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井
上
靖
「
通
夜
の
客
」
の
位
置

は
じ
め
に

　
「
通
夜
の
客
」
は
、
作
者
井
上
靖
の
い
わ
ば
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
も
言
わ
れ
る
べ

き
、
昭
和
二
十
四
年
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
こ
の
年
彼
は
、
「
猟
銃
」
「
闘

牛
」
そ
し
て
「
通
夜
の
客
」
と
、
矢
継
単
に
小
説
を
発
表
し
、
翌
昭
和
二
十
五
年

二
月
、
「
闘
牛
」
に
よ
っ
て
第
二
十
二
回
芥
川
龍
之
介
賞
を
受
賞
す
る
。
「
通
夜
の

客
」
は
前
二
者
と
違
っ
て
、
発
表
当
時
必
ず
し
も
評
判
は
よ
く
な
か
っ
た
。
事
実

こ
の
小
説
は
、
現
在
読
ん
で
み
て
も
「
猟
銃
」
「
闘
牛
」
よ
り
も
、
そ
の
小
説
と
し

て
の
質
は
劣
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
登
場
人
物
、
お
よ
び
主
題
（
愛
の
在
り
方
）
の
扱
い

方
が
、
先
に
発
表
し
た
二
作
品
の
二
番
煎
じ
の
感
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
小
説
は
井
上
文
学
の

流
れ
の
中
に
お
い
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
こ
の
作
品
に
は
、
後
に
井
上
文
学
が
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
あ
ら
ゆ
る
特
質
が
、

あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
内
包
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
私
は
、
次
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
こ
の
小
説
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
み
た
い
。

　
日
　
詩
と
小
説
と
の
相
関
関
係
。

　
�
　
人
物
像
の
特
色
－
新
津
礼
作
と
水
島
き
よ
像
の
背
景
－
。

　
�
　
挽
歌
的
発
想
の
小
説
と
し
て
の
位
置
。

　
固
　
民
間
伝
承
の
投
影
－
文
学
伝
統
の
受
容
－
。

工
　
　
藤

茂

　
敗
戦
は
人
々
に
多
様
な
契
機
を
も
た
ら
す
。
井
上
靖
の
場
合
も
例
外
で
は
な
か

っ
た
。
彼
は
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
の
毎
日
新
聞
に
「
玉
音
ラ
ジ
オ
に
拝
し
て
」

の
ト
ッ
プ
記
事
を
書
く
と
同
時
に
、
彼
自
身
の
言
う
「
不
思
議
な
時
期
」
を
迎
え

る
。
そ
れ
は
彼
の
生
涯
に
お
け
る
、
い
わ
ば
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
期
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
期
を
福
田
宏
年
作
成
の
「
井
上
靖
年
譜
」
に
探
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
昭
和
二
十
年
　
一
九
四
五
年

　
　
四
月
、
一
日
、
岳
父
足
立
文
太
郎
死
去
。

　
　
五
月
、
二
十
五
目
、
次
女
佳
子
生
ま
れ
る
。

　
　
六
月
、
家
族
を
鳥
取
県
日
野
郡
福
栄
村
神
福
（
現
在
の
日
南
町
神
福
太
田
二
〇
三
）

　
　
に
疎
開
さ
せ
、
自
分
は
茨
木
に
下
宿
。

　
　
八
月
、
十
五
日
、
終
戦
の
日
、
社
会
面
に
終
戦
記
事
「
玉
音
ラ
ジ
オ
に
拝
し

　
　
て
」
を
書
く
。
新
聞
記
者
と
し
て
最
も
感
銘
深
い
仕
事
で
あ
っ
た
。
終
戦
後
、

　
　
詩
作
に
専
念
し
、
京
都
大
学
の
新
聞
、
関
西
の
同
人
雑
誌
な
ど
に
突
如
と
し

　
　
て
溢
れ
る
よ
う
に
詩
を
発
表
し
は
じ
め
る
。
ま
た
、
新
聞
、
美
術
雑
誌
な
ど

　
　
に
美
術
評
論
の
筆
を
執
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

　
　
十
二
月
、
家
族
を
妻
の
実
家
、
京
都
市
左
京
区
吉
田
神
楽
岡
町
ハ
ノ
二
四
に

　
　
移
す
。
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－

井上靖「通夜の客」の位置（工藤）

　
井
上
靖
自
身
は
こ
の
時
期
の
こ
と
を
、
「
不
思
議
な
時
期
」
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
　
私
は
終
戦
の
二
十
年
八
月
か
ら
二
十
三
年
い
っ
ぱ
い
ぐ
ら
い
ま
で
を
、
つ

　
　
ま
り
終
戦
後
の
三
年
半
ば
か
り
の
間
を
、
狐
に
化
さ
れ
た
よ
う
な
奇
妙
な
季

　
　
節
だ
と
思
っ
て
い
る
。
私
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
頃
私
の
周
囲
に
居
た
人
全

　
　
部
が
、
多
か
れ
少
か
れ
狐
に
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
　
私
は
こ
の
奇
妙
な
、
も
の
の
怪
に
憑
か
れ
た
よ
う
な
三
年
半
の
時
期
を
大

　
　
阪
で
過
し
た
。
（
略
）

　
　
　
私
た
ち
は
書
く
こ
と
か
ら
始
め
た
。
こ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
、
私

　
　
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
人
も
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
私

　
　
は
や
た
ら
に
詩
を
書
い
て
は
、
そ
れ
を
活
字
に
し
て
い
た
。
活
字
に
し
て
く

　
　
れ
る
雑
誌
は
あ
っ
た
。
「
大
の
鳥
」
、
「
航
海
表
」
、
「
柵
」
、
「
コ
ス
モ
ス
」
、
「
文

　
　
字
雑
誌
」
、
「
詩
文
化
」
－
こ
う
し
た
雑
誌
も
ま
た
、
ど
う
や
ら
も
の
の
怪

　
　
に
憑
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
雑
誌
が
も
の
の
怪
に
憑
か
れ
て
い
た
の

　
　
で
な
く
、
雑
誌
を
作
っ
て
い
る
人
た
ち
が
も
の
の
怪
に
憑
か
れ
て
い
た
の
で

　
　
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
へ
私
同
様
、
も
の
の
怪
に
憑
か
れ
て
い
る
人
た
ち
が

　
　
詩
を
発
表
し
た
。

　
彼
は
既
に
こ
の
こ
と
を
「
私
の
自
己
形
成
史
」
（
昭
3
5
）
に
お
い
て
、
「
終
戦
後
、

私
は
長
い
間
お
り
て
い
た
新
聞
記
者
と
し
て
の
自
分
が
、
な
ん
と
な
く
顧
み
ら
れ

る
気
持
に
な
っ
た
。
新
聞
記
者
と
し
て
、
本
気
で
や
っ
て
ゆ
く
か
、
で
な
け
れ
ば

な
に
か
他
の
こ
と
を
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
気
特
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は

む
し
ょ
う
に
自
分
を
表
現
し
た
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
新
聞
社
の
か
た
す
み
で
生

き
続
け
た
者
が
、
ふ
い
に
一
度
は
襲
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
熱
病
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。
長
い
間
、
新
聞
社
の
機
構
の
中
で
自
分
と
い
う
も
の
を
出
す
こ
と
を

押
え
つ
け
て
い
た
者
の
、
自
分
へ
の
反
逆
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
終
戦
後
、

私
は
詩
や
小
説
を
書
き
出
し
た
が
、
詩
人
に
な
る
つ
も
り
も
小
説
家
に
な
る
つ
も

り
も
な
か
っ
た
。
た
だ
自
分
を
な
ん
ら
か
の
形
で
表
現
し
た
か
っ
た
ま
で
の
こ
と

で
あ
る
。
」
と
書
き
、
『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』
（
昭
弓
の
中
で
、
「
新
聞
記
者
を
長
年

や
っ
て
い
ま
す
と
、
仕
事
に
お
い
て
は
な
ん
で
も
電
話
一
本
で
ま
と
め
る
よ
う
に

な
り
ま
す
し
、
新
聞
社
の
仕
事
と
い
う
も
の
が
い
つ
で
も
そ
の
と
き
で
消
え
て
し

ま
う
も
の
で
す
か
ら
ね
。
戦
争
の
と
き
は
戦
争
協
力
の
形
で
記
事
を
書
か
な
き
や

な
ら
な
い
し
、
終
わ
れ
ば
ま
た
反
対
の
形
で
仕
事
を
し
て
い
か
な
き
や
な
ら
な
い
。

戦
争
が
終
わ
っ
た
と
き
、
ふ
い
に
覚
め
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
も
う
自
分
を
表

