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隠
岐
西
郷
真
珠
筏
の
し
ぐ
れ
虹 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

一
読
、
流
人
の
島
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
美
し
い
句
だ
。
二
〇
〇
四
年

（
平
成
一
六
年
）
に
西
郷
町
、
布
施
村
、
五
箇
村
、
都
万
村
が
合
併
し
て
隠
岐
の
島
後
（
ど

う
ご
）
全
体
が
西
郷
町
に
な
っ
た
が
、
こ
の
句
の
「
西
郷
」
は
合
併
前
の
「
西
郷
町
」
で
、

当
時
の
西
郷
は
そ
の
港
と
共
に
島
後
の
玄
関
口
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
真
珠
を
養
殖
し

て
い
た
。 

 

折
か
ら
し
ぐ
れ
の
さ
ー
っ
と
過
ぎ
て
い
っ
た
後
に
、
西
郷
の
湾
に
美
し
い
虹
が
か
か
っ

た
。
そ
の
真
下
に
は
ち
ょ
う
ど
真
珠
養
殖
の
筏
が
広
が
っ
て
い
て
、
い
か
に
も
真
珠
か
ら

七
彩
を
吸
い
上
げ
た
よ
う
な
虹
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
真
珠
の
色
の
中
に
も
、

流
人
の
涙
の
色
が
少
し
混
じ
っ
て
い
る
と
思
い
つ
つ
、「
し
ぐ
れ
虹
」
を
下
五
に
据
え
た
の

で
は
な
い
か
。 

 

隠
岐
と
い
う
と
、
流
人
の
悲
劇
に
あ
ま
り
に
も
彩
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
的
に
は
地
理

的
に
は
暖
流
に
恵
ま
れ
、
島
の
人
た
ち
も
人
情
が
通
っ
て
皆
あ
た
た
か
い
。
考
え
て
み
れ

ば
、
流
人
の
悲
劇
よ
り
は
る
か
昔
か
ら
こ
の
島
に
は
生
活
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
隠
岐
に

接
す
る
と
き
に
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 

柚
子
は
黄
に
小
径
通
ひ
の
紙
漉
女 

 
 

 
 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

八
束
は
、
隠
岐
の
帰
り
に
出
雲
に
立
ち
寄
っ
た
よ
う
だ
。
前
書
に
「
出
雲
八
雲
村
東
岩

坂
、
阿
部
家 

六
句
」
と
あ
る
一
連
の
作
の
最
後
の
句
。
ち
な
み
に
他
の
句
を
あ
げ
れ
ば
、 

紙
漉
く
や
紙
床
（
か
ん
だ
）
絞
り
の
軋
む
音
に 

雪
虫
や
紙
床
（
か
ん
だ
）
雫
の
流
れ
を
り 

漉
積
ん
で
ゆ
く
娘
の
息
の
乱
れ
な
し 

手
湯
つ
か
ひ
雪
に
目
を
あ
げ
紙
を
漉
く 

雪
来
る
と
漉
簀
（
す
き
ず
）
の
重
き
日
な
り
け
り 

 

い
ず
れ
も
紙
漉
き
の
現
場
に
取
材
し
て
写
生
し
た
句
だ
が
、「
紙
床
（
か
ん
だ
）
」「
漉
簀

（
す
き
ず
）
」
な
ど
紙
漉
き
の
独
特
の
用
語
を
拾
い
上
げ
て
、
一
句
に
詠
み
こ
ん
で
い
る
。

ほ
ん
と
う
は
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
写
せ
る
と
よ
い
の
だ
が
、
そ
こ
は
十
七
文
字
の
俳

句
の
限
界
。
各
自
が
各
自
の
リ
ズ
ム
で
口
に
上
す
し
か
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
視
覚
的
な
効

果
は
多
少
あ
ろ
う
。
い
つ
も
の
我
々
の
日
常
生
活
と
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
言
葉
が
、
異

質
な
が
ら
、
そ
の
風
景
に
は
ぴ
た
り
と
当
て
嵌
ま
っ
て
親
し
い
表
情
を
見
せ
る
。
八
束
の

風
土
詠
を
眺
め
る
と
、
と
き
お
り
そ
の
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
。 

さ
て
、
そ
う
は
言
い
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
句
は
「
紙
漉
き
場
」
で
あ
れ
ば
、
予
定
調

和
的
な
風
景
に
言
葉
を
持
ち
込
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
活
写
は
し
て
い
る
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が
、
ま
だ
新
し
い
感
覚
を
汲
み
取
っ
た
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
。
二
句
目
の
「
雪

虫
」
も
、
五
句
目
の
「
雪
来
る
と
」
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
舞
台
を
整
え
よ
う
と
し

た
作
為
が
感
じ
ら
れ
て
も
仕
方
な
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
の
よ
う
な
中
で
、
む
し
ろ
私
だ
っ
た
ら
六
句
目
の
掲
出
の
句
を
い
た
だ
き
た
い
。
柚

子
の
実
が
黄
色
く
色
づ
い
て
い
る
な
か
を
、
紙
漉
き
の
女
性
が
路
地
の
よ
う
な
小
径
を
い

そ
い
そ
と
漉
き
場
へ
向
か
う
。
「
柚
子
は
黄
に
」
は
紙
漉
き
と
は
本
来
無
縁
な
季
語
だ
が
、

こ
う
し
て
取
り
合
わ
さ
れ
る
と
、
つ
つ
ま
し
く
生
き
て
い
る
紙
漉
き
の
人
た
ち
の
生
活
の

哀
歓
が
感
じ
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
八
束
の
作
品
に
は
こ
の
よ
う
な
つ
つ
ま
し
い
生
活
感
を

映
し
た
「
小
品
」
が
と
き
ど
き
見
ら
れ
る
。 

 

霰
が
こ
啖く

ら

ひ
文
人
の
棋
譜
を
観
る 

 
 

 
 

（
昭
和
四
九
年
） 

 

