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北
原
白
秋

「
浴
室
」

の
詩
法

l

l
時
の
推
移
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
l

i

は
じ
め
に

北
原
白
秋
の
第
一
詩
集
「
邪
宗
門
」
(
明
治
位
・

3

易
風
社
)
は
、
日
本

の
近
代
詩
の
第
一
歩
を
著
し
た
画
期
的
な
詩
集
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
こ
れ

ま
で
言
及
も
多
く
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
河
村
正
敏
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
〈
文
芸
論
的
な
立
場
か
ら
す
る
論
究
〉
は
少
な
く
、
「
邪
宗
門
」
の
象
徴

詩
が
研
究
の
担
上
に
乗
せ
ら
れ
る
機
会
に
乏
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
詩
集
に
対

す
る
高
い
評
価
の
一
方
で
、
西
洋
象
徴
詩
を
基
準
と
し
、
そ
れ
と
比
較
し
て
「
邪

宗
門
」
の
象
鍛
詩
法
を
未
熟
と
断
じ
る
見
方
が
、
根
強
く
、
詩
集
の
否
定
的
評

価
の
根
拠
と
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
、
こ
う
し
た
動
向
が
省
み
ら
れ
、
象
徴
詩
を
盛
ん
に
制
作
し

て
い
た
白
秋
の
初
期
詩
業
は
再
評
価
の
機
運
に
あ
る
。
白
秋
研
究
の
流
れ
に
つ

い
て
見
る
前
に
、
一
先
ず
、
西
洋
に
お
け
る
象
徴
主
義
の
概
略
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
象
鍛
主
義
は
、
広
義
で
捉
え
た
場
合
、
ボ

i
ド
レ

i
ル
の
「
悪
の
華
』

(
1
8
5
7
初
刊
)
以
後
一
九
二

0
年
代
ま
で
、
半
世
紀
以
上
に
一
日
一
り
展
開
さ

れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
狭
義
の
象
徴
主
義
、
即
ち
流
派
と
し
て
の
象
徴
主
義

は
、
樫
め
て
短
期
間
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
八

0
年
代
、
マ
ラ
ル
メ
や
ヴ
エ

ル
レ

i
ヌ
、
ラ
ン
ボ
!
の
局
間
に
、
彼
ら
の
作
品
を
模
範
と
す
る
若
い
世
代
が

本

庄

あ
か
ね

集
い
、
こ
う
し
た
文
学
上
の
傾
向
に
対
し
、
象
徴
主
義
の
旗
印
が
ジ
ヤ
ン
・
モ

レ
ア
ス
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
モ
レ
ア
ス
は
、
一
八
九
一
年
に
は
自

ら
象
鍛
主
義
を
否
定
し
て
古
典
主
義
へ
の
復
帰
を
宣
言
、
流
派
は
こ
こ
に
解
体

さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
広
義
の
象
徴
主
義
は
長
く
保
た
れ
た
と
言
え

る
の
だ
が
、
流
派
と
し
て
、
共
通
の
教
義
が
存
在
し
て
い
た
訳
で
は
決
し
て
な

、。
L
V
 

前
述
し
た
西
洋
象
鍛
主
義
に
つ
い
て
の
歴
史
的
認
識
は
、
今
日
、
定
着
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
江
島
宏
隆
氏
は
、
こ
う
し
た
認
識
を
踏
ま
え
、
西
洋
に

お
け
る
広
義
の
象
徴
詩
に
確
国
と
し
た
教
義
が
あ
っ
た
か
の
如
く
想
定
し
、
そ

れ
と
の
比
較
か
ら
自
秋
の
象
徴
詩
の
達
成
度
を
低
い
も
の
と
し
て
き
た
従
来
の

研
究
に
対
し
、
改
め
て
、
疑
義
を
呈
し
た
。
江
鳥
氏
は
、
吋
邪
宗
門
』
詩
篇
が

制
作
さ
れ
て
い
た
明
治
四
十
年
前
後
は
、
〈
西
洋
に
お
け
る
狭
義
の
象
徴
主
義

が
沈
静
化
し
て
ま
も
な
い
時
期
〉
で
あ
り
、
〈
日
本
か
ら
象
徴
主
義
の
全
体
を

怖
服
で
き
る
は
ず
は
な
か
っ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
秋
の
象
徴
詩

を
、
〈
象
徴
主
義
と
い
う
広
い
沃
野
を
望
む
に
、
「
海
潮
音
」
と
い
う
一
本
の
細

い
管
か
ら
覗
く
の
み
〉
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ボ
ー
ド
レ
i
ル
に
由
来
す
る
《
共

感
覚
的
手
法
》
を
独
自
な
形
で
展
開
し
得
た
と
、
積
極
的
に
評
価
す
る
。
こ
う

し
た
江
島
氏
の
論
考
が
、
お
そ
ら
く
呼
び
水
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
、

白
秋
の
象
徴
詩
法
を
肯
定
的
に
探
ろ
う
と
す
る
研
究
が
続
い
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
、
近
年
に
な
っ
て
、
白
秋
の
象
徴
詩
を
研
究
対
象
に
据
え
る
論

究
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
は
白
秋
の
詩
法
の
展
開
を
把
捉
す
る
上

で
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
、
自
秋
研

究
に
は
具
体
的
な
分
析
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
拭
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
一
国
は
、
吋
邪
宗
門
』
「
思
ひ
出
』
(
明
治
組
・

6

東
雲
堂
書
応
)
吋
東

京
景
物
詩
及
其
他
」
(
大
正

2
・
7

東
雲
堂
書
庖
)
と
い
っ
た
白
秋
の
初
期

詩
集
が
総
括
さ
れ
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
、
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
各
々
の
詩
集
を
個
別
に
論
じ
、
集
中
の
詩
篇
を
個
々

の
作
品
と
し
て
精
査
す
る
よ
う
な
論
述
が
少
な
く
、
ま
た
、
一
詩
篇
に
即
し
た

分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
集
中
の
ご
く
一
部
の
代
表
作
に
限

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一
一
九
篤
の
作
か
ら
織
り
成

さ
れ
て
い
る
「
邪
宗
門
い
と
い
う
詩
集
に
は
、
未
だ
光
の
当
て
ら
れ
て
い
な
い

面
が
大
き
く
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
今
後
、
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
作
品
に
ま
で
自
配
り
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
集
の
全
容
は
明
ら
か

に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
で
、
こ
れ

ま
で
言
及
の
機
会
に
恵
ま
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
「
浴
室
」
(
明
治

4
・
8
制

作
、
初
出
『
新
声
」
明
治

4
・

m)
の
一
矯
に
着
目
し
、
そ
の
分
析
を
も
っ
て

門
邪
宗
門
」
の
象
徴
詩
法
を
考
察
す
る
端
緒
と
し
た
い
。
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「
浴
室
」
は
、
判
邪
宗
門
い
の
第
三
章
「
外
光
と
印
象
」
掌
中
の
一
矯
で
あ