現
す
る
以
外
に
世
の
な
か
に
楽
し
い
こ
と
も
、
や
る
べ
き
こ
と
も
な
に
も
な
い
と

い
う
気
持
で
し
た
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
井
上
靖
の
詩
集
、
『
北
国
』
を
構
成
す
る

詩
の
大
部
分
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
後
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に

　
「
流
星
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。
そ
の
第
二
連
は
戦
乱
に
失
っ
た
己
が
青
春
へ
の
愛

惜
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
に
十
数
年
の
歳
月
が
た
っ
た
。
今
宵
、

　
　
こ
の
国
の
多
恨
な
る
青
春
の
亡
骸
－
－
鉄
屑
と
瓦
疎
の
荒

　
　
涼
た
る
都
会
の
風
景
の
上
に
、
長
く
尾
を
ひ
い
て
疾
走
す

　
　
る
一
箇
の
星
を
見
た
。
眼
を
と
ぢ
煉
瓦
を
枕
に
し
て
ゐ
る

　
　
私
の
額
に
は
、
も
は
や
何
も
の
も
落
ち
て
こ
よ
う
と
は
思

　
　
は
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
瞬
の
小
さ
い
祭
典
の
無
縁
さ
。

　
　
戦
乱
荒
亡
の
中
に
喪
失
し
た
己
が
青
春
に
似
て
、
そ
の
星

　
　
の
行
方
は
知
る
べ
く
も
な
い
。
た
だ
、
い
つ
ま
で
も
私
の

　
　
瞼
か
ら
消
え
な
い
も
の
は
、
ひ
と
り
恒
星
群
か
ら
脱
落
し
、

　
　
天
体
を
落
下
す
る
星
と
い
ふ
も
の
の
終
焉
の
お
ど
ろ
く
べ

　
　
き
清
潔
さ
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
同
時
に
こ
の
詩
は
、
敗
戦
後
の
日
本
の
荒
涼
た
る
風
景
を
も
叙
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
風
景
の
手
前
に
展
開
さ
れ
て
い
る
人
間
模
様
は
、
決
し
て

暗
黒
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
毎
日
毎
日
が
平
穏
で
、
明
る
く
、
そ

し
て
空
虚
で
あ
っ
た
。
」
と
井
上
は
前
引
の
「
不
思
議
な
時
期
」
に
書
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
井
上
靖
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和

二
十
二
年
に
は
、
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
の
長
篇
大
衆
文
芸
入
選
の
「
流
転
」
（
千
葉
亀

雄
賞
受
賞
）
執
筆
以
来
十
一
年
ぶ
り
に
「
闘
牛
」
を
書
き
、
昭
和
二
十
三
年
に
は
「
猟

２



銃
」
を
完
成
し
、
そ
の
年
の
十
月
に
は
、
「
流
転
」
「
紅
荘
の
悪
魔
た
ち
」
「
窮
の
街
」

の
三
篇
を
収
め
た
小
説
集
『
流
転
』
を
、
大
阪
の
有
文
堂
か
ら
刊
行
す
る
の
で
あ

る
。
当
時
の
気
持
を
後
に
井
上
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
わ
た
し
の
三
十
代
は
戦
争
、
戦
争
で
し
た
。
応
召
し
た
野
戦
の
生
活
も
、
や

　
　
は
り
た
い
へ
ん
な
経
験
で
し
た
が
、
そ
の
戦
争
時
代
が
し
だ
い
に
暗
く
烈
し

　
　
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
空
襲
の
烈
し
く
な
る
さ
な
か
で
、
妻
の
父
の
死
、

　
　
次
女
の
出
生
、
疎
開
。
そ
し
て
応
召
の
準
備
、
わ
た
し
だ
け
の
こ
と
で
は
あ

　
　
り
ま
せ
ん
が
、
生
き
る
に
必
死
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
終
戦
と
同
時
に
、
ふ
い

　
　
に
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
時
間
の
な
か
に
置
か
れ
た
。
戦
争
と
い
う
も
の
に
や

　
　
は
り
終
わ
り
が
あ
っ
た
、
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
ね
。
や
た
ら
に
明
る
く
、
空

　
　
虚
で
し
た
。
長
い
戦
争
時
代
の
反
動
の
よ
う
な
も
の
で
、
な
に
か
贅
沢
な
も

　
　
の
を
、
ま
っ
た
く
の
遊
び
を
書
き
た
い
と
い
う
気
が
強
か
っ
た
の
で
す
ね
。

　
　
結
局
『
猟
銃
』
一
作
で
、
あ
と
は
つ
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
遊
び

　
　
の
世
界
の
文
学
を
つ
く
り
だ
し
た
ら
お
も
し
ろ
い
な
と
考
え
堅

　
右
に
出
て
く
る
「
猟
銃
」
と
い
う
作
品
は
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
前
に
生

ま
れ
た
の
が
、
詩
「
猟
銃
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
は
昭
和
二
十
三
年
十
月
、
『
詩
文

化
』
に
発
表
さ
れ
、
後
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
刊
行
の
詩
集
『
北
国
』
に
収
載
さ

れ
た
。
同
時
に
こ
の
詩
は
、
小
説
「
猟
銃
」
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
そ
の
あ
た
り

の
経
緯
を
井
上
自
身
は
、
「
あ
の
『
猟
銃
』
と
い
う
詩
は
、
た
し
か
に
あ
れ
は
あ
れ

で
い
い
ん
で
す
け
ど
、
あ
れ
を
書
い
た
直
後
、
こ
の
詩
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
改

め
て
小
説
の
形
で
追
求
し
た
ら
と
い
う
気
持
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
詩
が
小
説
に

生
ま
れ
変
わ
り
た
が
っ
て
い
る
と
で
も
い
い
ま
す
か
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
自
作
の
詩
が
小
説
に
生
か
さ
れ
て
い
く
の
は
、
井
上
靖
の
文
学
の
一
特
色
で

あ
る
。
井
上
白
身
、
詩
集
『
北
国
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
「
私
は
小
説
を
書
き
出

し
て
か
ら
、
自
分
の
詩
の
ノ
ー
ト
に
収
め
て
あ
る
作
品
か
ら
、
何
篇
か
の
小
説
を

書
い
て
ゐ
る
。
詩
と
し
て
の
優
れ
た
生
命
を
持
ち
得
な
か
っ
た
文
章
の
幾
つ
か
は
、

私
の
小
説
の
発
想
の
母
体
と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
全
く
形
を
変
へ
て
、

そ
れ
ら
が
小
説
の
あ
る
部
分
に
使
は
れ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
」
と
言
い
、
村
野
四

郎
も
そ
の
解
説
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
詩
集
の
中
に
は
、
か
な
り
多
く
の
詩
が
、
そ
の
ま
ま
小
説
の
モ
チ
ー

　
　
フ
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
中
の
重
要
な
一
部
と
な
っ
て
生
か
さ
れ
て

　
　
い
る
。

　
　
　
た
と
え
ば
「
猟
銃
」
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
「
漆
胡
樽
ナ
な
ど
の
詩
は
、

　
　
そ
の
ま
ま
題
名
も
同
じ
小
説
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
し
、
「
瞳
」
「
カ
マ
イ

　
　
タ
チ
」
「
渦
」
な
ど
の
詩
は
、
小
説
「
暫
い
潮
」
の
中
の
二
郎
を
形
成
し
て
い

　
　
る
し
、
詩
「
海
辺
」
は
、
小
説
「
白
い
牙
」
の
、
詩
「
生
涯
」
は
、
小
説
「
あ

　
　
る
偽
作
家
の
生
涯
」
の
、
詩
「
高
原
」
は
、
小
説
「
通
夜
の
客
」
の
部
分
と

　
　
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
村
野
は
こ
れ
を
、
「
詩
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
母
胎
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
例
と

し
て
挙
げ
、
井
上
の
中
に
あ
る
詩
的
思
考
が
、
そ
の
小
説
を
「
そ
の
モ
チ
ー
フ
の

根
抵
か
ら
、
凍
る
よ
う
に
冷
い
詩
情
で
染
め
上
げ
、
（
略
）
い
つ
も
清
冽
な
感
動
と
、

気
品
の
あ
る
形
式
で
し
め
あ
げ
て
、
文
壇
的
に
も
他
に
比
類
の
な
い
世
界
を
つ
く

ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
評
価
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
自
作
の
詩
を
再
び
散

文
の
世
界
に
展
開
さ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
井
上
靖
の
、
小
説
の
一
特
色
を
そ
れ

は
指
摘
し
て
み
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
右
に
引
用
し
た
村
野
の
文
章
の