こ
の
句
の
直
前
に
「
大
森
杏
雨
さ
ん
よ
り
空
輸
に
て
あ
ら
れ
が
こ
（
か
く
ぶ
つ
）
を
送

り
来
る 

二
句
」
の
前
書
と
共
に
〈
茶
炊
き
し
て
鯰
（
な
ま
づ
）
の
貌
の
霰
が
こ
〉
の
句

を
詠
ん
で
い
る
。 

「
あ
ら
れ
が
こ
」
と
い
う
の
は
、
正
し
く
は
カ
マ
キ
リ
（
ア
ユ
カ
ケ
）
（
学
名

C
o
t
t
u
s
 

k
a
z
i
k
a

）
と
い
う
カ
ジ
カ
の
仲
間
の
魚
で
、
写
真
で
見
る
と
こ
の
句
の
よ
う
に
鯰
の
よ
う

な
風
貌
を
し
て
い
る
。「
あ
ら
れ
が
こ
」
と
は
、
主
に
福
井
地
方
で
の
呼
び
名
で
、
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
夜
行
性
だ
が
、
こ
の
魚
の
由
来
の
凄
い
と
こ
ろ
は
、

晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
霰
が
降
る
晩
に
腹
を
上
に
向
け
て
、
腹
を
霰
に
打
た
せ
て
川
を

下
る
の
だ
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
産
卵
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
い
ま
で
は
希
少
な
魚
の
よ
う
だ

が
、
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
食
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
茶
炊
き
」
な
ど
と
い

う
料
理
法
も
何
か
ゆ
か
し
い
も
の
を
思
わ
せ
る
で
は
な
い
か
。
戦
後
、
越
前
三
国
で
一
流

の
割
烹
店
「
川
喜
」
を
ひ
ら
い
て
い
た
大
森
杏
雨
さ
ん
ら
し
い
心
づ
か
い
で
あ
る
。
大
森

さ
ん
は
、
三
国
に
流
寓
し
て
い
た
三
好
達
治
の
学
習
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。 

さ
て
、
掲
出
の
句
は
、
そ
の
珍
味
の
霰
が
こ
を
食
ら
い
な
が
ら
、
文
人
の
棋
譜
を
観
て

い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
霰
が
こ
の
醜
（
し
こ
）
の
風
貌
は
、
い
っ
と
き
寛
い
で
棋
譜

を
見
て
い
る
八
束
の
表
情
と
恰
幅
を
も
思
い
浮
か
べ
さ
せ
て
お
も
し
ろ
い
。「
く
ら
ひ
」
を

「
く
ひ
」
と
す
れ
ば
中
七
に
な
る
が
、
や
は
り
「
く
ら
ひ
」
の
方
が
棋
譜
の
迫
力
を
引
き

出
し
て
よ
い
。
下
五
を
「
棋
譜
を
観
る
」
と
三
・
二
の
コ
キ
コ
キ
し
た
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て

中
八
の
字
余
り
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。 

 

藍
微
塵
遠
き
師
の
恋
歌
の
恋 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
〇
年
） 

  

石
原
八
束
及
び
そ
の
師
・
三
好
達
治
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
私
ど
も
に
と
っ
て
は
、
こ
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の
句
の
テ
ー
マ
は
三
好
達
治
の
萩
原
ア
イ
と
の
悲
恋
で
あ
る
と
直
感
的
に
分
か
る
。
萩
原

葉
子
の
『
天
上
の
花
』
に
も
破
局
ま
で
の
一
端
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
小
説
で
あ
る
以
上
、

脚
色
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
八
束
が
生
前
反
論
し
て
い
た
部
分
も
あ
っ
た
が
、
皆

が
天
上
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ
て
は
謎
は
謎
の
ま
ま
。
時
代
的
な
忘
却
と
は
か
く

な
る
も
の
か
と
思
う
。 

 

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
知
ら
な
い
人
が
こ
の
句
を
読
む
と
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き

る
だ
ろ
う
か
。「
藍
微
塵
」
は
勿
忘
草
（
わ
す
れ
な
ぐ
さ
）
の
こ
と
。
そ
の
、「
藍
」
に
「
愛
」

を
掛
け
て
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ほ
ん
の
り
と
し
た
藍
微
塵
の
花
が
、
郷
愁
に

近
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
次
い
で
、「
遠
き
師
の
恋
」
と
自
ら
の
師
の
恋
を
詠
じ

る
。
ふ
つ
う
な
ら
ば
、
自
分
の
先
生
の
遠
き
日
の
恋
な
ど
、
ど
う
で
も
よ
い
よ
う
な
も
の

だ
が
、
あ
た
か
も
自
ら
の
恋
で
で
も
あ
る
よ
う
に
し
み
じ
み
と
歌
う
。
八
束
の
三
好
達
治

へ
の
近
親
的
感
情
が
こ
の
あ
た
り
に
も
見
え
る
気
が
す
る
。 

問
題
は
、
下
五
の
「
歌
の
恋
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
歌
」
は
「
詩
歌
」
の
意
味
で
用
い

ら
れ
た
も
の
か
と
思
う
が
、
「
詩
歌
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
恋
、
意
で
は
な
く
、
「
詩
歌
」
に

恋
を
す
る
と
い
う
こ
と
か
と
思
う
。
か
つ
て
、
八
束
自
身
、
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
三

好
達
治
の
詩
に
ぞ
っ
こ
ん
惚
れ
こ
ん
で
い
た
。
そ
の
後
に
、
三
好
達
治
に
自
ら
の
俳
句
を

見
出
さ
れ
、
や
が
て
出
合
う
機
会
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

三
好
達
治
を
遠
く
偲
び
な
が
ら
、
詩
人
の
悲
恋
と
詩
人
の
詩
の
両
方
を
懐
か
し
ん
で
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
郷
愁
め
い
た
感
情
を
「
藍
微
塵
」
に
託
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
蛇
足
な
が
ら
、
私
は
こ
の
句
の
「
藍
微
塵
」
を
見
る
と
、
い
つ
も
「
か
た
ま
つ
て

