
李
賀
に
於
け
る
窓
の
描
写

!
l空
間
的
側
面
か
ら
の
考
察
中
|

て
は
じ
め
に

い
つ
も
通
い
慣
れ
て
い
る
は
ず
の
心
楽
し
い
時
は
短
く
、

震
い
時
は
長
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
経
験
は
誰
に
で
も
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
詩
集
中
に
開
示
さ
れ
た
、
詩
人
の
生
が
展
開
さ
れ
る
場
と

し
て
の
詩
的
内
出
向
は
、
こ
う
し
た
詩
人
の
心
理
的
距
離
感
そ
の
ま
ま

に
構
築
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
こ
の
論
の
大
き
な
テ

i
マ
は
、
李
賀

詩
中
の
担
問
機
迭
の
解
明
を
通
じ
て
、
詩
人
卒
賀
の
心
理
及
び
世
界

観
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

先
に
発
表
し
た
「
李
賀
に
於
け
る
罰
じ
の
捕
写
」
ハ
中
国
文
化

一
九
八
六
、
漢
文
学
会
会
報
開
十
回
以
内
心
で
は
、
科
挙
受
験
断
念
に

端
を
発
し
た
社
会
的
疎
外
感
が
、
本
ナ
賀
詩
中
の
空
間
の
均
質
性
を
徐

々
に
崩
壊
さ
せ
て
行
く
様
を
見
た

Q

世
界
は
、
彼
を
守
る
小
さ
な
空

間
(
主
に
家
鼠
〉
と
、
そ
れ
を
取
り
凶
む
広
大
な
疎
外
空
間
と
に
大

き
く
分
裂
し
、
様
々
な
門
、
が
、
二
つ
に
分
裂
し
た
世
界
の
境
界
と
し

河

美

回

て
、
彼
の
自
の
前
に
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
。

こ
の
論
の
テ
;
マ
は
、
先
の
論
に
於
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
家
屋
内
部
の
空
間
構
造
の
解
明
に
あ
る
。
室
内
と
い
う
極
め
て
私

的
な
空
間
と
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
室
外
空
間
(
主
に
中
庭
)
と
の
関

わ
り
を
、
雨
空
間
の
接
点
で
あ
る
窓
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
行
く
中

で
、
家
庭
も
ま
た
、
李
賀
を
守
る
ば
か
り
の
均
質
な
空
間
で
は
あ
り

え
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

室
内
空
間
と
室
外
空
間
と
の
接
点
と
し
て
の
窓
に
対
す
る
詩
人
の

意
識
は
、
窓
の
機
能
部
に
法
日
し
た
表
現
の
中
に
よ
り
鮮
明
に
現
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
論
で
は
、
窓
を
表
わ
す
文
字
の
代
表
と

〈

1
〉

し
て
「
窓
い
及
び
「
簾
い
を
取
り
挙
げ
、
そ
の
機
能
面
に
注
目
し
た

(
2
)
 

mm
例
の
み
を
分
析
の
対
象
と
し
た
い
。

ま
た
、
李
賀
と
比
較
的
近
い
立
場
に
あ
っ
た
斡
愈
派
の
詩
人
i

斡

愈

・

孟

郊

・

叩

の

の

用

例

を

並

行

し

て

見

て

行

く

こ

と

に

よ

り

、

の

特

兵

性

を

浮

き

彫

り

に
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し
て
行
き
た
、

一
一
、
「
窓
l
一
「
簾
し
一
の
機
能
と
分
類

の
特
徴
の
一
つ
は
、
周
期
を
取
り
囲
む
外
援
が
外
的
世

界
か
と
い
う
私
的
な
空
間
を
究
会
な
形
で
切
り
取
っ
て
い
る

点
に
あ
る
。
特
徴
の
第
二
は
、
中
日
妊
に
向
っ
て
大
き
く
開
か
れ
た
窓

で
あ
ろ
う
ο

中
関
で
は
、
建
物
は
全
て
中
庭
を
阻
む
形
で
建
て
ら
れ

て
い
た
た
め
、
案
内
空
間
は
窓
を
通
じ
て
自
然
の
内
へ
と
ダ
イ
レ
ク

ト
に
解
き
放
た
れ
て
い
た
。
一
!
中
路
側
に
閉
し
た
二
日
中
…
の
開

P部
の

棟
一
面
全
体
が
、
二
聞
の
窓
や
一
燦
か
ら
な
っ
て
い
た
。
窓
は
一
思
い
半
透

明
の
紙
で
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
春
に
は
そ
れ
を
抱
き
上
げ
て
、
各
室

が
外
気
に
解
放
さ
れ
た
。
深
い
軒
が
、
雨
や
哀
の
真
向
伎
の
日
慈
し
か

(
3〉

ら
そ
れ
を
ま
も
っ
た
い
と
ポ
イ
ド
氏
は
諮
っ
て
い
る
。
外
的
世
界
に

対
す
る
不
信
を
露
わ
に
し
た
外
援
に
守
ら
れ
て
、
室
内
か
ら
一
人
静

か
に
中
庭
の
自
然
を
眺
め
る
。
唐
詩
中
の
窓
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面

で
拙
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

李
賀
・
斡
愈
・
一
定
郊
・
明
明
日
開
・
慮
全
の
機
能
部
に
注
目
し
た
「
窓
一

任
の
用
例
数
を
表
に
し
た
も
の
が
下
記
の

A
表
で
あ
る
。

A
表
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

一

、

李

裂

の

の

数

は

、

他

詩

人

の

倍

以

上

も

し
〆
、

o

，hd
d

午、-v

A~ 
j道 Wi 話ム 平，.作宮 オz

J人叫 島3 郊 ;愈 ま1

2 9 3 8 6 ~ 

3 3 。1 機

'---ノ

合
5 12 3 9 25 

107 403 502 386 241 総数作111'1 

一
一
、
李
賀
が

対
し
て
、
韓
愈
・

用
し
て
い
る
。

窓
と
い
う
存
在
に
人
一
倍
強
い
関
心
を
示
し
な
が
ら
も
、
「
窓
」

と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
を
避
け
て
「
簾
」
の
文
字
を
多
用
し
た