最
後
の
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
小
説

　
「
通
夜
の
客
」
も
ま
た
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
昭
和
二
十
年
六
月
、
家
族
を
鳥
取
県
日
野
郡
福
栄
村
神
棚
に
疎
開
さ
せ
、
茨
木

に
戻
っ
て
新
聞
社
で
宿
直
を
す
る
夜
、
井
上
は
幾
篇
か
の
詩
を
書
い
た
。
そ
の
詩

の
一
つ
に
「
高
原
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
村
野
の
解
説
に
、
小
説
「
通
夜
の
客
」

の
部
分
と
し
て
使
わ
れ
た
詩
「
高
原
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
深
夜
二
時
、
空
襲
警
報
下
の
大
阪
の
あ
る
新
聞
社
の
地
下

　
　
編
輯
室
で
、
や
が
て
五
分
後
に
は
正
確
に
市
の
上
空
を
覆

　
　
ひ
つ
く
す
で
あ
ら
う
Ｂ
2
9
の
、
重
厚
な
機
械
音
の
出
現
を

　
　
待
つ
退
屈
極
る
怠
惰
な
時
間
の
一
刻
、
私
は
つ
い
二
三
日

　
　
前
、
妻
と
子
供
た
ち
を
疎
開
さ
せ
て
き
た
ば
か
り
の
、
中

３
-



(工藤)の位置井上靖「通夜の客」

　
　
国
山
脈
の
尾
根
に
あ
る
小
さ
い
山
村
を
思
い
浮
か
べ
て
ゐ

　
　
た
。
そ
こ
は
山
奥
と
い
ふ
よ
り
、
天
に
近
い
と
い
っ
た
感

　
　
じ
の
部
落
で
、
そ
こ
で
は
風
が
常
に
北
西
か
ら
吹
き
、
名

　
　
知
ら
ぬ
青
い
花
を
つ
け
た
雑
草
が
や
た
ら
に
多
か
っ
た
。

　
　
い
か
な
る
時
代
が
来
よ
う
と
、
そ
の
高
原
の
一
角
に
は
、

　
　
年
々
歳
々
、
静
か
な
白
い
夏
雲
は
浮
か
び
、
雪
深
い
冬
の

　
　
夜
々
は
音
も
な
く
め
く
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ら
う
。
か

　
　
う
思
っ
て
、
ふ
と
、
私
は
む
な
し
い
淋
し
さ
に
突
き
落
さ

　
　
れ
た
。
安
堵
で
も
な
か
っ
た
。
孤
独
感
で
も
な
か
っ
た
。

　
　
そ
れ
は
、
あ
の
、
雌
を
山
の
穴
に
匿
し
て
き
た
生
き
物
の
、

　
　
暗
紫
色
の
瞳
の
底
に
た
だ
よ
ふ
、
い
の
ち
の
悲
し
み
と
で

　
　
も
い
っ
た
も
の
に
似
て
ゐ
た
。

　
空
襲
に
明
日
の
命
も
知
れ
な
い
人
間
の
、
妻
子
と
の
別
離
の
思
い
、
い
の
ち
の

悲
し
み
を
、
家
族
の
疎
開
先
の
高
原
の
叙
景
と
重
ね
て
表
現
し
た
こ
の
詩
は
、
そ

の
主
題
と
舞
台
と
が
、
そ
の
ま
ま
小
説
「
通
夜
の
客
」
の
そ
れ
に
転
位
さ
せ
ら
れ

る
。
さ
ら
に
こ
の
同
じ
高
原
に
「
う
つ
ろ
な
十
一
月
の
陽
の
白
い
輝
き
」
を
重
ね

た
詩
「
野
分
日
」
、
お
よ
び
、
や
は
り
同
じ
高
原
の
風
景
の
中
に
消
え
去
っ
た
も
の

へ
の
思
慕
と
、
別
離
の
悲
し
み
と
、
そ
の
悔
恨
と
を
叙
情
し
た
詩
「
野
分
�
」
も

ま
た
、
「
通
夜
の
客
」
の
趣
向
に
取
り
こ
ま
れ
て
、
こ
の
小
説
は
な
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
小
説
「
通
夜
の
客
」
は
、
井
上
靖
の
小
説
の
特
色
を

端
的
に
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
二

　
　
「
通
夜
の
客
」
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
発
行
の
『
別
冊
文
芸
春
秋
』
1
4
号

に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
年
、
既
に
「
猟
銃
」
が
『
文
学
界
』
十
月
号
に
載
り
、
「
闘

牛
」
が
同
じ
『
文
学
界
』
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
「
通
夜
の
客
」
は
発
表

第
三
作
目
に
あ
た
る
小
説
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
短
期
間
に
発
表
さ
れ
た

第
三
作
は
、
文
壇
で
は
だ
い
ぶ
た
た
か
れ
る
と
い
う
苦
し
い
破
目
に
陥
っ
た
。
当

時
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
坂
入
公
一
の
「
初
期
作
品
ノ
ー
ト
」
（
『
井
上
靖
ノ
ー
ト
』
昭

5
3
・
風
書
房
）
に
詳
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
確
か
に
「
猟
銃
」
「
闘
牛
」

　
「
通
夜
の
客
」
を
通
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
後
者
が
前
二
者
の
焼
直
し
で
あ
る
と

い
っ
た
感
じ
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
小
説
に
お
い
て

扱
わ
れ
る
「
愛
」
の
様
相
に
、
そ
れ
は
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
「
猟
銃
」
の
み
ど
り

は
愛
す
る
女
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
愛
す
る
こ
と
の
む
な
し
さ
を
知
っ
て
、

空
虚
な
生
活
と
訣
別
す
る
。
「
通
夜
の
客
」
の
水
島
き
よ
も
愛
す
る
女
と
し
て
登
場

す
る
。
そ
し
て
、
敗
戦
後
山
に
こ
も
っ
て
ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
活
を
始
め
た
新
津
礼

作
を
一
途
に
愛
し
て
い
く
。
そ
の
新
津
を
き
よ
の
眼
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
描
く

と
き
、
そ
れ
は
「
闘
牛
」
の
津
上
と
さ
き
子
の
配
置
に
ひ
ど
く
類
似
し
て
し
ま
う
。

　
　
　
あ
の
人
が
ど
ん
な
顔
を
し
て
、
そ
の
時
徳
利
の
林
の
中
に
坐
っ
て
い
た
か
、

　
　
私
に
は
よ
く
解
る
。
気
難
し
く
蒼
白
ん
だ
顔
も
、
淋
し
く
な
れ
ば
淋
し
く
な

　
　
る
ほ
ど
、
そ
こ
だ
け
優
し
く
な
る
目
も
、
私
に
は
は
っ
き
り
と
目
に
浮
か
べ

　
　
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
の
人
の
こ
と
だ
か
ら
、
見
て
い
て
全
く
や
り
き

　
　
れ
な
い
、
ど
う
か
し
て
上
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
眼
つ
き
を
し
て
、

　
　
ち
び
り
ち
び
り
と
お
盃
を
脊
に
当
て
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
も
と
も
と
、

　
　
私
が
あ
の
人
と
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
も
と
を
正
せ
ば
、
あ
の
人
の
、

　
　
そ
ん
な
時
の
そ
ん
な
眼
つ
き
が
い
け
な
い
の
だ
。

　
ど
こ
と
な
く
投
げ
や
り
で
、
虚
ろ
で
、
孤
独
な
「
闘
牛
」
の
津
上
、
「
そ
の
た
め

に
ど
う
し
て
も
さ
き
子
が
彼
か
ら
別
れ
て
行
け
な
い
、
あ
の

た
い
ま
ま
で
ね
っ
と
り
と
燃
え
て
い
る
よ
う
な
、
放
恣
な
、

濡ぬ冷

た
い
そ
の
く
せ
冷

れ
た
眼
」
を
し
て

い
る
洋
上
。
そ
の
洋
上
を
新
聞
社
か
ら
退
社
さ
せ
て
山
に
こ
も
ら
せ
る
と
、
そ
の

ま
ま
「
通
夜
の
客
」
の
新
津
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
山
に
こ
も
っ
た
新
津
は

ま
た
、
「
人
生
の
白
い
河
床
」
を
見
て
し
ま
っ
た
「
猟
銃
」
の
三
杉
穣
介
と
、
微
妙

に
重
な
り
合
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
を
待
っ
て
い
る

も
の
は
、
そ
れ
が
た
と
え
死
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
別
離
と
い
う
宿
命
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
「
通
夜
の
客
」
は
、
前
二
作
を
集
束
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
後
の
小
説
に
投

４



射
さ
せ
る
と
い
う
、
井
上
靖
の
小
説
系
列
の
中
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る