薄
き
光
の
菫
か
な 

渡
辺
水
巴
」
の
「
菫
」
を
思
い
出
す
。
勿
忘
草
の
故
事
を
思
い
出
す

ま
で
も
な
く
、
純
粋
感
情
の
塊
の
よ
う
な
三
好
達
治
の
悲
恋
と
詩
業
。
と
も
に
、
時
代
の

不
運
の
中
に
淡
き
光
と
な
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
思
い
も

八
束
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

水
餅
や
窓
鳴
つ
て
ゐ
る
薄
月
夜 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

私
も
五
〇
歳
を
越
え
る
と
、
と
き
お
り
こ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
世
代
へ
伝
え
て
お
い
て

あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
か
な
と
思
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
句
も
そ
ん
な
老
爺
心
か
ら
引
い

た
面
が
あ
る
。 

 

い
ま
の
よ
う
に
断
音
性
に
す
ぐ
れ
た
壁
に
堅
固
な
サ
ッ
シ
が
入
り
、
室
内
灯
が
豊
か
に

灯
る
時
代
に
生
ま
れ
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
こ
の
句
の
世
界
は
ま
る
で
分
か
ら
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
。
餅
な
ど
も
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
で
年
中
出
回
っ
て
い
る
現
代
で

は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
水
餅
」
に
な
ん
か
す
る
必
要
も
な
い
し
、
何
だ
っ
た
ら
サ
ラ
ン
ラ
ッ
プ

に
包
ん
で
ま
る
ご
と
冷
凍
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
も
と
よ
り
、
真
空
パ
ッ
ク
に
な
っ
て
い

れ
ば
カ
ビ
さ
え
生
え
な
い
。 
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で
も
、
私
が
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
の
底
に
は
、
か
ろ
う
じ
て
上
掲
の
風
景
が
残
っ
て
い

る
の
だ
。
建
て
付
け
の
悪
い
「
お
勝
手
」（
い
ま
で
い
う
キ
ッ
チ
ン
）
に
は
、
サ
ッ
シ
と
は

違
っ
て
薄
い
曇
り
硝
子
の
中
く
ら
い
の
窓
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
風
が
吹
く
と
途
端
に
カ
タ

カ
タ
鳴
り
出
す
。
木
枯
し
の
季
節
と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
。
い
ま
の
窓
の
よ
う
に
ぴ
っ

た
り
合
わ
さ
る
わ
け
も
な
く
、
多
少
の
隙
間
風
も
入
る
。
電
球
だ
っ
て
暗
い
部
屋
に
入
っ

て
か
ら
、
電
灯
か
ら
垂
れ
て
い
る
紐
を
引
っ
張
っ
て
点
す
わ
け
だ
か
ら
、
部
屋
に
入
っ
た

と
き
は
ま
だ
暗
い
。
そ
ん
な
環
境
だ
か
ら
、
た
ま
た
ま
月
夜
だ
っ
た
り
す
る
と
、
窓
の
あ

た
り
が
う
っ
す
ら
と
明
る
ん
で
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
水
餅
は
、
た
い
て
い
部
屋
の
片
隅
や
、

と
き
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
土
間
に
、
古
び
た
桶
に
漬
け
ら
れ
て
い
る
。
わ
び
し
ら
な
中
に

出
来
上
が
る
、
水
餅
と
寒
の
薄
月
夜
と
の
小
空
間
。
こ
ん
な
風
景
、
特
に
都
会
の
子
ど
も

た
ち
に
は
ど
の
く
ら
い
分
か
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
句
の
味
と
い
え
ば
、
芭
蕉
風
な
セ
ン
ス
で
い
え
ば
「
わ
び
」
の
世
界
だ
ろ
う
。
江

戸
か
ら
継
い
で
き
た
俳
句
の
根
源
に
は
、
こ
の
句
の
世
界
が
美
意
識
と
し
て
も
あ
っ
た
は

ず
な
の
だ
が
、
さ
て
、
現
代
に
お
い
て
、「
わ
び
」
は
物
理
的
豊
か
さ
の
流
れ
に
否
応
な
く

押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
よ
ほ
ど
心
し
な
い
と
精
神
的
世
界
の
中
に
さ
え
見
出
し
が
た

く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
俳
句
の
世
界
か
ら
、
こ
の
世
界
が
す
っ
ぽ
り
消
え
て
し

ま
う
日
が
く
る
の
が
よ
い
の
か
、
悪
い
の
か
。
そ
ん
な
問
題
を
こ
の
句
は
投
げ
か
け
て
く

る
。 

 

駒
ケ
岳
直
下
の
桜
吹
雪
き
け
り 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

「
甲
州
武
川
村
山
高
神
代
桜
、
樹
齢
千
八
百
年
と
も
い
ふ 

二
句
」
と
前
書
の
あ
る
第

一
句
。
私
も
、
こ
の
神
代
桜
は
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
三
大
桜
の
一
つ
で
も
あ

る
。
な
に
し
ろ
、
樹
齢
二
千
年
弱
と
も
な
れ
ば
、「
日
本
武
尊
が
東
夷
征
定
の
折
り
に
こ
の

地
に
留
ま
り
、
記
念
に
こ
の
桜
を
植
え
た
」
と
の
伝
も
ま
っ
た
く
の
物
語
で
は
な
く
聞
こ

え
て
く
る
。
歳
月
は
は
る
か
神
代
ま
で
遡
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
ん
な
お
お
ら
か

な
宇
宙
感
に
触
れ
て
い
る
気
が
す
る
。 

桜
そ
の
も
の
は
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
で
、
大
正
一
一
年
の
国
指
定
天
然
記
念
物
第
一
号
で
も

あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
枝
幹
は
長
い
間
の
風
雪
に
耐
え
か
ね
て
か
、
か
な
り
の
部
分
が
失

わ
れ
て
い
る
。
私
が
訪
れ
た
頃
は
、
支
柱
を
あ
て
が
わ
れ
、
残
っ
た
枝
幹
か
ら
花
を
湧
き

あ
げ
る
姿
に
は
、
凄
絶
感
す
ら
漂
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
け
ん
め
い
に
生
き
て
い
る
さ
ま

に
は
、
神
の
桜
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
崇
高
さ
を
覚
え
た
も
の
だ
。 