李
賀
。
こ
の
よ
う
な
行
為
の
裏
側
に
は
、
李
賀
の
ど
の
よ
う
な
空
間

意
識
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

窓
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
室
内
か
ら
室
外
を

見
る
、
或
い
は
室
一
外
か
ら
室
内
へ
と
窓
を
通
し
て
月
光
が
指
し
込
む

と
い
っ
た
透
過
機
能
が
一
つ
。
簾
や
薄
絹
の
カ
ー
テ
ン
雄
一
一
u

を
垂
れ
込

め
て
、
部
屋
の
内
と
外
と
の
交
流
を
完
全
に
断
ち
切
っ
て
し
ま
う
と

い
っ
た
閉
鎖
機
能
が
一
つ
で
あ
る
。
「
窓
」
「
簾
」
の
用
併
を
機
能
別

を
「
窓
」
の
一
一
一
倍
以
上
多
用
し
て
い
る
の
に

・
賀
島
は
の
方
を
一
一
一
倍
以
上
多
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に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
ヤ
賀
の
窓
に
対
す
る
意
識
の
偏
り
を
更

に
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

B 

グ'a
Jじρ

』蕊 3翌 'ilfi 斡 苓
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鎖
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斡
愈
・
孟
郊
'

先
に
見
た
A
表
に

の

き
B
・
C
表
で
も
比
較
的
似
か
よ
っ
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
Q

一
、
韓
愈
・
賀
島
・
度
全
に
は
、
「
窓
」
及
び
「
簾
」
の
透
過
機

ハ
7

〉

能
に
注
目
し
た
表
現
が
圧
倒
的
に
多
い
。

一
一
、
「
窓
」
に
比
べ
て
閉
鎖
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
「
簾
」
の
用

例
が
、
孟
郊
0
・
韓
愈
1
併
と
極
め
て
少
な
い
。

一
一
一
、
「
簾
」
の
用
例
が
援
数
以
上
の
賀
島
・
底
全
に
は
、
巻
き
上

げ
ら
れ
た
簾
の
描
写
が
多
い
。

以
上
の
三
点
か
ら
は
、
室
内
空
間
と
室
外
空
間
と
の
交
流
に
積
極

的
な
韓
愈
以
下
関
詩
人
の
姿
が
浮
か
び
上
っ
て
来
る
。
殊
に

C
表
か

ら
は
、
大
き
く
開
け
放
た
れ
た
窓
に
対
す
る
悶
詩
人
の
志
向
性
さ
え

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

李
賀
の
窓
に
対
す
る
意
識
は
、
こ
う
し
た
四
詩
人
の
対
極
に
あ

る
。
怒
れ
込
め
ら
れ
た
簾
や
薄
絹
の
カ
ー
テ
ン
越
し
に
月
光
な
ど
が

透
過
す
る
例
は
、
一

i

簾
」
十
例
、
「
告
と
一
一
例
。
こ
れ
に
閉
鎖
機
能
に

注
目
し
た
「
簾
・
窓
い
の
用
例
十
例
を
加
え
る
と
、
二
十
五
例
中
二

十
一
例
、
突
に
全
体
の
五
分
の
四
以
上
に
カ
!
テ
ン
か
簾
の
引
か
れ

た
閉
ざ
さ
れ
た
窓
が
拙
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
の
閉
じ
た

へ
に
つ
い
て
広
、
芦
立
一
郎
氏
の

が、

B
・
C
の

( 80 ) 

も
しの
か で
しあに
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へ
の
指
向
と
し
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口
で
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
ご
閥
的
な
も
の
で
は
な
い
。
テ

ー
マ
や
製
作
年
代
に
よ
っ
て
、
卒
賀
の
的

微
妙
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
辛
料
凡
自
身
の
感
慨
を
述
べ
た
詩

骨
女
性
を
テ
!
?
と
し
た
詩

③
一
世
按
等
の
来
春
な
生
活
を
描
い
た
詩

④
天
上
を
テ
!
?
と
し
た
詩

⑥
そ
の
地

右
の
表
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る

Q

…
、
李
賀
の
窓
拍
手
の
五
分
の
三
以
上
が
、
①
と
②
の
二
つ
の
テ

ー
マ
に
集
中
的
に
現
れ
て
い
る

Q

一
つ
④
の
天
上
界
を
テ
!
?
と
し
た
詩
の
み
に
、
開
け
放
た
れ
た

窓
の
描
写
が
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
論
で
は
紙
簡
の
都
合
上
、
李
袈
自
身
の
窓
に
対
す
る
意
識
を

も
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
た
①
の
窓
描
写
に
し
て
論
を
進
め

て

行

く

こ

と

に

な

る

、

が

、

入

る

前

に

、

比

較

の

い

。

の
窓
描
写
を
見
て

一
一
一
、
韓
愈
・
霊
郊
・
震
島
・
麗
全
の
窓
描
写

韓

愈

以

下

問

詩

人

は

、

の

交

流

に

揃

っ

て
積
極
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
法
に
於
て
も
比

較
的
似
か
よ
っ
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
巻
き
上
げ
ら
れ
た

僚
の
描
写
が
多
い
こ
と
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
窓
」
と

ぺ
簾
」
の
用
例
間
に
も
、
と
り
た
て
た
描
写
方
法
の
差
は
な
い
。

四
詩
人
が
、
窓
を
通
し
て
見
た
視
覚
的
情
景
と
し
て
最
も
多
く
描

い
て
い
る
の
は
植
物
、
次
い
で
月
光
・
山
・
夜
明
け
の
明
る
み
・
青

(

Q

U

)

 

空
の
阪
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
韓
愈
の
「
題
百
葉
桃
花
」
を
見
て
み