る
。
構
図
川
下
流
、
大
川
の
流
れ
る
東
京
下
町
の
夕
暮
れ
の
進
行
が
辿
ら
れ
て

い
る
。
以
下
に
詩
篇
の
読
解
を
試
み
た
い
。

水

落

つ

、

た

た

と

浴

室

の

真

白

き

湯

壷

大
理
石
の
苦
悩
に
湯
気
ぞ
た
ち
の
ぼ
る
。

硝
子
の
外
の
濁
川
、
日
は
あ
か
あ
か
と

小
蒸
汽
の
船
腹
光
る
ひ
と
み
ぎ
り
、
太
鼓
ぞ
鳴
れ
る
。

と

た

ん

水

落

つ

、

た

た

と

灰

色

の

亜

鉛

の

屋

根

の

繋
留
所
、
わ
が
窓
近
き
陰
欝
に

行
徳
ゆ
き
の
人
は
い
ま
見
つ
つ
戸
な
し
、

川
む
か
ひ
、
黄
褐
色
の
雲
の
も
と
、
太
鼓
ぞ
鳴
れ
る
。

水

落

つ

、

た

た

と

両

国

の

大

吊

橋

は

う
ち
煤
け
、
上
手
斜
に
日
を
浴
び
て
、

色
薄
黄
ば
み
、
は
た
重
く
、
ち
ゃ
る
め
ら
ま
じ
り

せ

は

よ

忙
し
げ
に
夜
に
入
る
子
ら
が
身
の
運
び
、
太
鼓
ぞ
鳴
れ
る
。

水

落

つ

、

た

た

と

も

の

甘

く

、

あ

る

ひ

は

赤

く

、

う
ら
わ
か
き
わ
れ
の
素
肌
に
泌
み
き
た
る

し
ゃ
ば
ん

鉄
の
に
ほ
ひ
と
、
腐
れ
ゆ
く
石
鹸
の
し
ぶ
き
。

み

の

も

に

た

り

水
面
に
は
荷
足
の
暮
れ
て
呼
ぶ
声
す
、
太
鼓
ぞ
鳴
れ
る
。

水
落
つ
、
た
た
と
た
た
と
あ
な
音
色
柔
ら
に
、

心

め

い

し

出

大
理
石
の
な
や
み
に
湯
気
は
濃
く
、
温
る
く
、

鈍
き
ど
よ
み
と
外
光
の
な
ま
め
く
舗
に
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疲
れ
ゆ
く
赤
き
都
会
の
ら
う
た
げ
さ
、
太
鼓
ぞ
鳴
れ
る
。

(
傍
点
部
本
文
の
ま
ま
)

第
一
連
で
は
、
先
ず
前
半
二
行
の
一
文
に
浴
室
内
部
が
拙
か
れ
、
後
半
二
行

の
一
文
に
浴
室
外
部
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
一
連
に
対
応
し
、
第
五
連
も
、
二

行
ず
つ
、
室
内
と
室
外
の
様
子
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
摘
出
さ
れ
て
お
り
、
一
縞

の
首
尾
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
水
が
滴
り
、

湯
壷
か
ら
湯
気
が
立
ち
上
っ
て
い
る
浴
室
内
と
、
入
浴
中
の
〈
わ
れ
〉
が
ガ
ラ

ス
窓
か
ら
眺
め
て
い
る
室
外
の
大
川
端
の
光
景
と
が
対
寵
さ
れ
る
と
い
う
構
図

が
、
詩
縞
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
連
の
後
半
か
ら
第
三
連
ま
で
、
室
外
の
大
川
を
中
心
と
し
た
東
京
下
町

の
風
景
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。
濁
っ
た
大
出
に
夕
日
が
照
り
、

往
来
す
る
蒸
汽
船
の
船
体
が
夕
日
を
反
射
し
て
一
瞬
き
ら
め
く
。
対
岸
の
雲
は

夕
日
を
受
け
て
黄
褐
色
に
染
め
ら
れ
、
大
川
に
架
か
る
媒
け
た
両
国
檎
も
、
西

に
傾
く
太
陽
に
照
ら
さ
れ
薄
黄
色
く
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
刻
々
と
変
化

す
る
外
光
の
も
と
で
の
印
象
を
追
求
し
、
物
の
国
有
色
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
日
の
光
の
も
と
で
の
見
え
方
を
重
視
し
て
西
洋
画
壇
に
新
風
を
起
-
」
し
た
、

外
光
派
や
印
象
派
さ
な
が
ら
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
タ
自
を
受
け
る
大
川
の

風
景
が
、
物
体
に
本
来
備
わ
る
色
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
〈
わ
れ
〉
の
光
と
色

を
受
動
す
る
視
覚
の
ま
ま
に
捉
え
ら
れ
て
あ
る
。
大
川
を
軸
と
し
て
、
繋
留
所

で
黙
っ
て
河
を
見
つ
め
行
徳
方
面
へ
の
船
を
待
つ
乗
客
の
陰
麓
そ
う
な
姿
や
、

夜
の
訪
れ
を
察
し
橋
を
渡
っ
て
家
路
を
い
そ
ぐ
子
供
た
ち
と
い
っ
た
い
尽
景
が
配

撞
さ
れ
つ
つ
、
下
町
の
夕
暮
れ
の
全
体
が
〈
わ
れ
〉
の
自
に
よ
っ
て
写
し
出
さ

れ
る
。

レ

ス

!

ウ

フ

/

!

と
こ
ろ
で
、
木
下
杢
太
郎
に
、
夕
暮
れ
時
の
〈
西
洋
料
理
の
二
階
か
ら
〉
眺

め
ら
れ
た
両
国
嬬
近
辺
の
情
景
を
描
く
「
両
国
」
(
初
出
吋
三
田
文
学
』
明
治

レ
ス
}
ウ
ラ
ノ

1

6
・
7
)
の
詩
簡
が
あ
る
。
「
両
国
」
に
お
い
て
、
〈
西
洋
料
理
〉
の
窓
枠
に
切

り
取
ら
れ
て
い
る
の
は
、
〈
両
国
の
橋
の
下
へ
か
か
り
ゃ
/
大
船
は
捕
を
倒
す

よ
、
/
ゃ
あ
れ
そ
れ
船
頭
が
懸
替
を
す
る
よ
。
/
五
月
五
自
の
し
っ
と
り
と
/

肌
に
冷
き
河
の
嵐
、
/
凶
ツ
自
か
ら
来
る
早
船
の
緩
か
な
櫓
拍
子
や
、
/
牡
丹

を
染
め
た
半
維
の
蝶
蝶
が
波
に
も
ま
る
る
。
〉
(
/
は
改
行
を
表
す
・
以
下
同
様
)

と
い
う
よ
う
な
、
大
船
が
帆
柱
を
倒
し
て
橋
の
下
を
通
過
し
、
船
頭
、
の
着
た
半

維
が
波
に
挟
ま
れ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
船
頭
の
か
け
声
や
早
船
の
櫓
拍
子
な

ど
も
開
か
れ
、
要
す
る
に
こ
こ
で
は
、
明
治
三
十
七
年
に
鉄
橋
と
な
っ
た
両
国

橋
や
、
最
新
の
巨
大
建
築
物
で
あ
っ
た
〈
国
技
館
の
内
屋
根
〉
と
い
っ
た
近
代

東
京
の
姿
に
二
重
と
な
っ
て
、
非
在
の
江
戸
が
〈
な
つ
か
し
〉
く
眼
差
さ
れ
て

い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
江
戸
情
調
を
求

め
て
大
川
端
付
近
に
会
合
の
場
を
設
け
た
パ
ン
の
会
に
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
「
浴
室
」
と
「
両
国
」
と
の
、
夕
暮
れ
の
両
国
橋
を
捉
え
た
こ

詩
篇
を
比
べ
て
み
る
と
、
「
浴
室
」
の
窓
か
ら
切
り
取
ら
れ
る
風
景
が
、
当
時

の
下
町
を
実
体
的
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
点
が
際
立
つ
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た

よ
う
に
「
浴
室
」
で
は
、
明
治
末
の
大
川
端
が
、
〈
わ
れ
〉
の
視
覚
の
ま
ま
に

活
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
三
連
ま
で
、
〈
わ
れ
〉
の
視
線
は
、
近
傍
の
川
端
の
繋
留