一
方
、
こ
の
桜
か
ら
は
甲
斐
駒
ケ
岳
の
頂
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
頃
は
ま
だ
、

山
頂
に
は
残
雪
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。
こ
の
句
は
、
駒
ケ
岳
の
「
直

下
の
」
と
い
う
表
現
に
、
嘘
で
は
な
い
が
か
な
り
の
図
柄
的
な
デ
フ
ォ
ル
メ
が
施
さ
れ
て

い
る
。
駒
ケ
岳
の
す
ぐ
真
下
に
、
見
下
ろ
す
よ
う
に
神
代
桜
が
あ
っ
て
、
そ
の
桜
が
湧
き
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上
が
る
よ
う
に
花
吹
雪
を
上
げ
て
い
る
、
と
い
っ
た
垂
直
方
向
を
意
識
さ
せ
る
構
図
で
あ

る
。「
駒
ケ
岳
直
下
」
と
「
花
吹
雪
」
の
純
粋
な
二
物
の
取
り
合
わ
せ
で
、
他
に
は
何
も
飾

ら
な
い
。
無
骨
な
よ
う
な
が
ら
、
俳
句
表
現
と
し
て
の
力
強
さ
を
覚
え
る
句
だ
。 

 

飛
流
千
条
飛
片
雲
霞
の
瀧
ざ
く
ら 

 
 

 
 

（
昭
和
五
〇
年
） 

  

こ
ち
ら
は
福
島
県
三
春
の
瀧
ざ
く
ら
。
こ
の
春
、
八
束
は
甲
斐
の
神
代
桜
、
三
春
の
瀧

ざ
く
ら
、
根
尾
谷
の
淡
墨
桜
と
三
大
桜
を
観
て
回
っ
た
。「
桜
は
古
木
が
い
い
。
そ
し
て
桜

は
桜
だ
け
で
詠
む
の
が
よ
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
、
古
木
は
長
い
風
雪
に
耐
え

て
き
た
だ
け
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
姿
は
見
て
飽
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
上
、
古
木
に

は
、
瘤
が
あ
っ
た
り
、
洞
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
意
味
で
は
老
醜
を
抱
え
な
が
ら
も
、
あ
た

た
か
く
逞
し
く
他
の
動
物
た
ち
と
共
生
し
て
い
る
。
そ
の
共
生
の
形
は
、
一
つ
の
時
空
を

抱
え
込
ん
で
生
命
感
あ
ふ
れ
る
宇
宙
を
成
し
て
い
る
。
私
も
三
春
の
瀧
ざ
く
ら
は
何
度
か

見
に
通
っ
た
。
朝
早
く
、
ま
だ
人
が
訪
れ
な
い
う
ち
に
ゆ
っ
く
り
見
て
回
る
。 

 

も
う
十
年
く
ら
い
前
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
あ
る
朝
た
ず
ね
て
み
る
と
、
一
人
の
媼
が
杖

を
つ
い
た
ま
ま
桜
を
し
ず
か
に
仰
い
で
い
る
。
た
い
へ
ん
敬
虔
な
も
の
を
感
じ
て
、
そ
の

場
を
離
れ
て
私
は
土
手
の
方
へ
も
足
を
伸
ば
し
て
小
一
時
間
く
ら
い
し
て
か
ら
再
び
戻
っ

て
き
て
。
す
る
と
、
ま
だ
こ
の
媼
は
同
じ
場
所
で
桜
を
愛
で
て
い
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
桜

に
惹
か
れ
て
毎
年
見
に
来
て
い
る
う
ち
に
、
ポ
イ
ン
ト
を
こ
こ
に
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

限
り
な
く
多
く
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
の
か
、
桜
に
語
り
か
け
て
い
た
の
か
、
そ
れ

ら
を
い
く
ら
で
も
受
け
止
め
て
く
れ
る
だ
け
の
歳
月
を
瀧
ざ
く
ら
は
有
し
て
き
た
の
だ
。

こ
の
媼
に
古
木
の
桜
の
見
方
を
教
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
句
を
鑑
賞
し
よ
う
。「
飛
流
千
条
飛
片
雲
霞
」
と
は
瀧
ざ
く
ら
を
形
容
し
た

だ
け
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
し
か
に
こ
の
桜
を
仰
ぐ
と
、
こ
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
枝
、
花
の
躍
り
よ
う
に
は
、
こ
の
上
五
中
七
が
ぴ
っ
た
り
。
上
か
ら
か
ぶ

さ
る
よ
う
に
漢
語
で
た
た
み
か
け
て
、
最
後
は
「
瀧
ざ
く
ら
」
と
受
け
と
め
る
。
風
に
吹

か
れ
て
千
条
ほ
ど
の
枝
が
水
の
流
れ
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
い
っ
せ
い
に
し
な
や
か
に
躍

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
は
な
び
ら
が
飛
片
の
よ
う
に
こ
ま
か
な
光
を
き
ら
き
ら
と
返
し
た
か
と

思
う
と
、
こ
ん
ど
は
雲
霞
の
よ
う
に
花
全
体
が
天
を
映
し
て
茫
洋
と
し
た
光
に
包
ま
れ
る
。

そ
ん
な
動
と
静
の
様
態
が
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。
単
な
る
形
容
を
超
え
て
、

生
命
体
（
＝
桜
）
と
宇
宙
と
の
照
応
を
こ
の
句
に
感
じ
る
。 

 

流
氷
の
張
り
つ
め
て
く
る
空
の
飢 

 
 

 
 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

北
海
道
の
能
取
岬
に
取
材
し
た
作
。
能
取
岬
は
網
走
の
北
に
突
き
出
す
岬
だ
が
、
二
月
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と
も
な
れ
ば
流
氷
が
押
し
寄
せ
て
く
る
。
こ
の
句
を
読
む
と
、
広
々
と
し
た
真
っ
青
な
空

と
、
気
温
が
下
が
っ
て
し
ん
し
ん
と
張
り
つ
め
て
ゆ
く
流
氷
を
思
い
浮
か
べ
る
。
空
が
あ

ま
り
に
も
澄
み
切
っ
て
、
何
か
に
飢
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
八
束

