季
語
「
木
枯
」
の
乾
い
た
拡
が
り
の
中
に
、
坑
夫
た
ち
の
生
活
の
悲
哀
が
一
刷

け
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
加
え
て
、
切
れ
字
の
「
や
」
に
よ
り
、
句
に
は
っ
き
り
と

し
た
「
切
れ
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
大
き
い
。
当
引
を
吊
っ
た
坑
夫
た
ち
が
坑
道
へ
と
坂

道
に
足
を
運
ぶ
、
そ
の
風
景
が
よ
り
鮮
明
に
見
え
て
く
る
。
尻
当
て
の
「
当
引
」
を
し
て
、

み
ん
な
木
枯
し
に
吊
ら
れ
て
坂
を
進
ん
で
い
く
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
よ
う
。 

  

滴
り
や
カ
ン
テ
ラ
一
つ
研ず

り

に
お
き 

 
 

 
 

（
昭
和
三
一
年
） 

  

も
う
一
句
鉱
山
の
句
を
引
い
て
お
こ
う
。
「
研
（
ず
り
）
」
に
つ
い
て
は
、
後
註
に
「
発

破
さ
れ
た
鉱
石
・
岩
石
を
研
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
坑
道
の
壁
に
は
水
が
に
じ
み
出
て
滴
っ

て
い
る
。
坑
道
の
突
当
り
に
は
、
発
破
し
て
崩
れ
た
岩
石
の
か
け
ら
が
散
り
敷
か
れ
て
い

て
、
そ
こ
に
カ
ン
テ
ラ
を
置
い
た
。
そ
の
カ
ン
テ
ラ
の
灯
を
中
心
に
、
滴
り
や
鉱
石
の
破

片
な
ど
が
き
ら
き
ら
っ
と
光
り
は
じ
め
た
。
別
に
、〈
滴
り
と
鉑(

は
く)

と
を
照
ら
す
生
命

の
灯
〉
と
も
詠
ん
で
い
る
。
狭
い
な
が
ら
も
、
地
下
の
岩
石
に
包
ま
れ
た
幻
想
的
な
世
界

が
、
一
瞬
作
者
の
前
に
現
れ
た
の
だ
。 

 

坑
夫
た
ち
に
と
っ
て
は
、
生
死
を
賭
け
た
毎
日
の
過
酷
な
仕
事
の
場
所
に
ち
が
い
な
い

が
、
訪
問
者
の
八
束
に
は
異
質
な
美
に
向
き
合
う
結
果
に
な
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
足
尾
銅
山
の
吟
行
に
あ
た
っ
て
、
八
束
は
鉱
山
の
用
語
を
大
分
積
極
的
に

収
集
し
た
。
こ
れ
も
八
束
の
句
作
の
特
徴
の
一
つ
だ
。「
坑
内
（
し
き
）
」「
切
羽
（
き
り
は
）
」

「
導
火
線
（
み
ち
び
）
」
「
坑
壁
（
ど
べ
ら
）
」
「
鉑
（
は
く
）
」
「
坑
口
（
し
き
）
」
「
研
（
ず

り
）
」「
昇
坑
（
あ
が
り
）
」
「
研
山
（
ず
り
や
ま
）
」「
坑
外
（
お
か
）
」
他
、
造
語
的
な
も
の

も
混
じ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
し
い
季
語
を
発
掘
す
る
の
と
同
様
に
、
坑
夫
の

生
活
の
中
か
ら
新
し
い
言
葉
を
俳
句
に
盛
り
込
も
う
と
も
し
た
。
郷
に
入
れ
ば
郷
に
学
べ
、

と
で
も
い
う
べ
き
八
束
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。
謙
虚
な
詩
人
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
生

活
圏
ご
と
に
、
そ
の
中
で
息
づ
い
て
い
る
未
知
の
こ
と
ば
が
あ
る
。
そ
れ
を
訪
ね
な
が
ら
、

現
代
の
新
た
な
俳
句
の
世
界
を
深
め
た
い
と
、
八
束
は
願
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 
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月
光
に
目
覚
め
を
る
ら
む
幼
な
露 

 
 

 
 

（
昭
和
三
一
年
） 

  

前
書
に
「
即
ち
清
純
浄
香
禅
童
女
に
」
と
あ
る
。
飯
田
龍
太
の
次
女
純
子
（
六
歳
）
を

急
逝
小
児
麻
痺
で
失
っ
た
と
き
の
、
葬
儀
に
参
列
し
て
の
哀
悼
の
句
。「
い
ま
ご
ろ
は
月
の

光
に
目
覚
め
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
童
女
の
幼
い
露
の
命
は
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
下
五
は
「
（
ま
だ
結
ん
で
間
も
な
い
）
幼
い
夜
露
」
と
も
読
め
る
。
童
女
の