所
か
ら
、
次
第
に
、
そ
の
対
岸
や
岡
田
橋
へ
と
遠
方
に
向
け
ら
れ
、
山
を
広
く

見
渡
す
視
野
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
挽
線
の
移
動
と
と
も
に
、

作
中
の
時
間
も
経
過
し
、
第
四
連
で
は
〈
暮
れ
て
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
日
没
を

迎
え
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
荷
足
船
の
漸
く
到
来
し
た
こ
と
が
船
頭
の
乗
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客
を
呼
ぶ
声
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
日
暮
れ
に
伴
い
辺
り
は
薄
暗
く
感
覚
の
優
勢

は
視
覚
か
ら
聴
覚
へ
と
移
行
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
終
連
で
は
視
覚
は
一

層
ぼ
ん
や
り
と
し
、
識
に
覆
わ
れ
日
没
後
の
残
照
に
か
す
む
都
会
が
提
示
さ
れ

て
あ
る
。
陪
一
騒
も
鈍
く
、
宛
ら
夜
の
中
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
だ
。
東

京
の
下
町
の
日
没
に
、
一
日
の
幕
引
き
に
際
し
て
〈
疲
れ
ゆ
〉
き
〈
ら
う
た
げ
〉

で
あ
る
よ
う
な
、
衰
退
の
美
が
見
出
さ
れ
て
詩
篇
は
閉
じ
ら
れ
る
。

「
浴
室
」
で
は
、
前
半
に
お
い
て
は
落
日
に
照
ら
さ
れ
、
後
半
に
至
つ
て
は

日
没
後
の
優
美
な
残
照
の
も
と
に
、
日
没
前
後
の
光
の
推
移
に
即
応
し
た
姿
で
、

東
京
の
下
町
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
集
中
の
「
外
光
と
印
象
」
と
い
う
章
題
に

も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
没
の
産
前
か
ら
産
後
へ
と
至
る
時
間
の
経
過
は
、

変
化
し
て
い
く
夕
日
の
も
と
で
の
大
川
端
の
明
暗
と
色
と
が
中
心
的
に
捉
え
ら

れ
、
〈
わ
れ
〉
の
印
象
の
推
移
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
室
外
の
展
開
に
対
し
、
室
内
は
、
第
四
連
で
、
〈
水
落
つ
、

た
た
と
・
・
・
・
・
・
・
・
・
も
の
甘
く
、
あ
る
ひ
は
赤
く
、
/
う
ら
わ
か
き
わ
れ
の
素

肌
に
泌
み
き
た
る
/
鉄
の
に
ほ
ひ
と
、
腐
れ
ゆ
く
石
鹸
の
し
ぶ
き
〉
と
あ
る
。

給
水
配
管
の
腐
蝕
に
よ
っ
て
、
鉄
錆
を
含
ん
だ
赤
い
水
が
滴
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
入
浴
中
の
〈
わ
れ
〉
の
身
体
に
も
そ
の
鉄
の
匂
い
が
浸
透
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
視
覚
が
弱
ま
っ
た
薄
明
か
り
の
下
、
嘆
党
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
鉄
錆
の
匂
い
か
ら
連
想
さ
れ
て
、
清
潔
な
石
鹸
ま
で
も
〈
腐
れ
ゆ

く
〉
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
石
般
の
泡
立
ち
は
、
あ
た
か
も
勝
敗
に
よ
る
発
酵

作
用
に
よ
っ
て
泡
が
生
じ
て
い
る
か
の
如
く
に
幻
視
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
う
し
た
室
内
に
お
け
る
腐
敗
の
幻
覚
は
、
次
の
よ
う
な
詩
篇
の
構
想
に
組

み
こ
ま
れ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
室
内
と
室
外
と
が
対
置
さ
れ
、
第

一
一
、
三
連
で
は
室
外
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
濁
っ
た
大
川
に
架
か
る
問

田
橋
が
煤
に
汚
れ
重
圧
感
を
も
っ
て
い
る
姿
と
さ
れ
る
点
に
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
通
り
、
落
日
に
照
ら
さ
れ
た
下
町
の
〈
疲
れ
〉
た
印
象
が
写
し
出
さ
れ
て

あ
る
。
夕
暮
れ
の
大
川
端
の
風
景
に
凋
落
の
印
象
を
見
出
す
こ
の
流
れ
は
、
続

く
第
四
速
に
至
っ
て
、
〈
わ
れ
〉
の
内
面
に
浮
か
び
上
が
る
腐
っ
た
室
内
の
幻

像
へ
と
連
な
っ
て
行
く
。

前
述
し
た
よ
う
な
、
室
外
と
室
内
の
描
写
が
一
連
の
繋
が
り
を
有
し
、
室
外

の
印
象
が
〈
わ
れ
〉
の
内
的
な
幻
影
と
結
び
つ
い
て
い
く
構
成
に
鑑
み
れ
ば
、

作
中
に
描
か
れ
て
い
る
下
町
の
夕
暮
れ
は
、
単
な
る
室
外
の
現
象
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
〈
わ
れ
〉
の
凋
落
の
内
部
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
の
心
象
と
解
釈

で
き
る
だ
ろ
う
。
作
中
に
お
い
て
室
内
に
は
湯
気
が
た
ち
こ
め
、
ま
た
、
室
外

も
鵠
に
輩
さ
れ
て
お
り
、
室
内
と
室
外
の
境
界
が
判
然
と
し
て
い
な
い
の
は
、

室
外
の
夕
暮
れ
の
光
景
が
客
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
〈
わ
れ
〉
の
内
部

の
表
現
と
も
な
っ
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
全
速
に
お
け
る
〈
水
落
つ
、
た
た
と
・
:
:
〉
〈
太
鼓
ぞ
鳴
れ
る
〉

の
繰
り
返
し
句
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
水
滴
の
音
は
、
浴
室
内
に
実

際
に
響
く
音
で
あ
る
の
だ
が
、
一
方
太
鼓
は
、
作
中
の
状
況
下
で
現
実
に
鳴
り

続
け
て
い
る
と
は
考
え
難
く
、
水
滴
が
落
下
し
て
物
体
に
当
た
る
際
に
生
じ
る

響
き
が
〈
わ
れ
〉
に
太
鼓
の
音
を
連
想
さ
せ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
。
詩
篇

に
お
い
て
、
〈
わ
れ
〉
に
は
太
鼓
と
し
て
関
こ
え
る
音
が
連
続
し
て
響
き
、
時

間
は
推
移
し
て
い
く
。
太
鼓
は
古
来
時
刻
を
告
げ
る
音
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ

に
由
来
し
て
、
時
の
移
行
を
表
す
響
き
と
し
て
問
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

夕
暮
れ
か
ら
夜
へ
の
進
行
を
見
続
け
る
中
で
生
じ
る
〈
わ
れ
〉
の
腐
敗
の
幻
覚

に
対
し
て
、
そ
の
背
景
に
鳴
り
続
け
る
太
鼓
は
、
衰
退
の
途
を
一
歩
ま
た
一
歩

と
進
め
て
い
く
よ
う
な
、
時
間
の
足
音
と
し
て
響
く
。
〈
わ
れ
〉
の
内
部
に
は
、
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凋
落
へ
と
向
う
時
間
の
直
進
が
、
音
と
し
て
鳴
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
夕

暮
れ
か
ら
夜
へ
か
け
て
、
夕
日
の
変
化
と
と
も
に
推
移
し
て
い
く
下
前
が
微
細

に
描
写
さ
れ
る
「
浴
室
」
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
わ
れ
〉

の
内
臨
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
〈
う
ら
わ
か
き
わ
れ
〉
の
背
春
が
頂
か
ら
下

降
し
て
行
く
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
暗
い
時
間
認
識
で
も
あ
る
。