の
独
特
な
感
覚
だ
ろ
う
。
こ
の
精
神
的
北
方
志
向
と
も
言
え
る
傾
向
は
、
八
束
の
内
面
の

飢
え
と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
は
る
か
北
方
か
ら
押
し
寄
せ
て
き
て
岬
を
取
り
巻
い

て
し
ま
う
流
氷
。
そ
の
流
氷
の
果
て
の
極
北
に
八
束
の
詩
の
指
針
は
向
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。 

 

流
氷
や
破
船
の
骨
を
鹿し

し

が
越
ゆ 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

ど
こ
ま
で
も
死
の
世
界
を
引
き
寄
せ
て
い
る
よ
う
な
流
氷
を
間
近
に
眺
め
て
い
る
八
束
。

海
岸
に
は
す
で
に
役
を
果
た
し
た
破
船
が
そ
の
骨
を
あ
ら
わ
に
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

ど
こ
ま
で
も
厳
し
く
さ
び
し
い
風
景
だ
。
心
の
奥
ま
で
染
み
わ
た
る
よ
う
な
孤
絶
感
の
表

明
が
上
五
の
「
や
」
で
あ
ろ
う
。
と
、
そ
の
と
き
目
の
前
に
一
頭
の
鹿
が
走
り
出
て
き
て
、

ひ
ら
り
と
破
船
の
骨
を
越
え
て
い
っ
た
。
こ
ん
な
凄
絶
な
風
景
の
中
に
も
、
い
き
い
き
と

躍
動
す
る
生
命
が
あ
る
こ
と
に
八
束
の
心
中
は
ど
れ
ほ
ど
慰
め
ら
れ
た
こ
と
か
。
鹿
一
頭

と
い
う
の
は
、
や
は
り
淋
し
い
風
景
に
は
違
い
な
い
が
、
病
気
の
家
人
を
置
き
去
り
に
し

て
旅
に
出
て
き
た
我
が
身
に
引
き
寄
せ
て
、
親
し
み
が
こ
み
上
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い

っ
と
き
旅
の
孤
独
感
が
ほ
ぐ
れ
て
、
八
束
本
来
の
や
さ
し
い
感
情
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る

の
で
あ
っ
た
。 

 

流
氷
や
風
の
呵
責
の
能
取
岬

の

と

ろ

ざ

き 
 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

「
風
の
呵
責
」
の
措
辞
が
厳
し
く
的
確
な
句
。
呵
責
の
内
容
を
八
束
個
人
の
事
情
に
引

き
寄
せ
て
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
そ
れ
は
前
回
に
多
少
記
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
は
個
人
的
解
釈
を
超
え
て
、
風
土
的
な
感
情
を
汲
み
上
げ

た
冷
徹
な
目
と
感
性
を
「
風
の
呵
責
」
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
お
き
た
い
。

能
取
岬
そ
の
も
の
が
厳
し
い
風
雪
に
耐
え
て
き
た
こ
と
、
そ
の
地
に
棲
む
人
々
も
こ
の
岬

と
運
命
を
共
に
し
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
ら
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の

句
の
数
句
あ
と
に
つ
づ
く
、
〈
流
氷
や
赤
き
ガ
ウ
ン
の
妊
り
女
〉
〈
少
女
ゐ
て
測
候
所
裏
霧

氷
咲
く
〉
な
ど
の
句
も
八
束
が
感
じ
取
っ
た
具
体
的
な
風
土
的
宿
命
の
一
つ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
句
は
「
流
氷
や
」
と
大
き
く
広
や
か
に
打
ち
出
し
て
、
中
七
か
ら
一
転
し
て
、「
風
の
」

「
呵
責
の
」
と
「
ｋ
」
音
を
効
か
せ
な
が
ら
「
の
」
で
た
た
み
か
け
る
。
そ
の
手
法
に
よ

り
臨
場
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 
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芥
子
暮
れ
て
ゆ
く
天
上
に
蝶
の
群 

 
 

 
 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

こ
の
芥
子
の
花
を
一
本
と
す
る
か
、
十
四
、
五
本
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
花
畑
と
す
る

か
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
句
の
醸
し
出
す
雰
囲
気
が
少
々
変
わ
る
。
安
定
し
た
構
図
は
、
芥

子
の
花
の
群
落
と
天
上
の
蝶
の
群
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
な
ら
ば
広
大
な
天
地
の
呼
応
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
本
あ
る
い
は
数
本
の
芥
子
の
花
と
天
上
の
蝶
の
群
と
い
う
構
図

も
、
少
数
対
多
数
の
対
照
が
効
い
て
面
白
い
。
こ
ち
ら
に
は
不
安
を
さ
そ
う
現
代
的
心
理

が
流
れ
出
し
て
い
る
よ
う
だ
。
お
そ
ら
く
年
配
の
方
な
ら
ば
前
者
の
自
然
的
な
大
き
な
呼

吸
を
好
み
、
現
代
の
若
い
世
代
は
後
者
を
好
む
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
、
最
初
は
ふ
つ
う

に
前
者
を
思
い
描
い
た
が
、
近
頃
は
後
者
の
解
釈
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
。 

雛
芥
子
の
可
憐
な
蠱
惑
さ
と
は
異
な
り
、
芥
子
の
花
の
方
は
か
な
り
野
性
的
で
妖
し
さ

さ
え
た
だ
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
数
本
な
ら
ば
夕
暮
れ
と
共
に
郷
愁
め
い
た
や
さ
し
さ
を
取

り
戻
す
。
そ
の
は
る
か
天
上
に
は
、
地
上
か
ら
立
ち
上
っ
て
い
っ
た
蝶
の
群
が
不
毛
性
を

匂
わ
す
か
の
よ
う
に
き
ら
き
ら
と
輝
き
な
が
ら
飛
び
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
蝶
の
群
は
、

も
は
や
地
上
に
戻
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
い
か
に
も
幻
想
的
な
風
景
だ
。『
天
上
の
花
』
は