小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
方
に
お
い
て
井
上
靖
の
小
説
の

特
色
を
戦
後
の
第
一
作
「
猟
銃
」
以
上
に
内
包
し
な
が
ら
も
、
他
方
に
お
い
て
文

壇
の
強
い
風
当
り
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
「
通
夜
の
客
」
の
新
津
礼
作
に
井
上
靖
の
投
影
を
指
摘
し
た
の
は
、
小
松

仲
六
で
あ
る
。
氏
は
角
川
文
庫
の
解
説
に
お
い
て
、
「
こ
の
作
品
の
新
津
礼
作
の
生

き
方
に
も
、
私
た
ち
は
も
と
新
聞
記
者
だ
っ
た
井
上
氏
の
心
的
体
験
と
い
っ
た
も

の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
文
学
風
に
言
っ
て
み
れ
ば
、
新
津
に
、

作
者
の
ド
ッ
ペ
ル
・
ゲ
ン
ガ
ー
（
影
法
師
）
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
述
べ

て
い
る
。
確
か
に
、
前
章
で
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
敗
戦
を
契
機
と
し
て
そ
の
生

き
方
を
変
え
、
四
十
半
ば
に
し
て
新
聞
社
を
辞
め
て
文
学
の
世
界
に
足
を
踏
み
入

れ
た
井
上
の
生
き
方
は
、
新
津
礼
作
の
そ
れ
に
重
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
た
と
え
ば
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
梶
鮎
大
の
よ
う
に
。
ま
た
は
小
松
の

指
摘
す
る
「
闘
牛
」
の
津
上
、
「
黙
い
潮
」
の
速
水
、
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
の
木

谷
、
「
楼
門
」
の
木
守
、
「
司
戸
若
雄
年
譜
」
の
司
戸
の
よ
う
に
。
し
か
し
も
う
少

し
詳
細
に
検
討
を
し
て
み
る
と
、
新
津
礼
作
の
人
間
像
は
む
し
ろ
祖
母
か
の
の
口

か
ら
吹
き
込
ま
れ
て
井
上
靖
の
内
部
に
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
曽
祖
父
潔
の
そ
れ

に
似
て
く
る
。
Ｂ
新
聞
社
の
東
亜
部
長
に
な
り
、
か
な
り
華
や
か
な
活
躍
を
し
な

が
ら
、
根
は
り
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
新
津
、
孤
独
で
気
の
弱
い
と
こ
ろ
の
あ
る

反
面
、
男
ら
し
く
胸
の
す
く
よ
う
な
こ
と
を
す
る
新
津
、
酒
に
目
が
な
く
て
、
見

栄
坊
で
金
離
れ
が
良
く
、
女
関
係
の
派
手
な
新
津
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
敗
戦
を
契

機
に
退
社
し
て
山
に
こ
も
る
と
、
そ
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
中
国
塩
業
史
」

の
執
筆
を
続
け
る
新
津
。
そ
れ
は
井
上
が
「
私
の
自
己
形
成
史
」
に
書
い
て
い
る

曽
祖
父
潔
の
人
間
像
に
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
そ
の
潔
と

一
緒
に
湯
ケ
島
に
未
て
、
潔
の
妻
ひ
ろ
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
、
潔
と
一
緒
に
生

活
し
た
か
の
の
姿
も
、
「
通
夜
の
客
」
の
水
島
き
よ
像
に
重
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、

新
津
の
未
亡
人
由
敏
子
も
、
き
よ
の
眼
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
時
、

そ
れ
は
、
祖
母
か
の
に
育
て
ら
れ
、
母
と
別
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
靖
が
、
母
を
他

人
の
よ
う
に
見
た
体
験
を
小
説
化
し
た
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
の
あ
る
場
面
と
重
な
り

合
っ
て
、
靖
の
母
や
ゑ
の
姿
に
近
づ
い
て
く
る
の
を
知
る
。

　
　
　
あ
な
た
は
小
増
し
い
ほ
ど
美
し
か
っ
た
。
お
上
品
で
、
お
お
ど
か
で
、
お

　
　
　
蚕
ぐ
る
み
に
し
て
お
き
た
い
よ
う
な
弱
々
し
い
中
年
の
奥
さ
ま
。
で
も
、

　
　
　
も
っ
と
は
っ
き
り
中
上
げ
た
ら
、
気
取
り
や
で
面
喰
い
の
新
津
が
、
い
か

　
　
　
に
も
打
込
み
そ
う
な
、
ど
こ
と
な
く
ぼ
う
と
し
て
い
ら
っ
し
や
る
。
お
嬢

　
　
　
さ
ん
育
ち
の
、
ご
苦
労
な
し
の
、
そ
れ
で
い
て
御
主
人
と
三
年
別
居
し
て

　
　
　
い
ら
し
っ
て
も
、
ち
っ
と
も
心
配
な
ん
か
な
さ
ら
な
い
、
ど
こ
か
に
つ
う

　
　
　
ん
と
冷
た
い
と
こ
ろ
の
あ
る
、
て
ん
か
ら
私
と
は
肌
の
合
わ
な
い
あ
な
た

　
　
　
で
し
た
。

　
あ
る
い
は
右
の
最
後
の
四
行
に
は
、
幼
時
両
親
と
別
か
れ
て
、
血
の
つ
な
が
ら

な
い
祖
母
と
共
同
生
活
を
強
い
ら
れ
た
作
者
の
、
母
に
対
す
る
無
意
識
の
怨
み
が

つ
い
表
現
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
「
猟
銃
」
も

　
「
闘
牛
」
も
、
そ
し
て
「
通
夜
の
客
」
も
、
と
も
に
愛
の
在
り
方
の
問
わ
れ
て
い

る
小
説
で
あ
っ
た
。
「
猟
銃
」
で
は
愛
す
る
こ
と
と
愛
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
が
、
そ

し
て
「
闘
牛
」
で
は
も
つ
れ
た
愛
の
決
着
が
、
さ
ら
に
「
通
夜
の
客
」
で
は
前
二

者
の
愛
の
あ
り
よ
う
が
。
こ
こ
に
は
、
祖
母
か
の
と
の
共
同
生
活
に
お
い
て
、
愛

を
一
種
の
契
約
と
見
た
井
上
の
、
愛
の
真
相
を
究
め
よ
う
と
す
る
態
度
が
反
映
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
れ
で
は
「
通
夜
の
客
」
は
私
小
説
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
像
に
作
者
の
身
近
な
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
が
織
り
込
ま
れ
な
が

ら
、
そ
れ
ら
は
作
者
と
そ
の
生
活
か
ら
大
き
く
離
れ
て
、
虚
構
の
世
界
を
創
り
上

げ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
通
夜
の
客
」
は
本
来
の
小
説
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
井
上
靖
の
小
説
の
世
界
に
は
、
「
通
夜
の
客
」
の
新
津
礼
作
の
よ
う
に
、

社
会
的
に
あ
る
地
位
に
就
い
た
人
物
が
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
『
あ
し
た
来
る
人
』

の
梶
大
助
、
『
氷
壁
』
の
ハ
代
教
之
助
、
常
盤
大
作
、
『
城
砦
』
の
桂
正
仲
、
『
化
石
』

の
一
鬼
太
平
治
、
『
榛
の
本
』
の
潮
田
旗
一
郎
、
『
星
と
祭
』
の
架
山
洪
太
郎
、
と
、

い
ち
い
ち
挙
げ
て
い
て
は
切
り
が
な
い
が
、
こ
れ
は
彼
の
歴
史
小
説
に
お
い
て
も

５-
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例
外
で
は
な
い
。
従
来
の
日
本
の
近
代
小
説
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
よ

う
な
登
場
人
物
の
造
型
、
そ
こ
に
井
上
靖
の
文
学
の
も
う
一
つ
の
特
色
が
あ
っ
た
。

そ
の
背
景
に
洵
祖
父
潔
像
の
内
面
化
と
巨
人
化
か
あ
っ
た
と
い
う
推
測
は
、
既
に

発
表
し
た
論
文
に
書
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
三

　
　
「
通
夜
の
客
」
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
の
小
説
で
あ
る
。

△
序
章
▽

　
　
元
Ｂ
新
聞
社
東
亜
部
長
の
新
津
礼
作
の
通
夜
の
晩
、
ひ
と
り
の
見
知
ら
ぬ
若

　
い
女
性
が
、
新
津
の
通
夜
の
席
に
現
れ
た
。
由
岐
子
未
亡
人
が
席
を
立
っ
た
隙

　
に
、
白
布
を
取
っ
て
新
津
の
死
顔
を
拝
ん
だ
彼
女
は
、
帰
り
際
に
水
島
き
よ
と

　
名
乗
っ
て
夜
の
間
に
消
え
た
。

△
一
章
▽

　
　
そ
の
晩
の
こ
と
で
あ
る
。
安
ホ
テ
ル
の
一
室
に
酒
を
飲
ん
で
新
津
の
追
想
に

　
耽
り
な
が
ら
、
由
岐
子
未
亡
人
へ
手
紙
を
書
い
て
い
る
水
島
き
よ
の
姿
が
あ
っ

　
た
。
彼
女
は
あ
た
か
も
死
ん
だ
新
津
に
語
り
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
二
人