ト出

λ

ノ。
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否
葉
繋
桃
晩
吏
紅
の
双
頭
更
に
紅
な
り

窺
街
映
竹
見
玲
藤
窓
を
窺
い
竹
に
映
じ
て
玲
騒
を
見
わ
す

感
知
侍
史
蹄
天
上
応
に
侍
史
の
天
上
に
帰
る
を
知
り

』F
」

LIh
々
ぐ
た
り

故
仲
仙
郎
宿
禁
中
故
に
仙
郎
に
伴
い
て
禁
中
に
宿
す
な
る
べ
し

〈
円
全
窟
詩
』
巻
三
回
一
二
〉

右
の
詩
は
、
韓
怠
が
知
制
諮
の
織
に
あ
っ
た
時
の
作
で
あ
る
。
夕

暮
れ
時
、
宿
腹
部
屋
の
窓
の
向
こ
う
か
ら
、
鮮
や
か
な
紅
色
の
花
を

税
か
せ
る
二
本
の
桃
の
木
。
侍
史
も
去
り
、
室
内
に
只
一
人
と
り
残

さ
れ
た
韓
設
の
心
は
、
竹
の
緑
に
映
え
る
紅
色
の
桃
の
花
に
導
か
れ

る
よ
う
に
静
か
に
解
き
放
た
れ
て
行
く
c

後
半
二
匂
の
つ
ぶ
や
き



は
、
そ
う
し
た
心
的
余
裕
の
現
れ
で
あ
る
。

斡
愈
以
下
問
詩
人
の
窓
描
写
の
特
徴
の
一
つ
は
、
窓
外
の
情
景
が

明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
右
の
詩
で
言
え
ば
桃
花
が
そ

れ
で
、
こ
う
し
た
明
確
な
情
景
描
写
が
室
外
空
間
に
実
在
感
を
与

え
、
窓
の
内
と
外
と
に
均
質
な
空
間
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
役
割

を
果
し
て
い
る
。
特
徴
の
第
二
は
、
詩
的
空
間
の
拡
大
に
つ
れ
て
、

詩
人
の
心
的
空
間
も
室
内
か
ら
議
外
へ
と
拡
大
し
解
き
放
た
れ
て
行

く
点
に
あ
る
ο

右
の
詩
に
於
て
は
、
窓
外
の
桃
の
花
へ
と
向
け
ら
れ

た
視
線
が
、
詩
的
空
間
を
拡
大
す
る
と
同
時
に
、
指
渡
部
震
と
い
う

狭
い
や
に
て
し
ま
い
そ
う
な
韓
愈
の
心
を
救
っ
て
い
る
。

の

奇

」

(

吋

全

唐

詩

b

巻
十
五
七
四
〉
中
の

る
秋
、
絶
環
の
高
窓
沃
洲
を
見
る
」

の

か

ワ

で

は

な

い

。

降
る
背
と
い
っ
た
聴
覚
的
な
も
の
や
、
寒
気
・
風
と
い
っ
た
皮

膚
感
覚
的
な
も
の
、
更
に
は
花
の
香
り
と
い
っ
た
唆
覚
的
な
も
の
な

ど
も
、
少
数
な
が
ら
窓
を
通
し
へ
と
入
り
こ
ん
で
来
る
。
一

例

と

し

の

の

後

半

四

句

を

て

み

よ

円
u
v

h
hノ

樹
来
沙
川
附
鳥

樹
に
は
来
た
る
沙
揮

は
度
る
雪
楼
の
鍛

し
ま

毎
に
憶
う
江
中
の
瞬
、

更
に
看
る
城
上
の
峯

〈
内
全
癒
詩
』
巻
五
七
一
ニ
〉

窓
を
通
し
て
響
き
入
る
鐘
の
音
が
、
単
に
音
だ
け
を
室
内
に
持
ち

込
む
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
「
雪
楼
鐘
」
の
一
誌
に
明
ら
か
で
あ
る
。

鐘
の
音
は
、
雪
の
降
り
積
っ
た
高
楼
の
イ
メ

i
ジ
を
伴
っ
て
室
内
に

響
き
入
り
、
聴
者
の
心
を
室
外
へ
向
け
て
解
き
放
つ
の
で
あ
る
。
聴

者
は
江
中
の
小
島
を
患
い
、
域
上
の
峯
を
見
る
。
室
外
か
ら
室
内
ヘ

響
き
入
る
鐘
の
羽
田
と
、
室
内
か
ら
室
外
へ
投
、
げ
か
け
ら
れ
る
心
と
祝

線
。
こ
の
両
者
が
、
聴
者
の
心
か
ら
室
内
と
い
う
小
さ
な
枠
を
取
り

払
い
、
聴
者
の
心
を
広
大
な
自
然
へ
と
解
き
放
つ
役
割
り
を
果
し
て

い
る
。
先
に
見
た
昭
詩
人
の
窓
描
写
に
於
け
る
二
つ
の
特
徴
は
、
こ

こ
に
も
明
確
な
形
で
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ο

四
詩
人
の
怒
描
写
の
中
に
は
、
室
内
に
腐
る
者
の
心
を
室
外
へ
向

っ
て
解
き
放
つ
と
い
う
第
二
の
特
徴
を
示
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
夜

の
時
間
に
包
ま
れ
た
議
内
ヘ
窓
を
過
し
て
蒸
し
こ
む
月
光
の
描
写
が

そ
れ
で
、
室
内
に
居
る
者
は
一
条
の
月
光
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、
深

い
内
省
へ
と
導
か
れ
て
行
く
の
で
あ
る
ο

斡

愈

・

寅

島

・

に

そ

の
用
例
ー
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
韓
愈
の

を
見
て
み
よ
う
。

つ
こ
と
を
成
さ
ず

毎
億
江
中
興

吏
着
域
上
峯

( 82 ) 