萩
原
葉
子
の
小
説
だ
が
、
こ
の
句
の
方
は
『
天
上
の
蝶
』
。
天
上
の
蝶
に
、
こ
の
世
を
去
り

昇
天
し
て
い
っ
た
無
数
の
女
人
達
を
夢
想
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
性
急
に
暗
喩
を
求
め
す

ぎ
る
だ
ろ
う
か
。 

 

幻
生

げ
ん
し
や
う

の
長
塚
節
の
凌
霄
花 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
〇
年
） 

  

「
茨
城
県
石
下
町
国
生
（
こ
く
し
や
う
）
」
と
前
書
が
あ
る
。
石
下
町
は
私
の
故
郷
の
茨

城
県
古
河
（
こ
が
）
市
か
ら
も
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
親
近
感
も
湧
く
。
長
塚
節

と
い
え
ば
、
お
の
ず
か
ら
『
土
』
の
舞
台
を
思
い
出
す
。
中
学
校
の
夏
休
み
に
ひ
た
す
ら

読
ん
だ
小
説
と
し
て
も
思
い
出
に
深
く
残
っ
て
い
る
。
い
ま
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
だ
ろ

う
が
、
あ
の
舞
台
の
貧
村
ぶ
り
は
ど
こ
と
な
く
わ
が
心
の
底
で
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
。

た
だ
し
、
長
塚
節
の
生
家
は
豪
農
で
あ
っ
た
。
そ
の
長
塚
節
の
生
家
に
は
ま
だ
足
を
運
ん

だ
こ
と
が
な
い
が
、
そ
の
凌
霄
花
の
見
事
さ
は
、
こ
の
句
を
通
し
て
知
っ
た
。 

「
幻
生
」
と
は
、
後
に
自
ら
の
句
集
『
幻
生
花
』
の
あ
と
が
き
に
「
晩
年
病
気
の
診
察

を
受
け
に
九
州
福
岡
に
出
掛
け
て
い
た
節
が
、
そ
の
九
州
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
凌
霄

花
が
、
由
緒
あ
る
古
風
の
門
を
入
っ
た
庭
の
大
き
な
柿
の
木
に
か
ら
ま
っ
て
高
く
見
事
に

咲
き
昇
っ
て
い
る
の
に
出
合
っ
た
と
き
に
は
思
わ
ず
息
を
の
ん
だ
の
を
忘
れ
な
い
」
と
記

し
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
の
世
に
は
な
い
幻
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
眩
む
よ
う
な
生
命
感
」
と

い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
幻
想
的
と
も
思
え
る
ほ
ど
高
々
と
天
へ
駆
け
抜
け
る

よ
う
な
凌
霄
花
に
、
難
病
を
発
し
て
三
十
七
歳
で
他
界
し
た
長
塚
節
の
短
命
を
重
ね
合
わ
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せ
て
感
じ
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
風
格
も
あ
る
が
、
こ
の
造
語
に
よ
っ
て
、
上
五
か
ら
す

ー
っ
と
彼
方
の
世
界
に
連
れ
去
ら
れ
そ
う
な
句
だ
と
思
う
。 

 

泣
く
も
あ
り
泣
か
ね
ば
冬
の
月
を
見
る 

 
 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

「
十
二
月
十
一
日
十
八
時
九
分
妻
Ｋ
病
院
の
一
室
に
て
逝
く
」
と
い
う
前
書
の
あ
る
句
。

こ
の
句
の
情
景
は
、
ふ
と
涅
槃
図
を
思
わ
せ
る
。
い
ま
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
死
者
を
囲

み
、
あ
る
者
は
誰
彼
に
す
が
る
よ
う
に
声
を
上
げ
て
泣
き
、
あ
る
者
（
八
束
も
そ
の
一
人

か
）
は
泣
か
ず
に
表
情
を
押
し
殺
す
よ
う
に
し
て
月
を
見
上
げ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

「
泣
く
も
あ
り
泣
か
ね
ば
」
と
い
う
明
快
な
フ
レ
ー
ズ
に
、
冬
の
月
の
冴
え
冴
え
と
し
た

光
が
呼
応
し
て
、
一
句
の
輪
郭
を
き
わ
や
か
に
し
て
い
る
。
情
景
の
輪
郭
が
明
確
に
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、
悲
し
み
も
深
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
世
の
最
大
の
悲
し
み
の
瞬
間
が
、

か
く
も
シ
ン
プ
ル
な
姿
で
描
か
れ
た
こ
と
に
こ
の
句
の
共
感
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。 

 

妻
あ
る
も
地
獄
妻
亡
し
年
の
暮 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
〇
年
） 

 

「
葬
儀
を
了
へ
て
」
と
の
前
書
が
あ
る
。
ま
ず
、
基
本
的
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
句
は
「
妻

あ
る
も
地
獄
／
妻
亡
し
／
年
の
暮
」
と
切
っ
て
読
む
。
三
段
切
れ
の
文
体
を
あ
え
て
用
い

て
、
葬
儀
後
の
複
雑
な
心
理
を
織
り
込
ん
で
い
る
。
妻
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
の
も
地

獄
だ
。（
も
っ
と
も
）
私
に
は
妻
が
も
う
亡
い
。
こ
れ
も
宿
命
と
は
い
え
、
悲
し
い
年
の
暮

で
あ
る
こ
と
よ
、
と
で
も
な
ろ
う
か
。 

十
年
も
続
い
た
難
病
と
闘
っ
た
妻
、
そ
し
て
そ
れ
を
看
病
し
て
き
た
八
束
。
年
の
暮
に

ぽ
つ
ん
と
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な
八
束
の
姿
が
見
え
る
。
凄
絶
な
「
地
獄
」
を
共
に
闘
っ

て
き
た
と
い
う
思
い
が
強
け
れ
ば
つ
よ
い
ほ
ど
、
妻
を
亡
く
し
た
孤
絶
感
が
、
年
の
瀬
に

立
つ
八
束
の
胸
中
に
つ
よ
く
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

「
妻
あ
る
も
地
獄
／
（
も
っ
と
も
、
い
ま
は
）
妻
亡
し
」
と
、
一
見
お
ど
け
た
よ
う
に

逆
説
的
に
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
八
束
の
無
声
慟
哭
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