　
の
出
会
い
、
共
に
過
し
た
二
枚
、
敗
戦
後
山
に
こ
も
っ
て
百
姓
を
す
る
と
言
っ

　
た
新
津
の
こ
と
な
ど
を
、
手
紙
に
書
き
つ
け
て
い
っ
た
。

△
二
章
▽

　
　
新
津
の
通
夜
か
ら
五
日
後
、
水
島
き
よ
は
敗
戦
の
三
年
間
を
新
津
と
過
し
た
、

　
鳥
取
県
と
岡
山
県
に
近
い
コ
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
原
の
小
さ
い
村
に
帰
っ

　
て
、
死
ん
だ
新
津
に
手
紙
を
書
い
て
い
た
。
一
途
に
新
津
を
愛
し
な
が
ら
、
一

　
方
で
は
、
由
岐
子
夫
人
と
新
津
の
二
人
の
子
供
へ
の
嫉
妬
に
苦
し
め
ら
れ
た
三

　
年
間
の
思
い
出
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
彼
女
は
、
新
津
と
の
別
離
を
か
み
し
め
て

　
い
る
の
だ
っ
た
。
あ
の
通
夜
の
晩
、
新
津
の
死
顔
が
確
か
に
あ
り
が
と
う
と
言

　
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
。

＜
三
章
▽

　
　
山
の
生
活
を
引
き
上
げ
て
一
週
間
後
、
柳
橋
の
伯
母
の
家
で
水
島
き
よ
は
、

　
山
を
下
る
日
の
激
し
い
雨
の
中
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
。
雷
雨
の

　
中
で
足
を
す
く
わ
れ
て
倒
れ
た
時
、
こ
ぼ
れ
た
物
の
中
に
あ
っ
た
新
津
の
瑞
宝

　
章
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
三
年
間
一
途
に
愛
し
続
け
た
新
津
の
、
自
分
に
残
し
て

　
お
い
て
く
れ
た
勲
章
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　
右
の
梗
概
に
よ
っ
て
も
お
お
よ
そ
の
見
当
は
つ
く
と
思
う
が
、
そ
の
本
文
を
読

ん
で
み
る
と
、
こ
の
小
説
全
体
が
死
者
へ
の
語
り
か
け
の
文
体
で
叙
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
死
ん
だ
新
津
社
作
に
対
す
る
、
水
島
き
よ
の
ひ
た
す
ら
な

愛
の
告
白
。
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
特
色
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
を
読
ん
で

い
て
、
私
は
ふ
と
万
葉
集
の
次
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。

　
　
う
つ
せ
み
し
　
神
に
堪
へ
ね
ば
　
離
り
居
て
　
朝
嘆
く
君
　
放
り
居
て
　
わ

　
　
が
恋
ふ
る
君
　
玉
な
ら
ば
　
手
に
巻
き
特
ち
て
　
衣
な
ら
ば
　
脱
く
時
も
な

　
　
く
　
わ
が
恋
ふ
る
　
君
そ
昨
の
夜
　
夢
に
見
え
つ
る

　
こ
の
歌
は
天
智
天
皇
崩
御
の
時
、
姓
氏
未
詳
の
婦
人
が
作
っ
た
挽
歌
と
し
て
、

万
葉
集
巻
第
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
挽
歌
と
は
、
岩
波
の
『
古
語
辞
典
』
に
よ

る
と
、
「
葬
式
の
と
き
、
棺
を
乗
せ
た
車
を
ひ
く
者
が
歌
う
歌
」
、
あ
る
い
は
、
「
死

者
を
い
た
む
歌
。
万
葉
集
で
は
、
広
く
人
の
死
に
関
係
し
た
歌
を
い
い
、
雑
歌
・

相
聞
と
共
に
万
葉
集
の
分
類
の
Ｉ
。
中
国
の
文
選
に
よ
っ
た
も
の
」
と
解
説
さ
れ

て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
歌
は
、
こ
の
後
者
の
意
味
に
お
け
る
挽
歌
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
歌
を
想
起
さ
せ
た
「
通
夜
の
客
」
は
、
こ
れ
も
井
上
靖
の
小
説
の
一

特
色
を
示
す
、
挽
歌
的
発
想
の
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
自
身
が
自
分
の
小

説
の
こ
の
よ
う
な
特
色
に
気
づ
く
の
は
、
し
か
し
、
も
っ
と
後
に
な
っ
て
『
星
と

祭
』
を
朝
日
新
聞
に
連
載
す
る
前
の
年
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
随
筆
集
『
わ

が
一
期
一
会
』
（
昭
5
0
・
毎
日
新
聞
社
）
、
お
よ
び
『
過
ぎ
去
り
し
日
日
』
（
昭
5
2
・
日
本

経
済
新
聞
社
）
に
、
そ
の
経
緯
は
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
前
者
に
は
、

　
「
大
智
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
時
の
后
た
ち
の
歌
な
ど
は
、
愛
情
が
烈
し
く
、
生
々

し
く
ぶ
つ
け
ら
れ
て
い
て
眩
し
い
く
ら
い
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
相
手
は
歌
の
作

者
の
前
に
坐
っ
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
」
と
あ
っ
て
、
前
引
の
歌
を
含
む
Ｉ
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連
の
歌
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
一
連
の
歌
に
は
、
天
皇
の
大
系
の
時
に
歌

っ
た
挽
歌
も
入
っ
て
い
る
が
、
井
上
は
そ
の
よ
う
な
歌
こ
そ
本
来
の
挽
歌
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
挽
歌
に
つ
い
て
」
と
い
う
彼
の
随
筆
に
、
そ
れ
を

探
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
最
近
、
挽
歌
と
い
う
も
の
が
系
（
も
が
り
）
の
期
間
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ

　
　
る
と
い
う
国
文
学
者
の
論
文
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
挽
歌
と
い
う
も
の
は
そ

　
　
う
い
う
も
の
か
と
思
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
古
代
人
は
生
と
死
の
間
に
、

　
　
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ぬ
世
界
を
考
え
、
そ
こ
に
あ
る
期
間
死
者
の
魂
が
と

　
　
ど
ま
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
貴
人
の
死
を
葬
る
場
合
、
本
葬
の
前
に
、
仮

　
　
葬
の
期
間
を
設
け
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
、
系
と
い
う
の
が
即
ち
こ
れ
で

　
　
あ
る
。
こ
の
仮
葬
期
間
に
あ
る
故
人
の
魂
に
対
し
て
呼
び
か
け
た
も
の
が
挽

　
　
歌
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
逆
に
挽
歌
を
成
立
さ
せ
る
期
間
の
人
為
的
設
定
が

　
　
系
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
生
き

　
　
て
い
る
時
は
、
対
立
者
と
し
て
の
会
話
し
か
持
て
な
い
。
相
手
が
死
ん
で
し

　
　
ま
え
ば
、
二
人
の
関
係
は
生
者
と
死
者
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
生
者
と
死
者
と

　
　
し
て
の
会
話
し
か
成
立
し
な
い
。
古
代
人
が
生
と
死
の
間
に
、
そ
の
い
ず
れ

　
　
に
も
属
さ
ぬ
一
つ
の
世
界
を
想
定
し
た
こ
と
は
、
生
前
も
死
後
も
共
に
持
て

　
　
ぬ
会
話
の
場
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
略
）

　
　
　
今
日
、
私
た
ち
は
生
の
世
界
と
死
の
世
界
し
か
考
え
な
い
。
し
か
し
、
こ

　
　
れ
は
古
代
人
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
仮
葬
期
間
中
死
者
が
生

　
　
き
返
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
考
え
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
生
き
返
る
こ

　
　
と
の
な
い
こ
と
は
承
知
し
た
上
で
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ぬ
世
界
を
考
え

　
　
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
そ
の
期
間
に
お
い
て
罪
深
い
人
間
と
い
う
も
の

　
　
を
救
お
う
と
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
思
う
。
意
識
し
て
挽
歌
の
成
立
す

　
　
る
期
間
を
設
け
た
古
代
人
の
立
派
さ
は
怖
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
（
９
）