前
章
で
見
て
き
た
よ
う
な
「
浴
室
」
に
お
け
る
時
間
の
認
識
や
夕
暮
れ
に
生

じ
る
腐
敗
の
幻
影
は
、
自
秋
に
独
自
の
表
現
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
予
め
述
べ

て
お
く
と
、
そ
れ
は
、
ボ
i
ド
レ

i
ル
の
象
鍛
詩
と
の
関
係
の
中
で
生
成
さ
れ

た
も
の
と
党
し
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

「
浴
室
」
が
制
作
さ
れ
た
明
治
四
十
一
年
は
、
日
本
の
文
壇
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
翻
訳
出
版
が
緒
に
就
く
年
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
上
田
敏
「
海
潮
音
』
(
明

治
犯
・
山
本
郷
番
院
)
中
の
ボ

i
ド
レ

i
ル
「
悪
の
華
」
の
訳
詩
に
後
続
す

る
も
の
は
、
そ
れ
以
前
は
、
折
竹
蓉
峰
訳
「
音
楽
」
(
吋
帝
国
文
学
』
明
治
犯
-

m)
が
あ
る
の
み
だ
っ
た
の
が
、
明
治
四
十
一
年
に
入
り
、
折
竹
結
後
峰
訳
「
前
向

物
問
…
謄
」
(
吋
帝
国
文
学
い
明
治
4
・
1
)
、
内
藤
翠
訳
「
異
香
」
「
薄
命
」
「
落
田
」

「
敵
」
(
『
帝
国
文
学
」
明
治
4
・2
)
、
架
山
茂
訳
「
黙
想
」
(
「
明
日
と
明
治
4
・

3
)
、
三
木
露
風
訳
「
敗
額
の
曲
」
(
吋
小
鼓
』
明
治
抗
・

6
)
の
翻
訳
が
出
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ー
ド
レ
!
ル
の
散
文
詩
に
つ
い
て
も
、
蒲
原
有
明
に
よ
っ

て
、
「
的
中
」
「
描
か
む
と
す
る
欲
す
る
希
望
」
(
吋
趣
味
」
明
治
4
・
5
)
が
訳

出
さ
れ
、
有
明
の
一
連
の
ボ
i
ド
レ
i
ル
散
文
詩
の
翻
訳
が
こ
の
年
始
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
四
十
一
年
に
、
ボ

i
ド
レ
ー
ル
の
翻
訳
は
増
加
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
契
機
に
つ
い
て
は

ス
タ
i
ム
に
よ
る
宝
仙
の
華
』
の
英
訳
が
、
少
な
く
と
も
明
治
四
十
年

の
後
半
に
輸
入
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
事
は
、
こ
れ
を
底
本
と
す
る
翻
訳
や

評
論
が
、
四
十
一
年
に
な
っ
て
か
ら
続
々
現
わ
れ
出
し
た
事
に
よ
っ
て
推

定
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
彼
の
詩
の
翻
訳
は
ま
す
ま
す
盛
に
な
っ
て
ゆ
く

と
、
従
来
移
入
さ
れ
て
い
た
ス
チ
ユ
ア

i
ト
・
メ
リ
ル
に
よ
る
英
訳
、
ア
ー

サ

i
・
シ
モ
ン
ズ
に
よ
る
英
訳
の
二
つ
に
加
え
、
明
治
四
十
年
末
に
ス
タ

i
ム

の
英
訳
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
が
矢
野
峰
人
氏
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
、
英
訳

本
の
移
入
の
問
題
が
考
臆
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
吋
邪
宗
門
』
詩
篇
に
お
け
る
ボ
i
ド
レ
ー
ル
の
影
響
は
、
主
に
、

「
海
瀬
音
』
に
訳
出
さ
れ
た
作
と
の
関
連
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
「
邪
宗
門
』
の
主
要
な
詩
篇
が
制
作
さ
れ
た
明
治
四
十
一
年
は
、
「
海
潮
音
』

に
次
ぐ
形
で
、
文
壇
で
複
数
の
翻
訳
者
に
よ
る
ボ
i
ド
レ
i
ル
の
訳
詩
が
出
さ

れ
始
め
る
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
吋
海
潮
音
』
中
の
詩
篇
と
の
影

響
関
係
以
外
の
範
閉
ま
で
押
し
広
げ
、
明
治
四
十
一
年
に
訳
出
さ
れ
た
ボ
i
ド

レ
!
ル
詩
篇
と
「
浴
室
」
と
の
関
連
を
採
っ
て
み
た
い
。

「
浴
室
」
と
関
連
が
深
い
と
思
わ
れ
る
作
に
、
内
藤
程
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ

た
「
落
日
」
(
『
帝
国
文
学
』
明
治
引
・

2
)
が
あ
る
。

は

て

い

つ

ひ

い
み
じ
の
極
や
、
澄
み
の
ぼ
る
巌
日
の
ひ
か
り

そ
‘

火
花
の
み
だ
れ
さ
な
が
ら
に
、
瀧
ぐ
焼
。

i
幸
こ
そ
足
ら
へ
、
夢
し
の
ぎ
、
落
ち
ゆ
く
影
の
、



久
遠
の
花
や
ぎ
仰
ぎ
み
る
人
の
あ
く
が
れ
。

お
も
ひ
で

湧
く
や
追
矯
さ
け
見
る
に
腕
の
な
や
み
か
、

相
削
剥
叫
蹴
齢
制
1
国
側
叫
引
制
判
制
・
-

i
時
こ
そ
経
ぬ
れ
、
さ
も
あ
れ
や
、
野
末
と
く
は
せ

あ
・瑳

ひ
た
ば
し
り
、
い
と
せ
め
て
、
薄
日
と
ら
へ
む
。

あ

ど

た

か

み

く

ら

し

さ

か

と
む
れ
ぞ
空
ぞ
、
高
御
座
を
ち
に
離
り
ぬ
。

砕
き
も
あ
へ
ず
、
夜
の
領
あ
や
め
あ
ら
な
く
、

た

ま

お

の

の

き

し
め
や
ぐ
け
は
ひ
、
穆
た
り
や
、
魂
の
戦
様
。

し
き
み

真
簡
を
こ
め
て
漂
ふ
よ
、
植
の
に
ほ
ひ
、

あ
な
や
凝
れ
る
腕
牛
、
膜
の
わ
た
り
に
、

み

由

ま

み

M
ぎ
わ

水
沼
の
汀
く
ず
ほ
れ
の
歩
み
い
た
ま
し
。

(
傍
線
部
引
用
者
)
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「
落
日
」
と
題
さ
れ
て
い
る
通
り
、
第
一
連
は
、
〈
火
花
〉
の
如
き
夜
明
け
の

太
陽
の
光
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
三
行
自
以
静
、
そ
の
朝
日
以

上
の
光
を
注
ぐ
、
永
遠
の
栄
え
を
誇
る
よ
う
な
落
日
に
一
一
言
及
が
移
っ
て
い
る
。

第
二
連
で
、
天
地
に
お
け
る
栄
枯
の
対
照
が
鮮
や
か
に
、
〈
久
遠
の
花
や
ぎ
〉

を
湛
え
る
圧
倒
的
な
落
田
に
照
ら
さ
れ
る
地
上
は
、
〈
花
も
泉
も
畝
路
も
、
自

路
に
す
が
れ
ぬ
〉
と
、
花
や
泉
や
畑
や
見
渡
す
限
り
一
斉
に
枯
れ
る
と
い
う
幻

影
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
程
の
強
い
威
力
を
持
ち
輝
い
た
落
日
も
、
も