霊
が
小
さ
な
露
に
乗
り
移
っ
て
、
月
光
の
下
、
不
思
議
そ
う
に
つ
ぶ
ら
な
目
を
ひ
ら
い
て

い
る
気
配
も
す
る
。
こ
の
「
露
」
が
、
こ
の
世
と
彼
の
世
と
の
接
点
。
幻
想
的
な
世
界
の

中
に
、
清
ら
か
な
童
女
の
魂
が
安
ら
ぎ
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
れ
ば
く
る
ほ
ど
、
龍
太
（
当

時
三
六
歳
）
の
辛
さ
を
思
っ
て
や
ま
な
い
。
い
ま
や
、
八
束
も
龍
太
も
こ
の
世
を
去
っ
て

し
ま
っ
て
、
ま
す
ま
す
思
い
入
れ
の
深
い
句
と
な
っ
た
。 

 

秋
の
爐
を
す
こ
し
さ
が
り
て
子
を
あ
や
す 

 

（
昭
和
三
一
年
） 

  

私
は
昭
和
三
一
年
生
ま
れ
。
こ
の
句
を
読
む
た
び
に
、
晩
婚
で
あ
っ
た
先
生
は
、
私
の

生
ま
れ
た
年
に
は
、
俳
句
を
詠
み
な
が
ら
子
守
も
佳
境
だ
っ
た
ん
だ
な
、
と
微
笑
ま
し
く

感
じ
る
。
八
束
は
三
七
歳
。「
馬
酔
木
」
に
「
内
観
造
型
へ
の
試
論
」
を
発
表
す
る
の
も
こ

の
年
。 

 

す
で
に
、
俳
句
の
骨
格
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
ん
な
育
児
俳
句
も
、
さ
ら
り

と
詠
み
な
が
ら
心
も
ち
に
「
秋
の
爐
」
の
季
節
感
を
通
わ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
爐
か

ら
少
し
離
れ
る
の
は
、
子
の
安
全
を
考
え
て
の
父
親
と
し
て
の
愛
情
。「
爐
」
と
い
う
漢
字

が
重
く
見
え
れ
ば
み
え
る
ほ
ど
、
中
七
以
下
の
ひ
ら
が
な
が
子
守
唄
の
よ
う
に
や
さ
し
く

柔
ら
か
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
秋
」
の
季
節
か
ら
引
き
だ
さ
れ
る
哀
愁
も
ほ
ん
の
り

と
た
だ
よ
う
。 

 

「
す
こ
し
」
と
い
う
措
辞
は
、
慎
ま
し
さ
の
押
し
付
け
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
失
敗
す

る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
句
で
は
、
比
較
的
す
な
お
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
う
。
「
す
こ
し
」
「
さ
が
り
て
」
と
サ
音
の
く
り
返
し
も
そ
の
一
因
。
愛
情
を
含
み
な

が
ら
べ
た
つ
い
た
感
じ
が
し
な
い
の
も
、
こ
の
中
七
の
さ
ら
さ
ら
し
た
「
サ
」
音
と
、
下

五
の
自
然
な
先
す
ぼ
ま
り
の
「
す
」
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。 

 
 幸

う
す
き
掌
を
あ
た
た
め
よ
雪
ふ
ら
む 

 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

八
束
の
や
さ
し
い
心
根
が
に
じ
み
出
た
よ
う
な
句
。
句
意
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
誤
解

を
避
け
る
た
め
に
言
え
ば
、
八
束
は
癇
癪
持
ち
で
も
あ
っ
た
し
、
内
に
鬱
屈
し
た
も
の
を
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抱
え
込
ん
だ
ま
ま
の
生
涯
で
も
あ
っ
た
。
人
生
の
「
負
」
の
意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
同
時

に
非
常
に
強
い
完
璧
主
義
で
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
譲
ら
ず
生
涯
を
閉
じ
た
と
も
い
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
八
束
の
作
家
精
神
の
厳
し
さ
と
同
時
に
、
人
に
さ
し
の
べ
る
や
さ
し
さ
も
ま

た
比
類
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
第
二
句
集
『
雪
稜
線
』
で
は
、
家
族
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ

う
が
、
束
の
間
で
あ
れ
、
大
分
気
持
ち
に
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
て
、
三
好
達
治
の
詩
か
ら
学

ん
だ
純
真
な
抒
情
が
や
わ
ら
か
く
流
れ
は
じ
め
て
い
る
。
幸
を
願
っ
て
の
祈
り
に
通
じ
て

ゆ
く
よ
う
な
心
の
も
ち
方
は
、
い
つ
の
間
に
か
〈
降
る
雪
や
玉
の
ご
と
く
に
ラ
ン
プ
拭
く 

飯
田
蛇
笏
（
昭
和
二
四
年
）
〉
を
呼
び
寄
せ
て
く
る
。
蛇
笏
の
は
最
晩
年
、
八
束
は
壮
年
期

の
作
で
あ
る
。 

 

時
折
は
、
こ
ん
な
主
情
的
な
句
を
心
の
中
に
住
ま
わ
せ
て
も
み
る
の
も
よ
い
。 

 
 子

の
匙
の
響
く
雪
夜
の
稿
す
す
む 

 
 

 
 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

こ
の
句
集
に
は
八
束
の
や
さ
し
い
気
持
が
こ
も
っ
た
句
が
多
い
。
読
者
で
あ
る
私
の
方

も
癒
さ
れ
る
。
こ
の
句
は
、
子
ど
も
の
夕
食
風
景
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
の
匙
の
音
が
響
い

て
い
る
が
、
雪
に
よ
っ
て
幾
分
や
わ
ら
い
だ
音
に
な
っ
て
隣
り
の
書
斎
に
と
ど
い
て
く
る
。

童
話
的
で
抒
情
的
な
句
だ
。
前
述
の
〈
鍵
穴
に
雪
の
さ
さ
や
く
子
の
目
覚
め
〉
に
似
た
装

い
の
句
と
も
言
え
る
。
「
匙
」
が
子
の
世
界
を
、
「
稿
」
が
父
親
の
世
界
を
暗
喩
し
、
単
な

る
日
常
生
活
の
報
告
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。「
匙
」
と
「
稿
」
の
取
り

合
わ
せ
も
、
な
か
な
か
近
代
的
な
新
味
が
感
じ
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。 

 

親
に
と
っ
て
何
よ
り
幸
せ
な
の
は
、
や
は
り
子
ど
も
が
育
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

子
と
い
う
小
さ
な
生
命
が
す
く
す
く
と
育
っ
て
い
る
こ
と
で
、
八
束
の
こ
こ
ろ
も
癒
さ
れ

励
ま
さ
れ
、
思
索
の
回
路
も
明
晰
に
な
り
、
難
渋
し
て
い
た
原
稿
の
方
も
よ
う
や
く
進
み

始
め
た
よ
う
だ
。
締
め
切
り
に
追
い
立
て
ら
れ
て
、
妻
子
と
夕
食
を
共
に
で
き
な
い
の
は

忸
怩
た
る
思
い
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
を
乗
り
切
れ
ば
、
明
日
に
は
原
稿
を
届
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
天
の
岩
戸
が
開
い
た
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
よ
う
や
く
薄
ら
日
の
覗

い
た
心
境
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
、
八
束
の
徹
夜
に
近
い
執
筆
作
業
は
生
涯
続
い
た
の

で
あ
っ
た
。 

 

俳
壇
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
八
束
に
対
し
温
め
て
か
ら
久
し
く
な
る
。 

 

仔
馬
帰
る
月
夜
雪
稜
線
を
負
ひ 

 
 

 
 

 

（
昭
和
三
二
年
） 

 
 

 
 

 

 

こ
れ
も
抒
情
の
通
っ
た
幻
想
的
な
句
。
句
意
は
、
は
ぐ
れ
た
仔
馬
が
と
ぼ
と
ぼ
と
帰
路

を
辿
っ
て
い
る
。
月
に
照
ら
さ
れ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
雪
稜
線
を
背
負
う
よ
う
に
し
な
が
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ら
、
と
で
も
な
ろ
う
か
。
先
の
、
〈
夜
は
碧
く
雪
稜
線
の
よ
み
が
へ
る
〉
で
も
述
べ
た
が
、

「
雪
稜
線
」
は
八
束
の
造
語
。
こ
の
句
で
は
、「
月
夜
」
と
い
う
伝
統
的
な
抒
情
の
世
界
に
、

「
雪
稜
線
」
と
い
う
現
代
詩
的
な
造
語
が
ぎ
く
し
ゃ
く
せ
ず
に
融
け
込
ん
で
、
虚
構
的
な

幻
想
美
の
世
界
を
生
み
出
し
て
い
る
。 

 