端
坐
し
て
日
景
を
尽
く
す

虫
鳴
い
て
室
醐
隣
た
り

丹
吐
い
て
窓
問
問
た
り

喪
懐
は
方
に
迷
う
が
若
く

怒
念
は
使
を
合
む
よ
り
も
麟
し

)ヲ識
止と IH~ 
簡・室
開胸
i時糊

浮
念
劇
合
板

今
日
は
掛
か
ら
起
ち
あ
が
る
こ
と
も
せ
ず
、
正
践
し
た
ま
ま
の
姿

で
い
る
う
ち
に
日
暮
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
部
屋
の
中
は
暗
く
静

か
で
、
虫
の
音
が
聞
こ
え
て
来
る
だ
け
で
あ
る

Q

月
の
光
が
窓
か
ら

差
し
込
ん
で
、
そ
の
あ
た
り
だ
け
が
ぽ
っ
か
り
と
明
る
い

Q

一
院
考

え
抜
い
た
宋
に
、
私
は
恋
然
自
失
し
て
迷
い
子
の
よ
う
な
心
境
で
あ

る
。
と
り
と
め
も
な
い
思
い
が
浮
か
ん
で
来
て
は
、
私
の
胸
を
蘇
よ

り
も
鋭
く
刺
し
て
行
く
。

斡
愈
の
物
思
い
が
処
世
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
続
く
結
び

も

の

う

み

だ

の
四
句
「
蕗
挟
何
役
す
る
に
傭
く
、
文
字
浪
り
に
馳
鰐
す
、
尚
お
須

ら
く
其
の
頑
を
勉
む
べ
し
、
主
事
に
は
朝
詰
あ
り
」
に
明
ら
か
で
あ

る
Q

窓
か
ら
差
し
込
む
月
光
、
が
、
心
の
閣
を
ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
の

よ
う
に
照
ら
し
出
し
、
考
え
疲
れ
て
廷
漢
と
し
た
心
の
中
か
ら
、
最

後
に
は
結
論
め
い
た
決
意
を
導
き
出
し
て
い
る

Q

援
金
の
「
聴
蒲
君

娯
人
持
母
」
の
最
終
句
「
月
照
番
窓
帰
独
眠
」
(
月
は
畳
一
日
窓
を
照
ら

し
て
帰
り
て
独
り
眠
る
)
に
於
て
も
、
窓
を
照
ら
す
月
光
は
眠
り
と

い
う
極
め
て
孤
独
で
内
諮
的
な
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
他
の
窓

描
写
と
の
和
問
問
は
際
黙
で
あ
ろ
う

Q

以
上
、
韓
愈
以
下
回
詩
人
の
窓
描
写
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
特
徴

を
ま
と
め
て
み
れ
ば
次
の
三
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
ο

つ
人
と
自
然
と
の
静
か
な
一
交
流
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。

一
つ
窓
外
の
矯
景
が
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

一
二
、
窓
か
ら
差
し
込
む
丹
光
の
描
写
は
、
室
内
に
居
る
者
を
奥
深

い
内
面
世
界
へ
と
導
く
が
、
そ
の
他
の
窓
描
写
は
、
室
内
に

る
者
の
心
を
京
外
へ
と
解
き
放
つ
役
割
り
を
果
し
て
い
る
。

圏
、
李
賀
の
窓
描
写

( 83 ) 

李
賀
の
窓
に
対
す
る
意
識
が
、
テ
ー
マ
や
製
作
年
代
の
別
に
よ
っ

て
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

Q

こ

こ
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
李
賀
自
身
の
窓
に
対
す
る
意
識
を
最
も
ス

ト
レ

i
ト
に
反
映
し
た
テ
!
?
で
あ
る
③
の
七
例
の
分
析
と
、
時
代

に
よ
る
窓
描
写
の
変
化
に
注
目
し
て
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

a
、
元
和
五
年
以
前
の
窓
描
写

李
賀
の
窓
描
写
を
時
代
別
に
見
て
行
く
と
、
門
の
描
写
と
同
じ

く
、
科
挙
受
験
を
断
念
し
た
一
克
和
五
年
前
後
を
境
に
、
大
き
な
断
絶

の
あ
る
こ
と
が
解
る

Q

先
ず
は
挫
折
前
、
元
和
五
年
以
前
の
作
で
あ

る
「
沼
南
府
試
十
二
月
楽
詞
」
の
窓
描
写
か
ら
見
て
み
よ
う
。



策・簾・
内外
樹月
宣告光
斜吐

コづ人

'v  

夫
と
死
別
し
た
女
は
長
い
夜
を
も
て
あ
ま
し
、
一
人
旅
の
男
は
故

郷
の
我
家
に
帰
り
つ
い
た
夢
を
見
る
ο

が
、
男
の
夢
も
長
く
は
続
か

ず
、
や
が
て
は
空
し
く
醒
め
て
し
ま
う
ο
室
外
の
軒
端
で
は
蜘
妹
が

静
か
に
糸
を
か
け
、
認
内
で
は
控
に
映
し
出
さ
れ
た
揺
ら
め
く
般
の

影
を
、
眠
れ
ぬ
男
女
が
見
つ
め
て
い
る
。
簾
外
に
は
月
光
が
郷
き
、

簾
内
に
長
い
樹
木
の
影
を
落
と
し
て
い
る
。
露
は
透
か
遠
く
J

で
静

か
に
飛
ん
で
行
き
、
惑
は
点
々
と
地
中
に
淳
か
ん
で
い
る
。

冒
頭
ニ
勾
の
純
め
て
弧
独
な
準
内
一
描
写
か
ら
始
ま
る
こ
の
日

続

く

一

一

一

;