は
や
〈
薄
日
〉
が
残
る
ば
か
り
で
あ
り
、
第
三
連
で
は
、
〈
真
関
〉
の
夜
が
到

来
す
る
。
〈
時
こ
そ
経
ぬ
れ
〉
と
認
識
さ
れ
て
も
い
る
通
り
、
太
陽
の
光
度
の

変
化
と
伴
に
、
夕
暮
れ
の
時
間
は
既
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
作

中
で
の
時
間
の
推
移
は
、
第
三
連
で
、
夜
の
支
配
地
が
死
の
匂
い
が
立
ち
寵
め

る
荒
廃
し
た
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
点
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
衰
退

へ
向
か
っ
て
進
み
行
く
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

よ
う
な
時
間
の
進
み
行
き
の
残
酷
さ
は
、
「
落
日
」
に
お
け
る
作
中
主
体
が
、
〈
野

末
と
く
は
せ
/
嵯
ひ
た
ば
し
り
、
い
と
せ
め
て
、
薄
日
と
ら
へ
む
〉
と
抵
抗
を

示
す
も
の
の
、
〈
と
む
れ
ぞ
空
〉
と
、
抗
い
難
く
、
時
間
が
夜
へ
と
進
行
し
て

い
く
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夕

暮
れ
か
ら
夜
へ
の
時
間
の
推
移
が
凋
落
へ
の
進
行
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
「
浴
室
」
と
「
落
田
」
は
共
通
性
を
持
ち
、
さ
ら
に
、
「
浴
室
」
で

夕
暮
れ
に
生
じ
る
腐
敗
の
幻
影
は
、
「
落
田
」
に
お
け
る
落
日
の
も
と
に
全
て

が
朽
ち
る
と
い
う
凋
落
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
関
連
す
る
。

「
悪
の
華
」
に
見
ら
れ
る
夕
暮
れ
の
凋
落
の
イ
メ
ー
ジ
に
着
自
し
て
み
る
と
、

そ
の
影
響
は
、
「
浴
室
」
以
外
の
「
邪
宗
門
』
の
他
の
詩
篇
に
も
表
れ
て
い
る
。

そ
の
一
例
を
、
「
明
星
」
に
掲
載
さ
れ
た
栗
山
茂
訳
「
黙
想
」
と
吋
邪
宗
門
」

「
魔
留
の
た
そ
が
れ
」
(
明
治
4
・
8
制
作
初
出
吋
中
央
公
論
』
明
治
4
・
9
)

の
二
作
の
開
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
黙
想
」
で
日
没
は
、
〈
天
の
高
捕
に
究

り
/
衣
は
古
り
、
往
に
け
る
♂
之
の
う
つ
ぶ
す
〉
と
、
死
ん
だ
歳
月
が
古
び

た
衣
服
を
着
て
地
面
に
身
を
伏
す
様
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
夜
に
つ
い
て

も
同
様
に
擬
人
化
さ
れ
、
〈
長
き
死
衣
ひ
き
、
東
に
、
か
く
て
ぞ
歩
む
/
良
夜

の
足
音
を
聴
き
ね
〉
と
、
東
方
に
長
い
屍
衣
を
た
な
び
か
せ
な
が
ら
歩
み
進
む

と
さ
れ
て
お
り
、
作
中
主
体
は
そ
の
足
音
に
耳
を
す
ま
す
。
一
方
、
一
岨
邪
宗
門
」

「
魔
一
回
の
た
そ
が
れ
」
に
お
い
て
、
禍
々
し
く
も
夜
が
到
来
す
る
捺
は
、
〈
邑
天

鵡
械
を
擦
る
ご
と
き
裳
裾
の
ほ
か
は
/
声
も
な
く
甘
く
重
た
き
識
の
問
問
、
/
は

や
も
王
女
の
予
ら
す
べ
き
夜
と
こ
そ
な
り
ぬ
〉
と
、
夜
を
支
配
す
る
魔
国
の
王



20 

女
の
裳
裾
を
擦
る
音
と
し
て
関
か
れ
て
お
り
、
夜
を
擬
人
化
し
、
活
用
す
る
衣

服
を
引
き
ず
り
進
む
姿
と
し
て
捉
え
つ
つ
そ
の
歩
み
の
音
に
注
目
し
て
い
る
と

い
う
点
で
「
黙
想
」
と
の
共
通
性
を
見
出
せ
る
。

ま
た
別
に
、
「
黙
想
」
に
お
い
て
、
擬
人
化
さ
れ
た
夕
暮
れ
が
着
用
す
る
衣

服
が
〈
古
り
〉
と
さ
れ
て
い
る
点
を
重
点
的
に
見
る
な
ら
ば
、
吋
邪
宗
門
』
中

の
「
赤
き
僧
正
」
(
明
治
引
・
泣
制
作
初
出
吋
ス
バ
ル
」
明
治
位

l
)
と
の

関
連
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
幻
想
と
し
て
の
黒
衣
の
僧
が
夕
暮
れ
を
背

景
に
し
て
拙
か
れ
て
い
る
「
赤
き
僧
正
」
に
は
、
真
っ
赤
に
染
ま
る
夕
暮
れ
の

空
か
ら
浮
き
出
て
い
た
僧
の
幻
影
が
、
夕
日
の
光
の
弱
ま
り
行
く
夜
へ
か
け
て
、

〈
長
き
僧
服
/
欄
壊
す
る
暗
紅
色
の
に
は
ひ
し
て
〉
と
、
黒
衣
の
僧
の
背
景
が

赤
色
か
ら
暗
紅
色
へ
と
変
化
し
、
問
問
と
馴
染
む
推
移
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お

り
、
夕
暮
れ
の
、
衰
退
の
雰
間
気
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
黙
想
」

の
〈
衣
は
古
り
〉
と
い
う
夕
暮
れ
の
表
現
と
、
夕
暮
れ
の
空
に
腐
っ
た
衣
の
幻

影
を
見
る
「
赤
き
僧
正
」
と
の
影
響
関
係
を
指
摘
で
き
る
。

後
に
白
秋
は
、
「
邪
宗
門
」
新
派
体
が
判
制
作
さ
れ
た
明
治
四
十
一
年
を
〈
象

徴
詩
の
移
植
と
共
に
仏
関
西
頚
唐
派
の
思
想
が
官
能
交
錯
の
幻
法
を
以
て
、
若

A

げ
)

い
自
本
の
詩
壌
を
迷
肢
魅
了
し
〉
た
と
し
、
白
秋
自
身
も
そ
れ
ら
の
文
学
を
求

め
た
と
一
出
願
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
象
鍛
詩
の
祖
で
あ
り
、
仏

関
西
頚
唐
派
の
鴨
矢
で
も
あ
る
ボ

i
ド
レ

i
ル
の
同
時
代
の
翻
訳
に
、
白
秋
の

自
が
行
き
届
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
の
だ
が
、
実
際

に
ど
の
翻
訳
を
見
て
い
た
か
は
、
今
日
残
さ
れ
た
白
秋
関
連
の
資
料
か
ら
断
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
内
藤
翠
訳
「
落
田
」
に
つ
い
て
言

え
ば
、
白
秋
が
こ
れ
を
見
て
い
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
掲
載

誌
が
つ
常
国
文
学
」
と
い
う
当
時
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
雑
誌
で
あ
る
こ
と
も

根
拠
の
一
つ
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
の
作
と
向
時
に
翻
訳
発
表
さ
れ
た
他