「
は
ぐ
れ
た
仔
馬
」
と
は
言
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
句
を
読
む
と
、
は
ぐ
れ
た
こ
と

に
対
す
る
切
迫
感
や
危
機
感
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
道
草
を
食
っ
た
子
が
勝
手
知

っ
た
家
路
を
辿
る
よ
う
に
、
こ
の
仔
馬
も
「
雪
稜
線
」
の
妖
し
い
光
の
降
る
中
を
、
し
ょ

げ
返
る
で
も
な
く
、
急
ぐ
で
も
な
く
、
し
か
し
な
が
ら
運
命
に
し
ず
か
に
導
か
れ
て
い
る

か
の
よ
う
に
、
従
順
に
ど
こ
ま
で
も
家
路
を
辿
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
。 

 

こ
の
仔
馬
の
句
に
は
、
弱
冠
三
七
歳
の
八
束
の
人
生
行
路
が
暗
喩
さ
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
は
、
現
実
に
根
ざ
し
な
が
ら
も
、
事
実
を
超
え
た
虚
構
に
よ
る
造

形
の
中
に
幻
想
美
を
見
つ
け
出
す
八
束
の
句
の
特
色
が
よ
く
出
て
い
る
。 

 

謝
肉
祭
酔
歌
を
う
た
ふ
木
馬
の
背 

 
 

 
 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

「
謝
肉
祭
酔
歌
」
三
一
句
の
第
一
句
。
句
集
『
雪
稜
線
』
の
中
で
も
、
異
質
で
解
放
感

に
あ
ふ
れ
た
連
作
。
音
楽
な
ら
ば
さ
し
ず
め
奇
想
曲
と
で
も
言
お
う
か
。
こ
の
句
に
続
い

て
〈
日
傘
咲
く
虜
囚
の
浜
の
謝
肉
祭
〉〈
艦
隊
の
基
地
を
沖
に
す
謝
肉
祭
〉
が
続
く
。
戦
後

の
影
を
落
と
し
な
が
ら
も
、
仮
装
し
た
り
、
羽
目
を
外
し
た
り
、
洋
風
の
解
放
感
を
い
っ

と
き
楽
し
ん
で
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。 

 

こ
の
句
は
、
盛
り
上
が
る
カ
ー
ニ
バ
ル
の
祭
り
騒
ぎ
の
中
で
、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド

に
乗
っ
て
ほ
ろ
酔
い
気
分
で
歌
を
う
た
っ
て
い
る
作
者
の
心
象
が
描
か
れ
て
い
る
。
春
の

謝
肉
祭
の
浮
か
れ
気
分
は
、
八
束
が
こ
れ
ま
で
に
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
自
由
に
満
ち
た

も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

た
だ
、
八
束
は
若
者
た
ち
の
あ
ら
わ
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
解
放
感
の
中
に
は
直
に
飛
び

込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
羨
ま
し
く
思
い
な
が
ら
、
自
ら
は
ひ
と
り
木
馬
の
背
に
乗
っ
て

自
由
な
雰
囲
気
に
酔
っ
て
い
る
の
み
。
ど
こ
と
な
く
違
和
感
と
孤
独
感
が
流
れ
出
し
て
く

る
の
を
感
じ
は
し
ま
い
か
。
そ
れ
で
も
、
春
の
も
て
こ
し
遅
き
青
春
の
翳
り
を
し
ず
か
に

味
わ
っ
て
い
る
。 

 

謝
肉
祭
の
乳
房
二
十
ノ
ッ
ト
に
飛
ぶ 

 
 

 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

こ
れ
も
今
と
な
っ
て
は
想
像
す
る
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
謝
肉
祭
の
浜
に
近

く
、
裸
体
の
女
性
が
ヨ
ッ
ト
や
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
に
で
も
立
っ
て
、
剥
き
出
し
の
乳
房
を

誇
ら
し
げ
に
耀
か
せ
な
が
ら
、
観
衆
の
目
を
引
い
て
過
ぎ
て
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
か
。



10 

 

二
〇
ノ
ッ
ト
は
お
お
よ
そ
時
速
三
七
キ
ロ
。
見
せ
物
に
な
る
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
速
度
か

も
し
れ
な
い
。
実
際
は
、
も
ち
ろ
ん
全
裸
な
ど
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
仮
装
な
ど
を