　
右
の
文
章
は
昭
和
四
十
五
年
十
月
二
十
日
の
『
言
論
人
』
に
発
表
さ
れ
た
文
章

で
あ
る
。
従
っ
て
挽
歌
に
つ
い
て
同
じ
見
解
を
書
い
て
い
る
『
わ
が
一
期
一
会
』

や
『
過
ぎ
去
り
し
日
日
』
の
そ
れ
よ
り
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
昭

和
四
十
六
年
五
月
十
一
日
の
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
か
ら
連
載
の
始
ま
っ
た
『
星
と

祭
』
は
、
こ
の
挽
歌
観
が
小
説
の
中
に
具
体
化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
さ
て
、
井
上
に
こ
の
よ
う
な
挽
歌
観
を
懐
か
せ
た
直
接
の
契
機
は
、
こ
の
文
章

が
発
表
さ
れ
た
年
と
同
じ
昭
和
四
十
五
年
七
月
に
発
行
さ
れ
た
、
『
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
』
第
3
5
巻
第
８
号
（
七
月
号
）
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
号
は
「
万
葉
の

挽
歌
」
を
特
集
し
て
お
り
、
伊
藤
博
の
「
挽
歌
の
世
界
」
や
、
渡
瀬
昌
志
の
「
人

麻
呂
痛
言
挽
歌
の
登
場
－
そ
の
歌
の
場
を
め
ぐ
っ
て
」
な
ど
の
論
文
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
万
葉
の
挽
歌
は
多
様
で
、
決
し
て
井
上
の
考
え
る
挽
歌
だ
け
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
彼
は
こ
れ
ら
の
論
文
を
手
が
か
り
と
し
て
、
挽
歌
が
痛
の
時
に
相

手
に
歌
い
か
け
た
も
の
と
い
う
、
彼
独
自
の
見
解
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

井
上
は
ま
た
、
後
段
に
お
い
て
、
古
代
人
も
仮
葬
期
間
中
に
死
者
が
生
き
返
る
と

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言

い
き
れ
ま
い
。
源
氏
物
語
に
登
場
す
る
生
霊
や
死
霊
、
あ
る
い
は
和
泉
式
部
が
蛍

を
我
が
身
か
ら
あ
く
が
れ
い
ず
る
魂
と
見
た
例
に
徴
し
て
、
古
代
人
は
遊
離
し
た
　
　
に

霊
魂
を
そ
の
肉
体
に
呼
び
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
意
識
が
戻
る
と
考
え
て
　
　
一

い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
井
上
の
「
挽
歌
に
つ
い
て
」
と
い
う
随
筆

は
、
彼
独
自
の
挽
歌
観
を
提
示
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
「
通
夜
の
客
」
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
「
通
夜
」
と
い
う
の
は
井

上
の
言
う
痛
（
も
が
り
）
の
期
間
に
相
当
す
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
は
、
「
生
と
死
の

間
」
で
あ
り
「
そ
こ
に
あ
る
期
間
死
者
の
魂
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
期
間
な
の
で

あ
る
。
「
通
夜
の
客
」
の
△
一
章
▽
は
、
そ
の
通
夜
の
晩
に
、
「
生
前
も
死
後
も
共

に
持
て
ぬ
会
話
の
場
」
を
安
ホ
テ
ル
の
一
室
に
設
定
し
、
亡
き
新
津
礼
作
へ
の
水

島
き
よ
の
語
り
か
け
を
、
由
敏
子
未
亡
人
に
手
紙
を
書
く
と
い
う
形
で
展
開
し
て

い
る
。
△
二
章
▽
と
△
三
章
▽
は
、
や
や
時
間
が
経
過
す
る
も
の
の
、
こ
れ
も
ま

た
、
水
島
き
よ
の
亡
き
新
津
へ
の
語
り
か
け
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
こ
の
小
説
は
、
挽
歌
と
同
じ
発
想
を
散
文
に
よ
っ
て
織
り
上
げ
た
作
品
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
特
色
は
、
後
の
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
「
早
春
の
墓
参
」
『
あ

す
な
ろ
物
語
』
「
グ
ウ
ド
ル
氏
の
手
套
」
『
黒
い
蝶
』
『
氷
壁
』
「
墓
地
と
え
び
芋
」
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「
花
の
下
」
『
額
田
女
王
』
「
風
」
「
鬼
の
話
」
「
壷
」
「
道
」
『
星
と
祭
』
「
桃
李
記
」

「
雪
の
面
」
な
ど
、
あ
る
い
は
ま
た
、
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
「
暫
い
潮
」
『
淀
ど
の
日
記
』

『
夜
の
声
』
『
四
角
な
船
』
な
ど
の
小
説
に
投
射
さ
れ
て
、
彼
の
文
学
世
界
の
一
特

色
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
井
上
文
学
の
第
三
の
特
色
を
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

四

　
　
「
通
夜
の
客
」
の
△
二
章
▽
は
、
水
島
き
よ
の
「
生
命
を
賭
け
た
浮
気
」
（
実
は

そ
れ
は
一
途
な
愛
な
の
だ
け
れ
ど
も
）
の
苦
し
み
と
悲
し
み
を
、
新
津
と
会
話
す
る
よ
う

な
つ
も
り
で
手
紙
に
書
い
て
い
く
場
面
で
あ
る
。
そ
の
中
で
作
者
は
、
女
心
の
微

妙
な
ゆ
れ
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
、
一
つ
の
古
典
と
二
つ
の
民
間
伝
承
を
使
用

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
由
紋
子
夫
人
と
二
人
の
子
供
の
存
在
が
、
水
島
き
よ
を
深

い
孤
独
感
に
沈
め
る
場
面
に
そ
れ
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
に
現
れ
る
の

が
狐
火
で
あ
っ
た
。

　
新
津
を
追
っ
て
高
原
の
村
に
来
た
水
島
き
よ
は
、
新
津
の
部
屋
の
机
上
に
夫
人

と
子
供
二
人
の
写
真
が
飾
っ
て
あ
る
の
を
見
て
、
強
い
衝
撃
を
受
け
る
。
そ
し
て

そ
の
写
真
を
机
の
上
に
伏
せ
、
新
津
が
死
ぬ
ま
で
は
続
く
に
相
違
な
い
、
由
岐
子

夫
人
と
の
愛
の
闘
い
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
の
晩
、
そ

の
興
奮
に
寝
つ
か
れ
な
い
ま
ま
戸
締
り
を
忘
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
い
っ
た
ん
締

め
た
大
戸
を
も
う
一
度
開
け
た
戸
外
に
、
初
め
て
の
狐
火
を
見
る
。

　
　
　
丁
度
、
そ
の
時
、
真
向
い
に
見
え
る
北
山
の
真
暗
い
斜
面
を
狐
火
が
走
っ

　
　
て
い
ま
し
た
。
燐
光
の
よ
う
な
青
い
二
つ
の
火
が
、
一
直
線
に
無
軌
道
に
飛

　
　
び
交
っ
て
い
ま
し
た
。

　
彼
女
は
「
不
気
味
さ
に
ぎ
ょ
っ
と
し
て
、
思
わ
ず
」
新
津
を
呼
ぶ
。
新
津
は
、

　
「
起
き
出
し
て
土
間
ま
で
降
り
て
来
て
」
、
そ
れ
が
「
雌
雄
の
孤
の
戯
れ
」
で
あ
る

こ
と
を
教
え
る
。
そ
の
時
の
水
島
き
よ
の
心
情
を
、
作
者
は
次
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
。

　
　
　
あ
な
た
を
追
っ
て
山
へ
き
た
最
初
の
晩
で
は
あ
り
、
初
め
て
経
験
す
る
高

　
　
山
の
夜
の
静
寂
と
、
そ
れ
に
旅
の
疲
れ
も
手
伝
っ
て
、
私
の
神
経
は
異
常
に

　
　
鋭
敏
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、
生
き
物
の
愛
情
の
、
切
な
い
、
冷
た

　
　
さ
が
、
私
を
た
だ
わ
け
も
な
く
涙
ぐ
ま
し
く
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
場
合
、
民
間
伝
承
の
狐
火
は
、
一
つ
は
高
原
の
村
落
の
零
囲
気
を
か
も
し

出
す
た
め
に
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
そ
れ
以
上
に
、
水
島
き
よ
の
一
途
な
愛
の
切

な
さ
と
、
そ
れ
が
新
津
に
あ
た
っ
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
冷
た
さ
の
予
感
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
内
容
も
、
必
ず
し
も
民
間
伝
承
の
狐
火
そ
の
ま
ま
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ふ
と
、
民
間
伝
承
を
こ
の
場
面
に
嵌

め
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
作
者
の
内
部
構
造
に
、
私
は
や
は
り
日
本
の
文
芸
伝