六

句

で

、

室

外

と

室

内

の

か

さ

、

次
元
で
交
互
に
描
き
な
が
ら
、

徐
々
に
高
め
て
行
く
。へ

婦
る
を
夢
むつ

む

い
て
虫
糸
を
綿
ぎ

向
い
て
燐
花
を
張
る

簸
外
月
光
吐
き

線
内
樹
影
斜
め
な
り

悠
悠
た
り
飛
露
の
姿

点
綴
す
池
中
の
荷

i育jは
じ 、

広
大
な
自
然
の
内
懐
へ
と
解
き
放
っ
て
行
く
ο

結
び
の
一

描
写
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
。

「
八
月
」
の
窓
描
写
は
、
人
と
自
然
と
の
静
か
な
交
流
を
拾
い
て

い
る
と
い
う
点
に
於
て
、
ま
た
室
内
空
間
と
室
外
空
間
を
均
等
に
描

い
て
い
る
と
い
う
点
に
於
て
、
前
章
で
見
た
韓
愈
以
下
四
詩
人
の
窓

描
写
に
近
い
も
の
で
あ
る
Q

未
来
に
無
限
の
可
能
性
を
見
て
い
た
李

と
っ
て
、
世
界
は
均
質
な
広
が
り
で
あ
り
、
無
限
の
豊
か
さ
を

は
、
孤
独
を
援
し
て
く
れ
る
親
し
い
空
間
で

内
に
秘
め

あ
っ
た
Q

挫
折
後
の
李
賀
の
窓
及
び
向
同
然
に
対
す
る
意
識
の
変
化
は
、
「
八

月
」
と
間
じ
く
帰
夢
を
テ
!
?
と
し
て
書
か
れ
た
「
題
帰
夢
」
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
ο

「
題
帰
夢
」
は
一
五
和
六
・
七
年
、

安
に
於
て
翠
礼
郎
の
職
に
就
い
て
い
た
頃
の
作
で
あ
る
。

のい孜
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し、

恰
恰
中
堂
笑

つ

襲
設
飽
飢
腹

R
T火オ
J

J

ト
f
J

為
ノ
為
J

…
一
¥
戸
川
、

燈
花
照
魚
日

我
が
飢
腹
を
飽
か
し
む
る

寸
の
心



長
安
に
風
ま
じ
り
の
雨
が
降
っ
た
夜
、
私
は
故
郷
閉
山
谷
の
夢
を
見

に
ο

部
底
の
中
に
は
楽
し
げ
て
う
な
笑
い
戸
が
響
き
、
弟
は
谷
川
の
か

り
や
す
な
摘
ん
で
い
た
。
家
放
の
者
た
ち
が
私
に
か
け
る
期
待
は
一
浮

く
、
私
が
し
か
る
べ
き
官
位
を
得
て
、
み
ん
な
を
十
分
に
養
え
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
心
出
世
の
望
み
な
ど
完
全
に
断
ち
切

ら
れ
て
い
る
現
実
と
、
家
族
の
切
突
な
期
待
の
狭
間
で
身
動
き
も
な

ら
ず
、
私
の
小
さ
な
心
は
疲
れ
切
っ
て
行
く
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
れ

こ
れ
考
え
て
い
る
う
ち
に
眠
れ
な
く
な
っ
た
私
の
艇
を
、
消
え
入
り

そ
う
な
燈
が
照
ら
し
て
い
る
。

て
い
た
窓
描
写
や
自
然
描
写

て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

勺
能
性
を
完
全
に
断
た
れ
た
李

ー
抱
く
と
共
に
、
家
族
の
期
待

ん
ち
、
後
ろ
め
た
き
ゃ
}
感
じ
て

い
う
官
は
、
唐
の
諸
王
孫
た
る
卒
賀

つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
家
族
を
養
わ
ね
ば

慌
的
現
実
が
、
彼
を
…
長
安
に
引
き
止
め
て
い

り
ま
く
一
一
章
、
一
…
一
需
品
の
絶
望
的
状
況
は
、
「
八
月
」

の
よ
う
に
出
然
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
段
階
を
は
る
か

に
超
え
て
い
た
の
で
あ
る

Q

が

、

で

他
人
の
理
不
尽
な
横
槍
か
ら
出
段
の

賀
は
、
自
分
の
未
来
に
深
い

に
答
え
ら
れ
な
い

拘
て
U

1
h
v

中
hド

な
ら
な
い
と
い

た。

が
空
間
描
写
と
心
理
描
写
に

て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
外
的
世
界
か
ら
の
孤
立
化
を
象
徴
す
る
よ
う
な
問
販
の

紙
稿
。
自
然
界
へ
の
を
失
っ
て
狭
い
窓
内
に
閉
じ
こ
も
る
李

賀
の
姿
心
そ
し
て
、
追
い
め
ら
れ
た
李
賀
の
精
神
状
況
。
未
来
の

可
能
性
を
断
た
れ
た
李
賀
に
と
っ
て
は
、
狭
く
閉
じ
た
空
間
こ
そ
が

親
し
い
空
間
で
あ
り
、
無
限
の
広
ざ
と
設
か
さ
を
秘
め
た
自
然
は
、

も
は
や
彼
の
友
で
は
な
か
っ
た
。
李
哲
↑
に
閉
鎖
性
の
強
い
窓
描

写
が
目
立
ち
始
め
る
の
も
、
丁
度
こ
の
ハ
元
和
六
・
七
年
頃
〉
か

ら
で
あ
る

Q

工
中
J

ト
J

恥つ
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b
、
窓
の
閉
鎖
機
能
に
注
目
し

李
資
自
身
の
窓
に
対
す
る
意
識
を
最
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
た

テ
1
7
で
あ
る
③
の
窓
描
写
七
例
(
七
詩
)
中
、
窓
の
閉
鎖
機
能
に

注
目
し
た
表
現
は
五
例
(
五
詩
)
。
い
ず
れ
も
長
安
の
宮
殿
や
、
旅

先
・
故
郷
で
見
か
け
た
荒
廃
し
た
寝
殿
"
描
写
の
一
部
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
点
に
技
目
し
た
い
。
ま
た
、
五
詩
の
内
「
崇
義
単
一
滞
雨
」