そ
の
よ
う
に
八
束
が
感
じ
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

謝
肉
祭
と
い
う
春
祭
の
中
で
、
突
然
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
よ
う
に
「
二
十
ノ
ッ
ト
に
飛

ぶ
乳
房
」
が
現
れ
て
、
観
衆
の
昂
り
を
一
気
に
あ
お
る
。
な
か
な
か
の
演
出
で
は
な
い
か
。

こ
ん
な
句
を
見
る
と
、
昨
今
の
エ
ロ
煽
り
の
画
像
な
ん
か
よ
り
も
、
ず
っ
と
人
間
的
な
躍

動
の
歓
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
気
が
す
る
。 

 

素
顔
さ
へ
仮
面
に
み
ゆ
る
謝
肉
祭 

 
 

 
 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

こ
れ
も
謝
肉
祭
シ
リ
ー
ズ
の
一
句
。
前
述
の
「
二
十
ノ
ッ
ト
で
飛
ぶ
乳
房
」
の
直
後
に

あ
る
。
仮
装
し
た
り
、
仮
面
を
し
た
り
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
日
常
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
集

ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
中
に
は
素
顔
の
人
も
い
る
が
、
そ
れ
さ
え
も
仮
面
に
見
え
て
し

ま
う
。 

 

こ
の
一
句
だ
け
を
独
立
で
読
む
と
き
、
海
辺
と
い
う
舞
台
設
定
は
消
え
る
。
ま
わ
り
の

風
景
は
消
え
て
、「
素
顔
」
と
「
仮
面
」
と
「
謝
肉
祭
」
の
み
が
の
こ
る
。
や
や
理
の
入
り

込
ん
だ
見
方
で
も
あ
る
が
、
素
顔
も
仮
面
も
春
日
に
包
ま
れ
て
混
然
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
面
白
い
。 

 

「
謝
肉
祭
」
と
い
う
新
し
い
文
化
の
動
き
に
反
応
し
て
、
早
々
と
「
素
顔
さ
へ
仮
面
に

見
ゆ
る
」
と
い
う
典
型
を
詠
ん
で
し
ま
っ
た
八
束
の
、
し
た
た
か
な
作
家
の
姿
勢
を
感
じ

と
っ
た
句
で
も
あ
る
。 

 

謝
肉
祭
の
肺

ル
ン
ゲ

の
孤
独
海
に
染
ま
ず 

 
 

 
 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

〈
謝
肉
祭
酔
歌
を
う
た
ふ
木
馬
の
背
〉
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
謝
肉
祭
の
熱
気
に
ど
こ

と
な
く
控
え
て
し
ま
う
八
束
の
胸
中
に
は
、
倫
理
感
が
ス
ト
イ
ッ
ク
な
姿
勢
を
強
い
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
、
や
は
り
青
春
時
の
結
核
の
影
が
尾
を
引
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
海
の

青
に
象
徴
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
青
春
の
色
。
八
束
の
心
の
色
は
こ
れ
と
な
じ
め
な

い
。
孤
独
は
「
肺
（
ル
ン
ゲ
）
」
に
あ
る
の
だ
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
の
坐
五
の
「
海
に
染
ま
ず
」
は
、〈
白
鳥
は
悲
し
か
ら
ず
や
空
の
青

海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

若
山
牧
水
〉
を
踏
ま
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。
八
束

の
場
合
は
「
白
鳥
」
の
「
白
」
に
は
な
り
得
な
い
「
肺
」
の
翳
り
が
い
つ
ま
で
も
付
き
纏

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

謝
肉
祭
と
い
う
祝
祭
の
中
で
、
い
っ
そ
う
孤
独
感
を
つ
の
ら
せ
る
八
束
の
心
中
が
興
味

深
く
知
ら
れ
る
作
で
も
あ
ろ
う
。 
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謝
肉
祭
の
血
の
係
蹄
が
肌
ゆ
る
す 

 
 

 
 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

こ
れ
も
謝
肉
祭
の
歯
止
め
の
き
か
な
い
興
奮
の
陥
穽
を
抉
り
出
し
た
よ
う
な
作
。「
係
蹄

（
け
い
て
い
）
」
と
は
「
罠
」
の
こ
と
。
足
に
引
っ
掛
け
る
縄
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ら
し

い
。
謝
肉
祭
の
昂
り
の
果
て
に
、
肌
を
許
し
て
し
ま
う
女
性
も
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の

「
血
」
そ
の
も
の
が
「
罠
」
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
ふ
つ
う
な
ら
ば
「
血
と