の
一
一
一
慌
の
一
つ
、
「
異
香
」
に
あ
る
。
四
行
、
四
行
、
六
行
の
全
三
連
か
ら
成

る
ソ
、
ネ
ッ
ト
形
式
の
作
で
あ
る
「
呉
香
」
は
、
〈
こ
の
ゆ
ふ
べ
、
眼
を
と
ぢ
て
、

秋
の
火
照
に
、
/
汗
し
づ
く
な
が
腕
の
薬
を
か
げ
ば
、
〉
と
い
う
こ
行
か
ら
書

き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
、
暖
か
い
夕
暮
れ
時
に
汗
流
れ
る
女
性
の
胸
の

匂
い
を
吸
い
、
そ
の
匂
い
に
よ
っ
て
、
熱
帯
の
島
が
喚
起
さ
れ
、
以
下
で
は
、

匂
い
か
ら
連
想
さ
れ
た
島
で
の
出
来
事
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
異
香
」

翻
訳
の
翌
月
に
執
艶
さ
れ
た
白
秋
の
「
酷
の
斐
」
(
明
治
引
・

3
制
作
初
出
「
趣

味
い
明
治
抗
・

5
)
も
、
凶
行
、
四
行
、
六
行
の
全
三
連
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

-ho

つ

れ

~Ln

〈
蒼
ざ
め
し
汝
が
面
、
鐙
え
よ
ど
む
睦
の
に
ご
り
、
/
薄
暮
に
熟
視
め
つ
つ
撰

み
ち
る
髪
の
香
を
き
け
ば
i
〉
と
、
夕
暮
れ
に
女
性
の
髪
の
匂
い
を
嘆
ぐ
冒
頭

二
行
か
ら
、
以
下
で
は
、
そ
の
匂
い
か
ら
連
想
さ
れ
た
河
岸
風
景
が
詳
述
さ
れ

て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
詩
篇
の
体
裁
が
、
ボ
ー
ド
レ
!
ル
の
「
異
香
」
か
ら
着

想
を
得
て
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
「
異
香
」
の
翻
訳
が
発
表
さ
れ
た
直
後
、

「
酷
の
翌
」
が
制
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
時
期
の
符
合
か
ら
、
内
藤
の
訳
業
を

確
認
し
た
上
で
「
酷
の
翌
」
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
事
か
ら
、

「
酷
の
織
と
と
問
時
に
発
表
さ
れ
て
い
る
「
落
田
」
に
つ
い
て
も
白
秋
の
自
に
入
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
四
十
一
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
ボ
ー
ド
レ
i
ル
の
翻
訳
を
見
渡
す
と
、

「
落
日
」
、
「
異
香
」
、
「
黙
想
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
夕
暮
れ
の
詩
篇
が

率
先
し
て
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
〈
総
じ
て
物
の
栄
え
盛
む
な
時
よ
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り
も
、
衰
へ
頚
れ
か
け
た
時
に
於
て
よ
り
多
く
の
美
を
観
取
す
る
に
勉
め
た

デ
カ
グ
/
ト

頚
唐
派
の
特
色
は
此
の
詩
に
遺
憾
無
く
発
揮
せ
ら
れ
て
居
る
〉
(
河
井
酔
若
「
解

釈
「
薄
暮
の
出
」
」
「
詩
人
」
明
治
必
・
凶
)
と
評
さ
れ
た
「
海
潮
音
〕
中
最
も

白
秋
が
愛
読
し
た
と
さ
れ
る
ボ
ー
ド
レ
!
ル
の
「
薄
暮
の
曲
」
を
筆
頭
と
し
て
、

ボ
i
ド
レ

i
ル
が
夕
暮
れ
を
積
極
的
に
作
中
に
取
り
入
れ
、
凋
落
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
描
き
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
〈
彼
が
逸
楽
の
患
を
ヤ
っ
た
時
は
ロ
ン
バ

ア
ル
デ
イ
の
眺
望
に
見
る
如
く
、
死
に
就
か
ん
と
す
る
青
葉
と
滅
び
た
蓄
殺
の

色
調
を
以
て
大
空
の
染
め
ら
れ
た
黄
昏
の
時
で
あ
っ
た
〉
(
後
藤
末
雄
訳
「
デ

カ
ダ
ン
ス
の
理
論
」
「
ス
バ
ル
』
明
治
判
・

7
)
と
、
ボ
!
ド
レ

i
ル
に
つ
い

て
の
評
論
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
、
翻
訳
と
論
述
と
が
伴
い
な
が
ら
、
文
壇
に

浸
透
し
て
い
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
同
時
代
の
動
向
の
な
か
で
、
白
秋
も
ボ

i
ド
レ

i
ル
に
示
唆
を

受
け
た
と
覚
し
く
、
前
章
で
は
、
特
に
、
「
悪
の
華
同
「
落
日
」
に
着
自
し
て
、

一
日
の
終
駕
と
し
て
の
夕
暮
れ
に
凋
落
へ
と
向
か
っ
て
行
く
暗
携
た
る
時
間
認

識
が
鋭
く
示
さ
れ
て
い
る
点
と
、
落
臼
の
も
と
で
一
切
が
枯
れ
て
い
く
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
と
を
、
吋
邪
宗
門
」
「
浴
室
」
が
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

述
べ
た
よ
う
な
両
詩
篇
の
共
通
性
を
踏
ま
え
た
上
で
次
に
考
え
た
い
の
が
、
時

間
の
推
移
が
、
「
浴
室
」
で
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
方

法
に
つ
い
て
で
あ
る
。

既
に
「
浴
室
」
の
解
釈
を
行
う
中
で
提
示
し
た
よ
う
に
、
「
浴
室
」
に
お
い

て
、
日
没
の
、
直
前
か
ら
直
後
へ
と
至
る
時
間
の
経
過
は
、
先
ず
、
刻
々
と
変

化
す
る
夕
日
の
も
と
で
の
大
川
端
の
明
暗
と
色
と
が
中
心
的
に
捉
え
ら
れ
、
〈
わ

れ
〉
の
視
覚
の
推
移
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
「
落
日
」
に
お
い
て
も
、
夕

日
の
光
度
の
変
化
が
描
き
込
ま
れ
て
い
た
が
、
「
浴
室
」
で
は
、
夕
日
に
照
ら

さ
れ
た
物
の
色
を
そ
の
ま
ま
示
す
こ
と
で
外
光
の
効
果
を
細
や
か
に
表
現
す
る

な
ど
、
〈
わ
れ
〉
の
自
を
通
し
て
東
京
下
町
が
夜
へ
向
か
う
像
が
一
層
具
体
的

に
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
視
覚
の
他
に
も
、
〈
水
落
つ
、
た
た
と

・
)
と
水
滴
の
音
が
連
続
し
て
間
か
れ
、
時
間
の
経
過
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
夕
暮
れ
が
進
行
す
る
様
が
視
覚
と
聴
覚
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、

凋
落
の
印
象
が
形
成
さ
れ
た
よ
に
、
詩
篇
後
半
で
錆
の
匂
い
と
い
う
唆
覚
も
動

員
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
腐
敗
の
幻
覚
を
生
じ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
詩
篇

の
一
連
の
流
れ
で
あ
っ
た
。
〈
わ
れ
〉
の
諾
感
覚
が
複
合
さ
れ
な
が
ら
夕
暮
れ

の
進
行
が
辿
ら
れ
、
幻
覚
へ
と
連
な
っ
て
い
く
。

ま
た
、
〈
太
鼓
ぞ
鳴
れ
る
〉
と
い
う
幻
聴
は
全
連
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
作
中
の
主
題
が
示
さ
れ
て
あ
る
の
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う

な
、
諸
感
覚
を
通
し
て
〈
わ
れ
〉
が
知
覚
す
る
具
体
的
な
夕
暮
れ
の
進
行
の
中

で
、
こ
の
太
鼓
の
音
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
こ
の
太
鼓
の
音
は
、
五
官
を
通
し