「
過
華
清
宮
」
「
一
ニ
月
過
行
宮
」
の
三
詩
が
、
一
克
和
六
・
七
年
の
秋
か

ら
元
和
八
年
春
ま
で
の
短
期
間
に
、
集
中
的
に
作
ら
れ
て
い
る
点
に

も
校
図
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
窓
を
閉
ざ
し
た
閉
鎖
空
間
の
魅
力
に
と

ら
わ
れ
て
行
っ
た
過
程
は
、
社
会
的
な
立
脚
地
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た

李
賀
の
実
生
活
と
、
軌
を
一
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



先
ず
は

の先

Tこ

と
同
時
期
の
作
で
あ
る

み
よ
う
。

しる

家
出
遠
千
虫

家
山
連
き
こ
と
千
里

の

憂
眠
枕
創
…
間

一
発
限
剣
随
所
}
枕
と
し

客
帳
に
封
侠
を
夢
む

〈
吋
李
賀
詩
集
b

…
〉

や
る
そ
の
側
で
は
、
南
の
し
ぶ
き
が
寒
々
と

し
た
溝
に
飛
び
散
っ
て
い
る
。
速
く
に
見
え
る
宮
搬
は
、
深
く
僚
を

張
れ
込
め
て
私
を
拒
む
よ
う
で
あ
り
、
宮
中
の
時
報
の
音
だ
け
が
私

の
所
ま
で
綿
々
と
伝
わ
っ
て
来
る
ο

故
郷
の
山
々
は
千
里
の
か
な

た
、
援
の
垂
れ
込
め
た
東
の
空
の
果
て
で
あ
る
。
剣
の
入
っ
た
箱
を

枕
と
し
て
憂
欝
た
限
り
に
入
り
、
大
名
に
な
っ
た
夢
で
も
み
る
と
し

事
、
河
内
ノ

Q

の

解

釈

に

は

、

あ

る

が

、

こ

ハ
が
朗
叫
ん
で
も
入
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
朝
廷
の
中
抑
制

ほ
ど
の
意
味
と
し
て
押
さ
え
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
簾
に
よ
っ

こ
で

て
時
間
じ
ら
れ
た
空
間
(
宮
殿
)
の
中
に
は
、
李
賀
の
凍
り
つ
い
て
し

ま
っ
た
未
来
の
夢
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「
題
帰
夢
」
の
中
で

も
降
っ
て
い
た
雨
が
、
こ
こ
で
も
李
賀
と
宮
殿
、
つ
ま
り
は
現
実
と

夢
と
の
隔
絶
惑
を
象
徴
す
る
よ
う
に
降
り
そ
そ
い
で
い
る

Q

李
賀
と
宮
殿
と
の
踊
絶
感
を
表
し
て
い
る
の
は
、
雨
ば
か
り
で
は

な
い
。
韓
愈
以
下
回
詩
人
の
窓
描
写
や
、
李
賀
の
挫
折
前
の
作
で
あ

る
「
八
月
」
で
は
、
窓
を
境
と
し
た
雨
空
間
を
同
じ
次
元
、
関
川
じ
細

や
か
さ
で
描
く
こ
と
に
よ
り
、
世
界
の
均
質
性
、
ひ
い
て
は
精
神
の

安
定
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
が
、
「
操
義
製
滞
雨
」
の
中
に
、
こ

う
し
た
世
界
の
均
質
性
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
「
治
問
義

思
滞
雨
」
で
は
、
南
宮
の
簾
外
の
清
景
は
、
溝
に
飛
び
散
る
雨
粒
か

ら
帳
内
の
枕
ま
で
細
や
か
に
捕
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
南
宮
の

簾
内
の
矯
景
は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
心
山
山
間
義
患
に
居
る
李
交
が
、

南
宮
の
簾
内
を
描
写
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
だ
っ
た
》

え
る
が
、
こ
う
し
た
描
写
の
不
均
質
や
情
報
量
の
様
度
の
片

が
、
詩
中
に
空
間
的
断
絶
感
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い

設
』
な
い
。
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りtま

で
は
、
空
間
的
断
絶
感
が
深
化
し

す
ま
で
に
至
っ
て
い
る
む
一
併
と

み
よ
う

Q

の
紅
繁
御
堵
を
燦
し



風
嬬
小
葉
壊
峨
粧

風
矯
し
う
し
て
小
葉
蛾
粧
を
学
ぶ

率
一
簾
幾
度
か
青
春
老
い
し

鎖
す
に
犠
え
ん
千
年
自
日
の
長
き
を

巻
一
〉

堪
鎖
千
年
白
日
長

は

が

作

ら

れ

た

直

後

の

元

和

八

年

春

、

病
を
理
由
に
奉
礼
郎
の
職
を
辞
し
た
李
賀
が
故
郷
呂
谷
へ
帰
る
、
旅

の
途
中
の
作
で
あ
る
。
コ
行
官
」
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
部
践
と

の
説
も
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
解
ら
な
い
。

お
掘
の
水
ぎ
わ
に
は
水
草
が
茂
っ
て
、
宮
殿
の
鮮
を
取
り
間
ん
で

い
る
。
赤
や
緑
の
業
が
風
に
揺
ら
め
く
様
は
、
官
女
た
ち
の
化
粧
を

ま
ね
た
よ
う
に
艶
め
か
し
い

Q

垂
れ
込
め
ら
れ
た
簾
の
内
側
で
、
官

女
た
ち
は
い
く
た
び
過
ぎ
行
く
春
を
見
送
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宮

殿
の
簾
は
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
、
こ
の
先
千
年
の
時
間
を
越
え
て
行
こ