い
ふ
罠
」
と
で
も
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
さ
す
が
に
、「
係
蹄
」
と
い
う
語
を
得
て
「
血
の
係

蹄
」
は
表
現
が
引
き
締
ま
っ
て
い
る
。 

 

「
カ
イ
ン
の
末
裔
」
と
は
多
少
意
味
合
い
が
異
な
る
が
、
そ
れ
で
も
「
性
（
さ
が
）
」
と

で
も
い
う
べ
き
血
が
わ
れ
わ
れ
の
体
に
は
流
れ
て
い
る
。
他
に
も
、〈
胸
乳
打
つ
魔
は
夜
の

も
の
謝
肉
祭
〉
と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
る
が
、「
魔
」
を
引
き
出
し
て
く
る
と
こ
ろ
が
八
束

ら
し
い
。 

 

謝
肉
祭
の
ど
ろ
ど
ろ
の
盛
り
上
が
り
の
中
を
傍
観
し
な
が
ら
の
、
八
束
の
教
訓
め
い
た

醒
め
た
態
度
を
感
じ
る
が
、
こ
の
正
義
感
み
た
い
な
警
句
め
く
物
言
い
も
、
い
ま
の
時
代

か
ら
見
る
と
け
っ
こ
う
滑
稽
を
孕
ん
で
い
る
。 

 

白
露
の
瞳
は
か
な
し
み
の
鈴
を
ふ
る 

 
 

 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

こ
こ
で
謝
肉
祭
か
ら
日
常
に
戻
ろ
う
。
先
の
〈
月
光
に
目
覚
め
を
る
ら
む
幼
な
露 

八

束
〉
の
延
長
上
に
あ
る
よ
う
な
装
い
の
句
だ
。
も
っ
と
も
、
こ
の
句
に
は
人
物
は
登
場
し

な
い
。
魂
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
な
「
白
露
」
に
つ
ぶ
ら
な
瞳
を
感
じ
る
の
み
。
し
か

も
、
そ
の
瞳
の
光
は
、
「
か
な
し
み
の
鈴
を
ふ
る
」
と
い
う
。 

 

「
か
な
し
み
」
が
「
鈴
の
音
色
」
に
な
る
と
は
、
当
時
の
私
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ

と
だ
っ
た
。
先
の
〈
つ
ば
く
ら
の
鈴
た
ち
の
ぼ
る
雪
の
峯 

八
束
〉
で
も
鈴
の
音
は
出
て

く
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
燕
の
声
」
が
「
鈴
の
音
」
に
喩
え
ら
れ
た
だ
け
。
対
し
て
、「
白
露
」

の
句
の
方
は
、「
白
露
」
に
「
瞳
」
を
感
じ
、
そ
の
瞳
の
奥
に
「
か
な
し
み
」
を
感
じ
、
そ

の
「
か
な
し
み
」
の
奥
か
ら
「
鈴
の
音
」
が
細
や
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。
比
喩
と
言
え
ど

も
、「
視
覚
」
→
「
気
持
」
→
「
聴
覚
」
と
三
層
の
万
物
照
応
（
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
）
を

成
し
て
い
る
。 

 

し
か
も
、
そ
の
結
果
が
、
い
か
に
も
小
手
先
で
、
頭
の
中
だ
け
で
、
た
だ
こ
し
ら
え
た

と
い
う
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
が
よ
い
。
こ
う
表
現
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
観
念

で
し
か
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
「
か
な
し
さ
」
が
、
よ
り
具
体
的
に
表
情
を
も
っ
て
、
自
分

の
心
の
中
に
棲
み
つ
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。 
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波
の
刃
を
暮
天
に
の
こ
す
秋
の
汐 

 
 

 
 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

「
崖
―
陸
中
海
岸
舟
行
」
の
章
で
、「
種
市
海
岸
」
の
前
書
が
あ
る
。
三
好
達
治
と
の
旅

の
一
齣
で
あ
ろ
う
。
「
波
の
刃
」
と
あ
り
、
「
秋
の
汐
」
と
あ
り
、
若
書
き
の
き
ら
い
は
あ

る
が
、
新
し
い
方
向
を
模
索
し
て
い
る
句
と
し
て
印
象
に
残
っ
て
い
る
。 

 

「
波
の
刃
」
と
い
う
比
喩
自
体
に
は
さ
し
て
驚
か
な
い
が
、
そ
れ
が
残
像
の
よ
う
に
い

つ
ま
で
も
「
暮
天
」
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
視
点
の
移
動
性
に
惹
か
れ
る
。