て
〈
わ
れ
〉
が
知
覚
す
る
具
体
的
な
夕
暮
れ
の
進
行
の
中
で
、
時
間
の
推
移
と

い
う
概
念
の
み
が
取
り
出
さ
れ
た
、
抽
象
の
表
現
だ
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。
太
鼓
の
音
が
〈
わ
れ
〉
の
内
面
に
の
み
響
く
の
は
、
時
間
の

推
移
と
い
う
概
念
が
、
具
体
物
で
は
な
く
、
頭
の
中
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る

た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
浴
室
」
に
お
い
て
は
、
〈
わ
れ
〉
の
具
体
的
な
感
覚
描
写
と

組
み
合
わ
せ
て
、
時
の
推
移
と
い
う
抽
象
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
白

秋
は
、
童
心
の
華
い
詩
篇
に
見
ら
れ
る
、
凋
落
を
麗
す
時
間
の
進
行
を
強
く
意

識
す
る
と
い
っ
た
市
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
時
の
推
移
の
認
識
を
抽
象
の
表
現
へ

と
展
開
さ
せ
て
い
る
。
時
の
推
移
と
い
う
抽
象
が
感
覚
表
現
に
具
体
的
に
沈
滞

す
る
形
で
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
「
浴
室
」
の
詩
法
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

木
下
杢
太
郎
「
詩
集
「
邪
宗
門
』
を
評
す
」
(
「
ス
バ
ル
い
明
治
必
・

5
)
に

は
、
「
邪
宗
門
~
詩
協
が
〈
一
定
方
向
の
狭
い
ド
グ
マ
を
主
張
す
る
者
で
は
抵
…
〉

く
〈
感
覚
及
び
単
一
感
情
の
配
鵠
〉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

当
時
東
京
常
国
大
学
医
学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
杢
太
郎
は
、
精
神
病
学
を
志
望

(
却
}し

元
良
勇
次
郎
の
心
理
学
を
受
講
し
て
い
た
。
開
時
代
の
日
本
の
心
理
学
の
主

流
は
、
ド
イ
ツ
の
心
理
学
者
、
ヴ
ン
ト
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ン
ト

は
〈
二
種
ノ
精
神
要
素
〉
と
し
て
〈
感
覚
及
ピ
単
一
感
情
〉
(
一
一
ん
良
勇
次
郎
「
ヴ

ン
ト
氏
心
理
学
概
論
い
明
治
お
・
日
富
山
房
)
と
い
う
瞬
間
的
な
最
小
単

位
を
設
定
し
、
〈
精
神
経
験
内
容
ハ
常
一
一
感
覚
要
素
及
ピ
感
情
要
素
ノ
多
様
結

合
ヨ
リ
成
ル
〉
と
す
る
心
理
学
を
提
唱
し
て
い
た
。
心
的
内
容
は
、
最
小
単
位

の
複
合
体
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
明
瞭
に
意
識
す
る
〈
統
覚
〉
に
よ
っ
て
思
想

が
成
立
す
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
杢
太
郎
は
、
心
理
学
で
用
い
ら
れ
て
い
る

〈
感
覚
及
、
ヒ
単
一
感
情
〉
と
い
う
学
術
用
語
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
、
吋
邪
宗
門
』

を
評
し
て
い
る
。
杢
太
郎
の
論
考
の
意
図
は
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た
心
理
学
の

枠
組
み
に
郎
し
て
、
明
硲
な
思
想
と
し
て
統
合
さ
れ
る
以
前
の
感
覚
に
ま
で
引

き
戻
し
〈
唯
脱
げ
な
る
も
の
を
暗
示
〉
し
よ
う
と
す
る
、
「
邪
宗
門
」
詩
篇
の

革
新
性
を
評
価
す
る
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
当
時
の
先
端
的
な
知
に
精
通
し
た
杢
太
郎
の
吋
邪
宗
門
』
の
意
義
付

け
を
、
白
秋
の
作
詩
の
意
図
と
直
接
つ
な
げ
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
白
秋
と
査

太
郎
の
教
養
は
等
髄
で
は
な
い
た
め
だ
。
し
か
し
、
白
秋
は
、
「
邪
宗
門
』
「
例

一
言
」
に
、

予
が
拠
る
所
は
僅
か
な
れ
ど
も
生
れ
て
享
け
得
た
る
自
己
の
感
覚
の
刺

戟
苦
き
神
経
の
悦
楽
と
に
し
て
、
か
の
初
め
よ
り
情
感
の
妙
な
る
震
傑

を
無
み
し
只
冷
か
な
る
思
想
の
概
念
を
求
め
て
強
ひ
て
詩
を
作
為
す
る

が
如
き
を
嫌
忌
す
。
さ
れ
ば
予
が
詩
を
読
ま
む
と
す
る
人
に
し
て
、
之

に
理
知
の
隅
明
を
尋
ね
幻
想
な
き
思
想
の
骨
格
を
求
め
む
と
す
る
は
謬

れ
り
。
(
中
略
)
或
人
の
如
き
は
此
の
如
き
詩
を
蝦
ひ
て
甚
だ
し
き
誇

張
と
一
五
ひ
、
架
空
な
る
空
想
を
歌
ふ
も
の
と
倣
せ
ど
も
、
マ
ア
が
幻
覚
に

は
自
ら
真
に
感
じ
た
る
宮
能
の
根
底
あ
り
。
(
傍
線
部
引
用
者
)

と
、
吋
邪
宗
門
い
の
象
徴
詩
の
理
念
を
自
己
の
感
覚
に
基
づ
く
も
の
と
強
調
し

て
お
り
、
個
々
の
特
殊
性
が
捨
象
さ
れ
共
通
性
や
一
般
性
が
抽
象
さ
れ
る
こ
と

で
得
ら
れ
る
概
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
個
々
特
殊
の
感
覚
へ
と
戻
そ
う
と
す

る
詩
作
の
態
度
を
、
白
秋
が
意
識
的
に
選
び
と
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

吋
邪
宗
門
』
の
象
徴
詩
の
感
覚
表
現
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
注
目
さ
れ
て
き

た
が
、
杢
太
郎
の
、
〈
感
覚
及
び
単
一
感
情
の
配
調
〉
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
評

一
一
一
一
口
も
あ
り
、
詩
篇
の
内
容
が
感
覚
表
現
の
み
だ
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
も
多

か
っ
た
。
詩
篇
に
は
構
想
も
な
く
、
感
覚
だ
け
が
無
造
作
に
並
べ
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
「
浴
室
」
の
分
析
を
通
し
て
見
え
て
き
た

の
は
、
時
の
推
移
と
い
う
抽
象
が
感
覚
表
現
に
具
体
的
に
沈
潜
す
る
形
で
表
さ

れ
る
と
い
う
、
詩
法
と
し
て
の
感
覚
表
現
で
あ
っ
た
。
「
浴
室
」
で
は
、
具
体

的
な
五
官
の
感
覚
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
な
概
念
が
表
現
さ
れ
得
て

い
る
の
だ
。
「
邪
宗
門
』
の
感
覚
表
現
の
革
新
性
は
、
そ
の
よ
う
な
詩
の
方
法

と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
こ
そ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
言
え
る
の
で
は
な
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{
注
}

(
1
)

矢
野
蜂
人
「
解
説
」
「
日
本
現
代
詩
大
系

警
一
努
)

(
2
)

「
北
原
白
秋
の
世
界
ー
そ
の
世
紀
末
的
詩
墳
の
考
察

i
〕
(
平
成
9

至
文
堂
)

(
3
)