統
の
深
さ
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
民
間
伝
承
は
、
水
島
き
よ
が
そ
の
愛
の
危
機
を
予
感
す
る
時
、
孤

独
の
屋
内
に
見
る
「
奇
妙
な
奴
の
踊
り
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
を

検
討
す
る
前
に
、
プ
ロ
ッ
ト
の
上
で
も
先
に
く
る
古
典
の
使
用
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。

　
新
津
の
洋
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
発
見
し
た
東
京
岡
山
間
の
急
行
券
に
よ
っ
て
、

新
津
が
自
分
に
は
何
も
告
げ
ず
に
、
夫
人
と
二
人
の
子
供
の
い
る
東
京
へ
行
っ
て

い
た
こ
と
を
知
っ
た
夜
、
水
島
き
よ
は
、
机
に
向
っ
て
書
物
を
読
ん
で
い
る
新
津

に
は
だ
ま
っ
て
、
▽
人
で
戸
外
に
出
て
沢
山
の
蛍
に
出
会
う
。
そ
の
場
面
を
作
者

は
、
彼
女
の
筆
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
家
の
前
の
坂
を
降
り
、
山
裾
に
沿
っ
て
い
る
人
気
の
な
い
村
道
へ
出
る
と
、

　
　
沢
山
の
蛍
が
高
く
低
く
飛
ん
で
い
ま
し
た
。
歩
い
て
行
く
と
、
顔
や
手
足
に

　
　
ぶ
つ
か
り
そ
う
な
程
の
、
ち
ょ
っ
と
他
の
土
地
で
は
想
像
で
き
な
い
蛍
の
大

　
　
群
で
し
た
。
そ
の
無
数
の
小
さ
い
生
命
の
灯
が
浮
游
し
て
い
る
間
を
、
私
も

　
　
肉
体
が
離
れ
て
魂
だ
け
に
な
っ
た
よ
う
な
思
い
で
歩
い
て
行
き
ま
し
た
。
私

　
　
は
孤
独
で
し
た
。

　
こ
の
場
合
も
蛍
の
大
群
は
、
前
半
の
文
脈
か
ら
見
て
、
高
原
の
村
落
の
零
囲
気

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
た
と
判
断
し
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

８



け
れ
ど
も
そ
の
後
半
に
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
意
識
的
に
和
泉
式
部

の
作
と
さ
れ
る
「
物
思
へ
ば
沢
の
蛍
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
い
づ
る
魂
か
と
ぞ

見
る
」
と
い
う
歌
が
使
わ
れ
て
い
る
。
寺
田
透
は
こ
の
歌
を
『
日
本
詩
人
選
８
』

　
（
昭
4
6
・
筑
摩
書
房
）
で
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　
　
　
あ
く
が
れ
は
吾
・
処
（
ぃ
ず
く
の
こ
・
離
れ
で
あ
ろ
う
と
は
し
ば
し
ば
僕
の

　
　
言
っ
て
来
た
と
こ
ろ
だ
が
、
ど
の
男
か
、
俊
頼
髄
脳
な
ど
に
よ
れ
ば
二
度
目

　
　
の
夫
保
昌
（
「
保
正
」
）
に
忘
れ
ら
れ
た
こ
ろ
、
貴
船
明
神
に
参
詣
し
、
御
手
洗

　
　
川
の
ほ
と
り
に
宿
っ
て
物
思
い
に
ふ
け
る
か
の
女
の
目
に
、
草
間
に
す
だ
い

　
　
て
明
滅
し
、
空
中
を
光
の
短
い
孤
を
、
と
い
う
よ
り
線
分
を
ひ
い
て
飛
ぶ
蛍

　
　
が
、
自
分
の
内
部
の
、
そ
れ
本
来
の
あ
り
ど
こ
ろ
か
ら
脱
け
出
し
て
、
息
づ

　
　
き
、
狂
い
、
さ
ま
よ
う
魂
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
の
が
一
首
の

　
　
趣
意
に
他
な
ら
な
い
。

　
恋
す
る
人
が
あ
り
な
が
ら
、
と
い
う
よ
り
も
、
恋
す
る
人
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、

か
え
っ
て
深
い
孤
独
を
味
わ
う
時
、
自
己
の
肉
体
か
ら
遊
離
す
る
霊
魂
を
蛍
に
見

る
日
本
の
女
流
文
学
の
伝
統
。
そ
の
伝
統
の
流
れ
を
あ
び
て
誕
生
し
た
水
島
き
よ

の
女
性
像
は
、
和
泉
式
部
の
そ
れ
と
重
な
り
合
い
な
が
ら
、
戦
後
の
文
学
の
中
に

井
上
靖
に
よ
っ
て
定
着
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
井
上
は
、
和
泉
式
部
を
太
平

洋
戦
争
の
渦
中
で
変
身
さ
せ
、
戦
後
の
水
島
き
よ
と
し
て
「
通
夜
の
客
」
に
登
場

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
こ
で
妻
子
あ
る
新
津
に
、
純
粋
で
、
そ
れ
ゆ
え

に
虚
し
い
愛
情
を
一
途
に
向
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
先
に
も
触
れ
た
「
奇
妙
な
奴
の
踊
り
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
自

分
に
は
隠
し
て
由
岐
子
夫
人
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
た
新
津
。
そ
れ
を
知

っ
た
き
よ
は
、
愛
の
苦
し
み
と
危
機
感
に
襲
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
夕
暮
れ
、
彼

女
は
納
戸
の
四
畳
半
の
部
屋
で
、
西
北
の
戸
袋
を
隠
し
て
い
る
障
子
と
障
子
の
間

か
ら
す
る
す
る
と
現
れ
た
、
身
長
一
尺
程
の
奇
妙
な
姿
の
小
さ
い
人
間
を
見
る
。

そ
れ
は
、
「
襟
だ
け
白
い
膝
っ
た
け
の
黒
い
着
物
に
、
だ
ん
だ
ら
帯
を
し
め
、
豆
絞

り
の
手
拭
を
首
に
結
ん
で
、
手
に
は
長
い
棒
（
恐
ら
く
槍
な
の
で
し
ょ
う
）
を
持
ち
、

棒
の
先
端
に
は
朱
の
房
」
を
つ
け
た
奴
で
あ
っ
た
。
「
や
っ
こ
は
六
方
で
も
踏
む
よ

う
な
奇
妙
な
手
振
り
足
振
り
で
踊
り
な
が
ら
、
時
々
く
る
り
と
一
廻
転
し
て
は
、

棒
を
天
に
向
か
っ
て
高
く
突
き
上
げ
」
な
が
ら
彼
女
の
前
を
相
当
の
早
さ
で
移
動

し
て
行
き
、
「
あ
っ
と
い
う
間
に
、
襖
と
柱
の
間
に
入
っ
て
行
っ
て
、
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
」
身
動
き
の
で
き
な
い
ま
ま
、
ひ
と
り
部
屋
に
取
り
残
さ
れ
た
き

よ
は
、
「
救
い
の
な
い
、
こ
の
世
に
生
き
て
行
く
こ
と
を
い
き
な
り
や
め
て
し
ま
い

た
い
よ
う
な
、
空
虚
な
気
持
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。

　
以
上
が
「
奇
妙
な
奴
の
踊
り
」
の
現
わ
れ
る
場
面
の
概
要
で
あ
る
。
長
い
間
、

私
は
こ
の
「
奇
妙
な
奴
の
踊
り
」
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る

日
、
柳
田
国
男
の
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
を
読
ん
で
い
て
、
あ
あ
こ
れ
だ
と
そ
の
謎

の
解
け
る
思
い
が
し
た
。
そ
れ
沁
実
は
座
敷
童
子
の
亜
流
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
今

そ
れ
を
千
葉
徳
爾
の
「
座
敷
童
子
」
に
求
め
て
み
よ
う
。
こ
の
論
文
で
千
葉
は
、

そ
れ
ま
で
の
座
敷
童
子
の
研
究
を
展
望
し
た
上
で
、
佐
々
木
喜
善
の
集
め
た
約
一

五
〇
の
資
料
を
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
「
奇
妙
な
奴
の
踊
り
」
は
そ
の
分
類
の
�

に
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
に
千
葉
は
そ
の
�
を
辺
見
成
女
ヽ
僧
侶
な
　
　
一

ど
子
供
で
な
い
も
の
。
こ
れ
に
は
い
た
ず
ら
の
話
は
伴
な
わ
ず
、
家
の
衰
亡
や
不
　
　
パ

古
な
事
件
に
際
し
て
出
現
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。
そ
の
点
で
多
少
『
た
た
り
』