「
秋
の
汐
」
が
あ
る
限
り
、「
波
の
刃
」
は
暮
天
に
残
っ
て
い
る
。
の
ち
に
自
ら
主
張
し
た

「
俳
句
は
自
動
詞
の
詩
で
あ
る
」
の
原
則
に
従
え
ば
、
こ
の
句
は
〈
波
の
刃
は
暮
天
に
の

こ
り
秋
の
汐
〉
と
で
も
な
ろ
う
。
だ
が
、「
の
こ
り
」
だ
と
「
波
の
刃
」
に
は
穏
や
か
す
ぎ

て
不
相
応
だ
。
ゆ
え
に
「
の
こ
す
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

日
暮
の
闇
が
迫
れ
ば
迫
る
ほ
ど
、
天
に
吊
ら
れ
た
「
波
の
刃
」
は
、「
雪
稜
線
」
の
よ
う

に
い
よ
い
よ
妖
し
く
耀
き
始
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
闇
の
中
に
光
を
薄
め
て
や
が
て
消
え

て
ゆ
く
の
か
。
そ
の
分
岐
点
が
、
こ
の
「
秋
」
の
「
日
暮
」
で
も
あ
り
、「
波
の
刃
」
が
八

束
の
心
情
を
深
い
と
こ
ろ
で
映
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ぎ
ご
ち
な
さ
は
残
る

も
の
の
、
内
観
造
型
の
は
し
り
の
よ
う
な
句
と
も
言
え
よ
う
。 

  

汐
燃
ゆ
る
白
亜

コ

イ

紀コ

化
石

ロ

ベ

断
崖

ぎ

し

秋
の
風 

 
 

 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

昨
日
に
続
く
旅
吟
の
一
句
。
コ
イ
コ
ロ
ベ
と
は
、
岩
手
県
下
閉
伊
郡
田
野
畑
村
の
島
越

の
海
岸
の
地
名
。
こ
の
付
近
に
は
白
亜
紀
層
に
お
け
る
海
棲
動
物
の
化
石
が
豊
富
に
見
つ

か
る
と
の
こ
と
。
断
崖
に
も
一
億
年
以
上
も
昔
の
化
石
が
露
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

夕
日
が
汐
を
い
ち
め
ん
に
染
め
て
、
断
崖
も
赤
く
染
め
上
げ
ら
れ
て
屹
立
す
る
。
海
の

生
命
を
孕
ん
だ
深
い
時
間
が
目
の
前
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
厳
し
い
断
崖
も
、

「
こ
い
こ
ろ
べ
」
と
い
う
音
韻
に
よ
っ
て
、
小
さ
な
化
石
が
こ
ろ
こ
ろ
と
ひ
し
め
き
合
っ

て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。 

 

八
束
個
人
の
寿
命
を
は
る
か
に
超
え
る
時
間
。
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
眼
前
に
具
体
的

に
現
出
し
て
い
る
こ
と
に
、
何
よ
り
も
八
束
は
感
激
し
た
の
だ
ろ
う
。
芭
蕉
で
さ
え
、
こ

れ
ほ
ど
大
き
な
時
間
を
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
手
ご
た
え
を
一
種
の
安
ら
ぎ
と
共

に
得
た
の
で
は
な
い
か
。「
秋
の
風
」
も
深
い
時
間
の
中
を
吹
き
わ
た
っ
て
い
る
か
の
よ
う

な
感
じ
を
与
え
る
。 
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羞
明
の
雪
見
て
玩
具
鳴
ら
し
を
り 

 
 

 
 

（
昭
和
三
二
年
） 

  

「
自
画
像
」
の
前
書
あ
り
。「
羞
明
」
と
は
、
普
通
の
光
が
異
常
に
眩
し
く
感
じ
ら
れ
て
、

眼
が
痛
く
な
っ
た
り
、
涙
が
出
た
り
す
る
状
態
を
い
う
医
学
用
語
の
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う

な
言
葉
を
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
こ
の
句
の
冒
険
精
神
が
あ
る
。 

 

句
の
意
味
は
、
「
（
涙
が
引
き
出
る
ほ
ど
の
）
あ
ま
り
に
も
眩
し
い
雪
の
光
に
接
し
て
、

私
は
子
ど
も
を
あ
や
す
「
玩
具
」
を
鳴
ら
し
て
い
る
こ
と
よ
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。「
羞
明
」