白
鳥
孤
つ
微
光
を
ひ
い
て
月
に
舞
ふ 

 
 

 

（
昭
和
五
一
年
） 

 

白
鳥
が
一
羽
、
飛
び
立
ち
微
光
を
ひ
い
て
月
下
に
舞
っ
た
、
と
い
う
句
。
亡
く
し
た
妻

を
思
う
八
束
の
心
中
を
思
う
と
、
こ
の
句
の
理
解
は
た
や
す
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
月
夜
と

て
白
鳥
が
舞
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
幻
想
の
句
と
察
し
が
つ
く
。
亡
き
妻
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の
幻
影
と
し
て
の
白
鳥
の
舞
で
あ
る
。
二
句
後
に
あ
る
〈
羽
ば
た
き
て
月
の
白
鳥
妻
に
似

る
〉
も
同
断
だ
ろ
う
。 

「
白
鳥
の
湖
」
を
思
い
出
す
ま
で
も
な
く
、
古
来
「
白
鳥
」
は
死
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ

る
。
そ
し
て
日
本
武
尊
の
白
鳥
神
話
を
思
い
出
す
ま
で
も
な
く
、
蘇
生
の
イ
メ
ー
ジ
も
同

時
に
担
っ
て
い
る
。
や
や
硬
く
感
じ
ら
れ
る
「
微
光
」
の
一
語
を
用
い
た
た
め
に
、
却
っ

て
こ
の
句
に
つ
つ
ま
し
く
清
潔
な
光
が
ま
と
い
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
。
う
つ
く
し
い
挽

歌
だ
と
思
う
。 

 

妻
の
墓
に
礼
し
て
土
筆
に
囃
さ
る
る 

 
 

 

（
昭
和
五
一
年
） 

 

哀
し
い
な
か
の
ユ
ー
モ
ア
。
妻
の
死
に
よ
っ
て
、
自
暴
自
棄
に
な
り
た
い
よ
う
な
気
分

を
、
み
ず
か
ら
の
ユ
ー
モ
ア
で
脱
出
し
よ
う
と
い
う
句
で
は
な
い
か
。
春
先
に
な
っ
て
、

妻
の
墓
参
に
訪
れ
た
と
き
、
初
め
て
の
墓
と
の
別
れ
に
戸
惑
っ
て
、
八
束
は
う
や
う
や
し

く
礼
を
し
た
。
そ
の
と
き
、
墓
の
周
り
の
土
筆
た
ち
が
、
い
っ
せ
い
に
作
者
を
囃
し
た
て

た
、
と
い
う
設
定
。 

八
束
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
は
妻
を
亡
く
し
た
時
が
初
め
て
で
は
な
い
。

敬
愛
す
る
詩
人
・
三
好
達
治
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
〈
達
治
亡
き
あ
と
は
ふ
ら
こ
こ
宙
返

り 

八
束
〉
を
思
い
出
さ
れ
る
と
よ
い
。
胸
を
患
っ
た
青
春
期
以
来
妻
を
亡
く
す
に
至
る

ま
で
、
否
そ
の
後
も
晩
節
に
至
る
ま
で
、
辛
い
こ
と
悲
し
い
こ
と
が
あ
る
と
、
自
分
で
自

分
を
笑
い
飛
ば
し
な
が
ら
苦
境
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
慣
い
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。 

 

幻
氷
の
せ
ま
り
く
る
日
の
坐
礁
船 

 
 

 
 

（
昭
和
五
一
年
） 

 

流
氷
と
併
せ
て
幻
氷
を
詠
ん
だ
一
連
の
作
の
一
つ
。
こ
の
句
の
直
前
に
〈
幻
氷
を
見
る

母
の
名
の
花
を
抱
き
〉
を
詠
み
、
そ
の
後
註
に
「
流
氷
の
幻
影
を
幻
氷
と
い
ひ
、
流
氷
到

来
の
前
に
こ
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。
新
季
語
と
す
る
」
と
あ
る
。「
幻
氷
」
が
流
氷
の
蜃
気

楼
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
い
が
、
そ
の
出
現
時
期
に
つ
い
て
は
、「
流
氷
の
去
っ

た
後
」
と
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
だ
。
気
象
庁
広
報
室
や
、
網
走
市
の
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
と
、

流
氷
が
沿
岸
か
ら
離
れ
去
っ
て
沖
へ
見
え
な
く
な
っ
た
春
先
の
晴
天
の
日
に
、
沖
合
に
巨

大
な
流
氷
が
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
る
も
の
を
「
幻
氷
」
と
呼
ぶ
と
の
こ
と
。
し
て
み
る

と
、
先
の
句
の
後
註
は
八
束
の
勇
み
足
と
な
る
。 

た
だ
、「
幻
氷
」
と
い
う
北
辺
の
蜃
気
楼
を
俳
句
に
詠
み
、
新
季
語
と
し
よ
う
と
す
る
情

熱
に
は
心
打
た
れ
る
。
こ
の
句
で
は
、
流
氷
の
幻
が
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
中

に
、「
座
礁
船
」
が
ぽ
つ
ん
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
孤
独
に
ま
み
れ
た
座
標
船
は
、

愛
妻
を
病
気
で
亡
く
し
、
再
び
人
生
の
蹉
跌
を
繰
り
返
し
て
、
立
ち
往
生
し
て
い
る
八
束
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の
心
象
で
も
あ
ろ
う
。
彼
方
か
ら
さ
し
の
べ
る
「
幻
氷
」
の
光
は
、
や
が
て
座
礁
船
を
つ

つ
み
こ
む
に
ち
が
い
な
い
。 

 

う
ら
ら
か
に
有
影
無
影
の
塔
二
つ 

 
 

 
 

（
昭
和
五
一
年
） 

 