う
と
し
て
い
る
。

鍛
外
の
空
間
と
簾
内
の
空
間
が
、
互
い
に
交
わ
り
合
う
こ
と
も
な

く
、
詩
の
前
半
と
後
半
と
に
く
っ
き
り
二
分
さ
れ
て
い
る
点
に
注
話

し
た
い
。
し
か
も
前
半
二
句
の
簾
外
空
間
で
は
、
お
堀
・
界
・
小
葉

な
ど
が
細
や
か
に
捕
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
半
二
句
の
簾
内

空
間
に
は
、
具
体
的
な
描
写
が
何
も
な
い
。
同
空
間
の
異
質
性
や
断

絶
感
は
、
コ
一
一
月
過
行
宮
」
に
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

李
賀
に
と
っ
て
、
廃
れ
た
行
宮
も
官
女
も
、
共
に
未
来
が
閉
ざ
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
に
於
て
彼
の
分
身
で
あ
っ
た
。
李
賀
は
己
の
分

身
で
あ
る
行
宮
の
内
側
に
、
一
度
き
り
の
青
春
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た

官
女
た
ち
の
無
念
の
涙
を
見
る
Q

李
賀
に
と
っ
て
張
れ
込
め
ら
れ
た

簾
の
内
側
は
、
満
た
さ
れ
ぬ
忠
い

l
打
ち
砕
か
れ
た
未
来
の
夢
や
、

帰
る
こ
と
の
な
い
過
去
の
夢
な
ど
i

が
豊
か
に
息
づ
く
秘
衝
の
空
間

で
あ
っ
た
。

空
間
的
断
絶
感
が
時
間
的
断
絶
感
へ
と
深
化
す
る
の
は
、
第
四
句

に
於
て
で
あ
る
。
李
賀
は
、
閉
鎖
空
間
で
あ
る
行
宮
が
、
現
実
と
の

接
点
を
失
っ
た
ま
ま
、
窓
女
た
ち
の
恨
み
を
内
に
秘
め
て
、
千
年
の

時
を
超
え
て
行
く
こ
と
を
幻
想
す
る
。
李
資
の
こ
う
し
た
幻
想
は
、

「
過
華
清
宮
」
や
「
堂
堂
」
の
中
で
も
、
華
や
か
な
昔
日
の
幻
を
内

に
秘
め
て
玄
宗
の
時
代
か
ら
中
麿
の
李
賀
の
時
代
へ
と
時
を
超
え
て

来
た
華
清
宮
の
姿
と
し
て
、
繰
り
返
し
捕
か
れ
て
い
る
。
李
賀
は
簾

の
内
側
に
、
現
実
世
界
の
空
間
的
・
時
間
的
約
束
事
か
ら
解
放
さ
れ

た
、
特
異
な
空
間
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
ο

以
上
、
李
賀
詩
中
の
閉
鎖
機
能
に
注
目
し
た
窓
描
写
を
見
て
行
く

中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
次
の
一
ニ
点
で
あ
る
ο

一
、
李
賀
が
、
窓
を
閉
ざ
し
た
閉
鎖
空
間
の
魅
力
に
と
ら
わ
れ
て

行
っ
た
過
程
は
、
社
会
的
疎
外
過
程
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
心

二
、
李
賀
は
、
窓
を
境
と
し
た
雨
空
間
の
間
に
深
い
断
絶
感
を
感

じ
と
つ
て
い
た
。
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の
内
側
に
、
現
実
世
界
で
は
決
し
て
叶
え
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
、
や
未
来
の
様
々
な
夢
や
幻
が
く
不
思

て
い
た
。

の
よ
う
に
、
閉
鎖
性
が
強
す
ぎ
る
あ
ま
り

の

、

こ

こ

に

取

り

上

司

げ

る

こ

と

の

で

き

な

か

っ
た
作
品
は
幾
つ
も
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
秋
来
」
(
巻
一
〉

で
、
外
的
世
界
の
存
在
を
精
一
部
す
る
も
の
は
風
に
揺
ら
め
く
柄
の
葉

の
音
と
雨
音
だ
け
と
い
う
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
た
李
賀
の
室
内
に
、

死
者
の
援
魂
が
弔
い
に
来
る
(
雨
冷
脊
魂
弔
書
客
〉
と
い
う
幻
想
的

情
景
が
捕
か
れ
て
い
る
。
現
実
世
界
の
約
束
事
か
ら
解
き
放
た
れ
た

空
間
は
、
華
山
市
宮
や
行
官
と
悶
じ
く
現
実
社
会
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た

苧
賀
自
身
の
議
内
に
も
開
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

c
、
窓
の
法
過
機
能
に
在
日
し
た
表
現

李
資
自
身
の
感
概
を
述
べ
た
持
(
①
)
の
中
に
描
か
れ
た
透
過
機

能
に
注
目
し
た
窓
崎
写
は
ニ
例
、
い
ず
れ
も
「
南
関
十
一
一
一
首
い
中
に

あ
る
。
元
利
五
年
の
科
挙
受
験
の
た
め
の
上
京
を
振
り
出
し
に
、
問
問

谷
↓
長
安
iv
問
問
谷
i
w
洛
陽
;
長
安
i
v
瀦
州
と
械
を
求
め
て
各
地
を
点

々
と
し
た
李
賀
は
、
死
の
前
年
の
元
和
十
一
年
、
何
の
成
果
も
得
ら

れ
ぬ
ま
ま
故
郷
白
谷
へ
…
る
。
「
萌
閥
十
三
首
」
は
、
其
四
に

れ
た
卒
賀
の
年
齢
(
…
…
来
有
二
十
余
)
か
ら
推
し
て
、
最
後

郷
と
な
っ
た
一
芯
和
十
一
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

、a 

先
ず
は
、
詩
作
へ
の
没
入
と
い
う
形
で
開
示
さ
れ
た
特
異
な
室
内

空
間
が
、
外
的
世
界
の
侵
入
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
る
様
を
、