の
「
羞
」
の
文
字
が
、
ど
こ
と
な
く
八
束
の
含
羞
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。 

 

前
書
に
あ
る
と
お
り
、「
自
画
像
」
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
句
は
四
十
歳
近
く
な
る
男

が
子
ど
も
を
あ
や
し
な
が
ら
、
鬱
屈
め
い
た
哀
し
さ
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
涙
」
を
照
れ

隠
し
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
韜
晦
め
い
た
自
嘲
の
句
。 

 

純
粋
な
「
雪
」
の
ま
ぶ
し
さ
の
前
に
、
何
が
八
束
の
心
を
哀
し
く
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
い
つ
か
の
〈
パ
イ
プ
も
て
う
ち
は
ら
ふ
万
愚
節
の
雪 

八
束
〉
に
流
れ
て

い
た
も
の
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 
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【
「
序
に
か
へ
て
」
に
見
る
三
好
達
治
の
最
期
】 

 

第
二
句
集
『
雪
稜
線
』
は
、
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
詩
人
・
三
好
達
治
の
霊
前
に
捧

げ
ら
れ
た
句
集
で
あ
っ
た
。「
序
に
か
へ
て 

―
三
好
先
生
の
こ
と
―
」
は
一
八
ペ
ー
ジ
に

わ
た
る
。
三
好
達
治
の
最
期
を
書
き
と
ど
め
た
こ
の
随
筆
は
、
貴
重
な
資
料
に
も
な
ろ
う
。 

 

「
「
青
木
先
生
は
杜
甫
は
嫌
ひ
だ
と
い
ふ
ん
だ
よ
。
こ
れ
に
は
異
論
は
あ
る
の
だ
が
、
李

太
白
な
ら
ば
茶
碗
酒
を
あ
ほ
り
乍
ら
読
む
と
註
釈
な
ん
か
い
ら
な
い
と
言
ふ
ん
だ
か
ら
面

白
い
ね
。『
酒
中
の
仙
人
』
も
後
世
に
知
己
を
得
た
訣
だ
。
か
な
は
ん
、
か
な
は
ん
」 

か

な
は
ん
は
二
度
続
け
て
言
は
れ
た
が
、
そ
こ
で
ぐ
ッ
と
い
つ
も
の
心
臓
神
経
症
（
ヘ
ル
ツ
・

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）
を
お
こ
し
、
脈
搏
の
歇
滞
す
る
の
に
耐
へ
て
、
す
こ
し
泪
ぐ
む
の
で
あ
つ

た
」 

 

出
だ
し
付
近
の
、
こ
の
一
節
が
私
は
好
き
で
、
い
つ
も
読
む
と
目
頭
が
熱
く
な
る
。
三

好
達
治
に
は
酒
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
多
い
が
、
基
本
に
は
こ
の
持
病
が
あ
っ
た
。

酒
が
入
ら
な
い
と
常
人
の
よ
う
に
楽
に
は
な
ら
な
い
と
は
、
他
の
人
生
の
諸
問
題
も
あ
っ

た
と
は
言
え
、
根
本
的
に
な
ん
と
苦
難
な
生
涯
だ
っ
た
の
か
と
改
め
て
思
う
。 

 
 

稀
れ
に
木
の
葉
の
飛
ぶ
さ
へ
や 

 
 

久
し
き
と
き
を
も
て
あ
そ
ぶ 

と
い
う
長
詩
「
百
た
び
の
の
ち
」
の
こ
の
一
節
は
、
八
束
も
好
ん
で
よ
く
朗
誦
し
た
が
、

現
代
俳
句
に
こ
の
瞬
間
性
と
永
遠
性
を
同
時
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
至
難
の
技
だ
ろ
う
。

達
治
の
こ
の
詩
境
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
八
束
は
平
俗
な
俳
句
に
妥
協
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。 

 

「
序
に
か
へ
て
」
に
綴
る
達
治
の
生
涯
は
、 

 
 

万
事
傷
心
目
前
に
あ
り 

 
 

一
身
憔
悴
花
に
対
し
て
眠
る 

と
い
う
達
治
の
愛
誦
し
て
い
た
司
空
曙
（
し
く
う
・
し
ょ
）
の
詩
を
引
い
て
終
わ
る
。
睡

眠
剤
に
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
最
晩
年
ま
で
し
ば
し
ば
夜
を
徹
し
て
の
文
筆
を
進
め
た
八

束
の
最
後
も
、
な
に
か
達
治
と
似
通
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。 

     

第
二
句
集
『
雪
稜
線
』 