韓
国
の
慶
州
仏
国
寺
を
訪
ね
て
の
作
。
仏
国
寺
の
多
宝
塔
建
設
の
時
の
夫
恋
の
悲
話
伝

説
に
基
づ
き
、
仏
国
寺
の
多
宝
塔
を
「
有
影
塔
」
、
釈
迦
塔
を
「
無
影
塔
」
と
呼
ぶ
ら
し
い
。

愛
す
る
妻
を
失
っ
た
直
後
の
旅
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
夫
恋
い
伝
説
に
心
を
動
か
さ
れ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
、
八
束
に
と
っ
て
は
三
好
達
治
が
昭
和
十
五
年
に
訪

ね
「
冬
の
日
」
の
想
を
練
っ
た
と
い
う
こ
の
寺
を
、
実
際
に
訪
ね
て
み
た
い
と
の
憧
れ
が

強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
三
好
達
治
が
訪
ね
た
の
は
晩
秋
・
初
冬
の
頃

だ
っ
た
が
、
八
束
が
訪
ね
た
の
は
四
月
だ
っ
た
。 

私
は
、
こ
の
句
の
「
有
影
」「
無
影
」
の
語
が
い
つ
も
気
に
か
か
っ
て
い
た
。
前
述
の
悲

恋
の
伝
説
と
は
別
に
、
「
有
影
」
「
無
影
」
に
よ
り
普
遍
的
な
心
理
的
対
照
を
見
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
い
た
の
だ
。
「
有
影
」
に
は
、
影
の
あ
る
暗
さ
や
重
苦
し
さ
。
「
無
影
」
に

は
、
影
を
取
り
払
っ
た
清
澄
感
。
そ
ん
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
。 

実
際
に
、
三
好
達
治
の
詩
「
冬
の
日
―
慶
州
佛
國
寺
畔
に
て
」
を
読
ん
で
み
る
と
、
次

の
よ
う
な
詩
句
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
え
る
。 

ま
ず
、
「
有
影
」
に
は
、
次
の
詩
句
を
対
応
さ
せ
た
い
。 

《
く
だ
ら
な
い
昨
夜
の
悪
夢
の
蟻
地
獄
か
ら
み
じ
め
に
疲
れ
て
帰
っ
て
き
た
》 

そ
し
て
、
「
無
影
」
に
は
、
次
の
フ
レ
ー
ズ
を
。 

《
あ
あ
智
恵
は 

か
か
る
静
か
な
冬
の
日
に
／
そ
れ
は
ふ
と
思
ひ
が
け
な
い
時
に
来
る
／

（
中
略
）
／
「
静
か
な
眼 

平
和
な
心 

そ
の
他
に
何
の
宝
が
世
に
あ
ら
う
」
》 

三
好
達
治
の
、「
蟻
地
獄
」
に
象
徴
さ
れ
る
精
神
的
な
極
度
の
苦
悩
、
そ
し
て
夜
が
明
け

て
清
涼
剤
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
静
か
な
眼 

平
和
な
心
」
と
い
う
悟
得
の
境
地
。

こ
の
二
つ
の
精
神
的
対
照
が
、「
有
影
」「
無
影
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
の
精
神
的
模
様
を
映
す
二
つ
の
塔
が
眼
前
に
並
び
立
つ
。 

さ
ら
に
、
詩
人
の
足
跡
を
追
っ
て
同
じ
寺
を
訪
ね
た
八
束
に
も
、
妻
を
亡
く
し
た
直
後

の
「
蟻
地
獄
」
の
苦
悩
が
頭
を
も
た
げ
、
そ
の
果
て
の
「
静
か
な
眼 

平
和
な
心
」
へ
の

希
求
が
祈
り
の
よ
う
に
芽
生
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
春
で
あ
る
ゆ
え
の
「
う
ら
ら
か

に
」
と
い
う
季
語
は
、
文
字
ど
お
り
に
取
っ
て
は
い
け
な
い
。
皮
肉
と
も
言
う
べ
き
逆
説

的
な
心
理
表
現
の
発
露
と
見
な
け
れ
ば
八
束
の
思
い
に
は
と
ど
く
ま
い
。
八
束
の
真
情
は

「
う
ら
ら
か
」
と
は
対
極
に
あ
る
。
三
年
後
、
八
束
は
晩
秋
・
初
冬
に
再
び
仏
国
寺
を
訪

れ
る
。 
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亡
き
妻
を
呼
び
白
鳥
を
月
に
呼
ぶ 

 
 

 
 

（
昭
和
五
一
年
） 

 

新
潟
県
の
瓢
湖
で
の
作
だ
が
、
亡
き
妻
へ
の
思
い
を
込
め
て
白
鳥
を
心
の
中
で
呼
ん
で

み
て
い
る
。
「
亡
き
妻
を
呼
び
」
「
白
鳥
を
呼
び
」
と
別
々
に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
対
句
仕

立
て
に
よ
り
、
し
っ
と
り
と
し
な
が
ら
も
過
剰
な
べ
と
つ
き
を
避
け
て
、
現
代
詩
的
で
た

っ
ぷ
り
と
し
た
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
鎮
魂
の
句
に
な
っ
た
。
月
の
光
も
白
鳥
の
白
を
さ

ら
に
引
き
立
て
て
う
つ
く
し
い
。 

八
束
の
白
鳥
の
句
を
一
句
あ
げ
よ
と
言
わ
れ
た
ら
、
迷
う
こ
と
な
く
私
は
こ
の
句
を
選

ぶ
。 

 

花
び
ら
に
響
き
の
あ
が
る
寒
牡
丹 

 
 

 
 

（
昭
和
五
一
年
） 

 

寒
牡
丹
は
、
張
り
つ
め
た
寒
気
の
中
に
花
の
気
品
が
拮
抗
し
て
い
て
、
な
ん
と
も
飽
き

な
い
花
だ
。
こ
の
句
は
、
そ
の
花
び
ら
が
、
風
に
煽
ら
れ
て
い
っ
せ
い
に
響
き
を
上
げ
た

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
無
駄
な
こ
と
は
い
っ
さ
い
言
わ
ず
に
、
寒
牡
丹

の
「
響
き
」
の
み
を
描
い
て
、
そ
の
本
態
を
引
き
出
し
た
句
で
は
な
い
か
。 

    

      

第
七
句
集
『
断
腸
花
』 