日
夏
取
之
介
『
明
治
大
正
詩
史
」
(
「
日
夏
取
之
介
全
集
三
巻
」
昭
和
叩

1

河
出
書
房
新
社
初
出
は
「
日
本
近
代
詩
の
象
酸
思
潮
」
吋
中
央
公
論
」
大
正

日・

4
)
は
、
「
謀
叛
」
に
つ
い
て
〈
暗
示
の
形
式
の
模
倣
で
あ
っ
て
、
あ
ら
は
さ

れ
た
事
象
の
い
き
さ
つ
が
直
載
に
象
徴
と
な
っ
て
「
万
法
照
応
」
の
世
界
を
展
開

し
て
は
ゐ
な
い
。
象
徴
詩
と
す
れ
ば
極
め
て
稔
き
も
の
で
あ
る
〉
と
断
じ
て
い
る
。

〈
万
法
照
応
〉
と
は
、
ボ
ー
ド
レ

i
ル
の
〈
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
》
の
こ
と
で
、
〈
コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
》
を
基
準
と
し
て
、
白
秋
の
象
酸
詩
の
達
成
度
を
判
断
し
て
い
る
。

(
4
)

粛
藤
磯
雄
「
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
に
つ
い
て
」
(
初
出
「
潮
音
』
昭
和

ω

l

)
に
依
拠
し
た
。

(
5
)

「
共
感
覚
と
い
う
方
法
i
フ
ラ
ン
ス
象
離
主
義
と
北
原
白
秋
1
」
(
「
奥
羽
大

学
文
学
部
紀
要
」
平
成
日
・
円
以
)

(
6
)

河
村
正
敏
「
象
徴
詩
法
を
め
ぐ
っ
て
」
「
北
原
白
秋
の
世
界
ー
そ
の
世
紀
末

的
詩
境
の
考
察
i
』
(
平
成

9
・
4

歪
文
堂
)
、
佐
藤
伸
宏
「
象
鍛
詩
の
転
由
l

北
原
白
秋
「
邪
宗
門
』
論
」
「
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
」
(
平
成
口

-m
翰
林

書
房
)
、
出
口
馨
「
白
秋
初
期
詩
集
に
お
け
る
青
色
の
詩
学

i
メ

i
テ
ル
ラ
ン
ク
受

容
の
視
座
か
ら
i
」
(
「
比
較
文
学
』
平
成
幻
・

3
)
な
ど
。

(
7
)

「
邪
宗
門
』
中
で
は
「
室
内
庭
麗
」
が
集
中
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
、
一
言
及

四
巻
」
(
昭
和
。

12 

河
出

4 

が
多
い
。

(
8
)

河
村
正
敏
『
日
本
近
代
文
学
大
系
二
八
巻

4

角
川
書
店
)
に
「
浴
室
」
の
注
釈
が
あ
る
。

(
9
)

矢
野
峰
人
「
解
説
」
『
日
本
現
代
詩
大
系
四
巻
」
(
昭
和

0
・
ロ
河
出

書
房
)
、
野
田
宇
太
郎
「
日
本
耽
美
派
文
学
の
誕
生
』
(
昭
和
印
・
日
河
出
書
房
)
に
、

「
邪
宗
門
』
詩
篇
と
外
光
派
や
印
象
派
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

(
ぬ
)
角
山
栄
「
時
計
の
社
会
史
』
(
昭
和
日
・

1

中
央
公
論
社
)

(
日
)
三
浦
仁
著
「
日
本
近
詩
作
品
年
表
明
治
篇
」
(
昭
和
白
・

2

秋
山
書
庖
)

を
参
考
に
し
て
、
明
治
四
十
一
年
に
発
表
さ
れ
た
ボ

i
ド
レ
!
ル
の
翻
訳
を
抽
出

し
た
。

(
ロ
)
矢
野
峰
人
「
日
本
に
於
け
る
ボ

i
ド
レ

i
ル
(
五
)
」
(
「
日
本
比
較
文
学
会

会
報
」
昭
和
お
・

1
)

(
日
)
三
浦
仁
「
詩
の
継
承
』
(
平
成
叩
・
日
お
う
ふ
う
)
な
ど
。

(
は
)
阿
部
良
雄
訳
「
ボ
!
ド
レ
!
ル
全
集
一
巻
悪
の
華
」
(
昭
和
団

-m

筑
摩
書
房
)
で
は
、
「
ロ
マ
ン
主
義
の
日
没
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
阿
部
良
雄
訳
「
ボ

i
ド
レ
!
ル
全
集
一
巻
悪
の
筆
」
(
前
掲
)
に
は
、

〈
花
、
泉
、
畝
、
す
べ
て
が
、
/
〈
太
陽
〉
の
眼
差
し
の
下
、
動
停
す
る
心
臓
の
よ

う
に
悦
惚
と
な
る
の
を
・
・
・
〉
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
宇
佐
美
斉
「
落
田
論
』

(
平
成
元

6

筑
摩
書
房
)
で
は
、
〈
私
は
見
た
の
だ
花
と
泉
と
畑
と
畝
溝
す

べ
て
が
/
動
俸
を
打
?
心
臓
の
よ
う
な
太
陽
の
睦
に
見
す
え
ら
れ
て
失
心
す
る
の

を
〉
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
阿
部
良
雄
訳
『
ボ
i
ド
レ

i
ル
全
集
一
巻
悪
の
華
」
(
前
掲
)
で
は
、
「
沈

思
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
げ
)
北
原
白
秋
「
明
治
大
正
詩
史
概
観
い
(
昭
和
4

北
原
白
秋
集
』
(
昭
和
信

4 

改
造
社
)
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(
同
)
「
薄
暮
の
山
間
」
に
つ
い
て
は
、
商
藤
磯
雄
「
フ
ラ
ン
ス
詩
話
i
近
代
の
絶
唱

を
め
ぐ
っ
て
i
』
(
新
潮
社
昭
和
出
・

8
)
や
、
武
田
紀
子
「
来
朝
花
」
の
成
立

を
め
ぐ
っ
て
l
上
回
使
訳
ボ

i
ド
レ

i
ル
詩
篇
と
蒲
原
有
明
i
」
(
「
比
較
文
学
研

究
』
昭
和
臼
・
ロ
)
に
詳
し
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

(
円
)
ポ

i
ル
・
ブ

i
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』

(
1
8
8
3
初
刊
)
の
翻
訳
。

(
却
)
木
下
杢
太
郎
「
森
鴎
外
先
生
に
就
い
て
」
(
「
文
塾
春
秋
」
昭
和
8
・4
)
に、

〈
僕
は
大
学
の
卒
業
が
近
づ
い
た
頃
、
何
の
専
門
に
入
る
べ
き
か
、
(
当
時
医
学
は

さ
ら
ひ
だ
っ
た
の
で
)
自
分
に
見
当
が
つ
か
ず
大
に
迷
っ
た
。
そ
れ
で
先
生
に
そ

の
事
を
尋
ね
て
見
た
。
僕
は
精
神
病
学
を
選
ば
、
っ
と
思
っ
た
が
、
先
生
は
そ
れ
を

賛
成
せ
ら
れ
な
か
っ
た
〉
と
あ
る
。

(
幻
)
の
明
治
四
十
二
年
の
日
記
(
「
木
下
杢
太
郎
日
記
一
巻
」
(
昭
和
日
・
日

岩
波
警
庖
)
)
中
に
、
度
々
一
冗
良
勇
次
郎
の
授
業
を
聴
講
し
た
事
が
記
さ
れ
て
い

フ
心
。

付
記
本
文
引
用
は
「
白
秋
全
集

適
宜
ル
ピ
を
省
略
し
た
。

12 

岩
波
書
応
)
に
拠
り
、

一
巻
」
(
昭
和
日
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