と
い
っ
た
感
覚
が
あ
る
。
」
と
ま
と
め
、
そ
れ
に
、
「
�
以
下
は
類
例
も
少
な
く
妖

怪
譚
の
要
素
が
強
い
の
で
、
別
個
に
取
扱
っ
た
方
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
い
う
意
見

を
付
け
加
え
て
い
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
井
上
が
何
に
よ
っ
て
の
こ
の
話
を
知
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
で
も
な
け
れ
ば
、
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
鳥
取
県
日
野
郡
福
栄
村
神
福

に
こ
の
民
間
伝
承
が
果
た
し
て
存
在
し
た
か
ど
う
か
の
問
題
で
も
な
い
。
む
し
ろ

女
心
の
危
機
、
愛
の
傾
斜
の
場
面
に
な
る
と
、
そ
こ
に
こ
の
よ
う
な
民
間
伝
承
を

ふ
と
嵌
め
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
作
者
の
精
神
の
内
部
構
造
の
問
題
で
あ
る
。

北
海
道
の
旭
川
に
生
ま
れ
、
伊
豆
の
湯
ケ
島
で
幼
少
年
時
を
送
っ
た
作
者
、
そ
こ

で
育
ま
れ
て
い
っ
た
精
神
。
そ
れ
が
自
ら
こ
の
よ
う
な
作
品
の
傾
向
を
生
ん
で
い

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
や
が
て
、
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
「
か
し
わ
ん

ば
」
「
カ
マ
イ
タ
チ
」
な
ど
に
現
れ
、
さ
ら
に
「
銕
捨
」
『
し
ろ
ぽ
ん
ぽ
』
『
幼
き
日



井上靖「通夜の客」の位置（工藤）

の
こ
と
』
な
ど
に
顕
著
に
な
る
。
こ
れ
を
口
承
文
芸
の
投
影
お
よ
び
文
芸
伝
統
受

容
に
な
ん
ら
か
の
形
で
関
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
作
品
に
ま
で
拡
大
し
て
、
そ
れ

を
列
挙
し
て
み
る
と
、
「
グ
ウ
ド
ル
氏
の
手
套
」
「
月
の
光
」
『
夜
の
声
』
「
桃
李
記
」

　
「
道
」
『
蒼
き
狼
』
『
額
田
女
王
』
『
後
白
河
院
』
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

そ
う
し
て
こ
れ
も
ま
た
、
井
上
文
学
の
一
つ
の
大
き
な
特
色
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
に
検
討
を
加
え
て
き
た
よ
う
に
、
「
通
夜
の
客
」
は
井
上
文
学
の
特
色

が
、
む
し
ろ
そ
こ
に
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
小
説
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
練
り

に
練
っ
て
創
り
上
げ
た
「
猟
銃
」
「
闘
牛
」
。
そ
の
後
の
安
堵
の
気
持
が
作
者
の
意

識
を
超
え
て
、
そ
こ
に
は
現
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お

い
て
、
こ
の
小
説
は
井
上
文
学
を
象
徴
す
る
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
△
注
▽

（
１
）
　
井
上
靖
『
過
ぎ
去
り
し
日
日
』
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
二
〇
日
二
刷
・
日
本
経
済
新
聞
社
）

　
　
の
三
四
頁
。

（
２
）
　
井
上
靖
『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』
　
（
昭
和
五
二
年
四
月
二
五
日
・
中
央
公
論
社
）
の
二
Ｉ

　
　
四
頁
。

--

３
）
　
注
（
１
）
と
回
書
の
四
一
～
四
二
頁
。

４
）
　
注
（
２
）
と
同
書
の
七
九
頁
。
な
お
井
上
は
、
当
時
の
こ
と
を
『
過
ぎ
去
り
し
日
日
』

　
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
二
十
一
年
の
中
頃
か
ら
、
小
説
の
構
想
を
た
て
始
め
た
。
小
説
を
書
く
の
は
、
京
都
大

　
学
時
代
の
「
流
転
」
以
来
十
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
全
く
の
作
り
ご
と
の
、
楽

　
し
く
、
贅
沢
な
感
じ
の
す
る
作
品
を
書
き
た
か
っ
た
。
で
き
る
な
ら
ペ
ル
シ
ャ
の
絨
仁
の

　
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
色
の
糸
で
織
り
な
し
た
美
し
く
、
贅
沢
な
感
じ
の
す
る
も
の
を
書

　
き
た
か
っ
た
。
終
戦
の
時
、
私
は
三
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
青
年
期
か
ら
壮
年
期
へ
か
け
て

　
の
、
人
間
の
一
生
で
一
番
大
切
な
時
期
を
、
暗
い
戦
争
の
中
に
埋
め
て
い
た
の
で
、
そ
の

--

　
反
動
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
と
に
か
く
小
説
と
い
う
形
で
、
贅
沢
で
、
楽
し
く
、
美
し
い
遊
び
を
し
た
か
っ
た
の
で

　
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
小
説
の
最
初
の
構
想
は
「
猟
銃
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

　
と
同
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
小
説
の
構
想
が
生
れ
た
。

　
　
私
は
毎
晩
の
よ
う
に
、
詩
作
の
ほ
か
に
、
そ
う
し
た
小
説
の
冒
頭
部
を
書
い
て
み
た
り
、

　
書
き
直
し
た
り
、
棄
て
た
り
し
て
い
た
。
（
略
）

　
　
私
は
今
で
も
、
そ
の
当
時
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
自
分
が
自
己
表
現
欲
に
取
り
憑
か
れ

　
た
不
思
議
な
時
期
だ
と
思
っ
て
い
る
。
終
戦
と
同
時
に
、
奇
妙
な
熱
病
に
取
り
憑
か
れ
た

　
の
で
あ
る
。
戦
争
が
も
っ
と
長
く
続
い
て
い
て
も
、
そ
し
て
ま
た
も
っ
と
早
く
戦
争
が
終

　
っ
て
い
て
も
、
私
は
小
説
を
書
く
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
戦
争
が
終
っ
た
時
、
あ
と
Ｉ
、
二
年
で
四
十
歳
で
あ
る
と
思
っ
た
。
新
聞
記
者
と
し
て

　
大
成
す
る
見
込
は
な
か
っ
た
し
、
－
と
言
う
よ
り
も
、
か
り
に
大
成
し
た
と
し
て
も
、

　
そ
れ
に
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
、
そ
う
い
う
自
分
を
客
観
視
で
き
る
年
齢

　
に
な
っ
て
い
た
。
自
分
を
表
現
す
る
以
外
、
も
う
こ
の
世
に
何
も
面
白
い
こ
と
は
な
い
と

　
い
っ
た
、
そ
う
い
う
自
己
限
定
の
で
き
る
年
齢
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
四
五
～
四

　
六
頁
）

５
）
　
注
（
２
）
と
同
書
の
ハ
○
頁
。

６
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
坂
入
公
一
が
『
井
上
靖
ノ
ー
ト
』
（
昭
5
3
・
風
書
房
）
に

　
　
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
『
通
夜
の
客
』
の
場
合
、
詩
「
野
分
」
「
高
原
」
に
描
写
さ
れ
た
落
莫
た
る
高
原
風
景
の

　
　
な
か
へ
、
作
者
意
中
の
孤
独
な
男
性
と
、
情
熱
的
な
女
性
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
詩
か
ら
一
篇
の
物
語
へ
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
、
詩
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
の
終
り
の
部

　
　
分
が
嵌
め
こ
ま
れ
て
い
る
個
所
も
あ
る
。
（
三
〇
九
頁
）

（
７
）
　
拙
著
『
挽
歌
の
系
譜
－
―
井
上
靖
の
世
界
』
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
一
〇
日
・
日
験
）
の

　
　
　
「
詩
『
瞳
』
の
周
辺
」
、
お
よ
び
「
井
上
靖
と
万
葉
集
」
参
照
の
こ
と
。

（
８
）
　
井
上
靖
『
故
里
の
鏡
』
（
昭
和
五
七
年
八
月
一
〇
日
・
中
公
文
庫
・
中
央
公
論
社
）
の

　
　
一
一
一
頁
。
な
お
そ
の
引
用
は
一
一
五
～
一
一
六
頁
。

（
９
）
　
注
（
８
）
と
同
書
の
「
初
出
一
覧
」
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
『
民
俗
学
研
究
－
―
‐
民
俗
学
研
究
所
紀
要
第
三
輯
－
－
』
（
昭
和
二
七
年
一
〇
月
一
五

　
　
日
発
行
・
日
本
民
俗
学
会
）
掲
載
の
論
文
。
な
お
本
文
引
用
は
同
書
の
六
三
～
六
四
頁
。
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