の
窓
描
写
の
中
に
見
て
み
よ
う
。

老
ゆ

暁
月
簾
に
当
り
て
玉
弓
を
掛
く

見
ず
や
年
年
遼
海
の
上

文
章
何
処
に
か
秋
田
州
を
突
き
ん

暁
月
蛍
簾
掛
十
本
弓

文
章
何
蕗
突
秋
風

一

〉

様

々

な

文

章

の

中

に

た

ず

ね

歩

き

、

の

一

一

句

に

磨

き
を
か
け
る
こ
と
に
没
頭
す
る
毎
日
。
ふ
と
気
が
付
く
と
、
明
け
方

の
月
が
簾
を
通
し
て
弓
な
り
の
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
見
た
ま

え
、
遼
海
の
ほ
と
り
で
は
、
来
る
年
も
来
る
年
も
戦
争
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
秋
風
の
悲
し
み
を
綴
る
私
の
よ
う
な
詩
人
が
存
在
す
る

余
地
な
ど
、
こ
の
世
の
ど
こ
に
あ
る
と
い
う
の
か
。

自
分
の
能
力
が
出
世
と
い
う
形
で
社
会
的
に
認
め
ら
れ
な
い
以

上
、
李
賀
に
は
詩
人
と
し
て
自
己
実
現
を
計
る
以
外
に
残
さ
れ
た
道

は
な
か
っ
た
ο

が
、
戦
乱
の
統
く
李
賀
の
時
代
に
、
詩
人
の
介
入
す

る
余
地
は
全
く
と
寄
っ
て
よ
い
組
な
く
、
李
資
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て

も
現
実
世
界
の
余
計
者
で
あ
っ
た
ο

詩
作
に
没
頭
し
て
い
る
間
は
忘

れ
て
い
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
事
が
、
月
光
に
よ
っ
て
現
実
に
引
き
も
ど

さ
れ
た
李
賀
の
自
の
前
に
、
ど
っ
と
押
し
よ
せ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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i々
に強

折
IJIJ 
の
作
で
あ
る

た
も
の
は
、

で

あ

っ

が

、

コ

開

闘

で

入

れ

た

も

の

は

、

詩

作

と

い

に

れ

の
行
為
を
無
意
味
化
す
る
現
実
で
あ
っ
た
。
死
が
m
側
近
に
迫
っ
た
元

和
十
一
年
の
卒
賀
に
と
っ
て
、
室
外
空
間
は
何
よ
り
も
先
ず
、
自
分

と
い
う
存
在
を
夜
定
す
る
現
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

b
で
は
、
廃
れ
た
宮
殿
の
内
側
に
、
現
実
昨
界
の
空
間
的
・
時
間

的
約
束
事
か
ら
解
き
放
た
れ
た
空
間
を
見
出
し
て
い
た
李
賀
の
姿
が

明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
哀
を
か
え
せ

J

は
こ
れ
も
ま
た
、
李
賀
が
廃

れ
た
宮
殿
下
の
窓
外
に
、
全
て
を
忘
却
の
彼
方
に
押
し
流
そ
う
と
す
る

現
実
(
時
間
〉
の
存
在
を
強
く
感
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
又
、
「
間
中
英
種
樹
、
税
樹
四
時
愁
」
(
悶
中
に
樹
を
種
う
る
英

か
れ
、
樹
を
種
う
れ
ば
四
時
愁
う
〉
で
始
ま
る
「
英
種
樹
」
(
巻
一
一
一
)

は
、
「
今
秋
似
去
秋
い
(
今
私
も
去
秋
に
似
た
り
)
の
勾
で
結
ば
れ
、

李
賀
が
窓
外
の
樹
木
日
自
然
を
通
し
て
時
間
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
悲

哀
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
李
駕
詩
中
に
頻
出
す

る
閉
ざ
さ
れ
た
窓
に
は
、
少
し
で
も
現
実
(
時
間
〉
か
ら
司
令
〕
背
け

よ
う
と
し
た
、
の
切
な
い
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ

〉
円
ノ
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
李
賀
が
窓
を
大
き
く
同
開
け
放
っ
て
い
る
例
を

於
て
、
大
き
く
開
け
放
た
れ
た
窓
の
描
写

に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ

て
乳
燕
飛
び

つ
て
帰
る

で

誌
記
宙
開
青
一
弘
h
J

C
I
t
-
-
-
J
A
B
-
-
4二ニ
l
l
f
i
r
/

通
じ

は
番
鈎
を
擁
し
て
石
磯
に
近
づ
く

一
一
一
首
」
其
八
・
吋
李
賀
詩
物

秦
妃
僚
を
巻
け
ば
北
窓
暁
く

の
槌
桐
青
鳳
小
な
り
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一
'v  一V

O
の

窓

描

写

の

特

徴

「

「

乳

識

に

と

細

や
か
に
掛
か
れ
た
窓
外
の
情
景
が
、
窓
を
通
し
て
室
内
に
取
り
込
ま

れ
る
や
一
合
や
、
一

j

遠
色
」
と
い
う
抽
象
的
に
し
て
空
虚
な
存
在
に
変

質
し
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。
芦
立
一
郎
氏
は
つ
李
賀
歌
詩
の
空
間
表

現
」
の
中
で
「
遠
j

一
の
文
字
を
取
り
上
げ
て
、
「
具
体
的
な
距
離
を

表
現
す
る
と
い
う
よ
り
、
心
理
的
距
離
感
を
よ
り
強
く
訴
え
る
も
の

で
、
そ
れ
も
喪
失
感
と
と
も
に
あ
る
例
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
遠
色
」
も
そ
う
し
た
例
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。
李
賀
特
有
の
徴
視
的
表
現
か
ら
一
転
し
て
の
「
遠
色
」
の
描
写

は
、
窓
外
空
路
に
対
す
る
李
賀
の
断
絶
感
の
、
探
さ
を
象
徴
し
て
い



る。
①

と

対

照

的

な

の

が

の

一

部

で

あ

る

②

の

窓

描

写

で

あ
る
ο

窓
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
た
情
景
は
、
韓
愈
以
下
回
詩
人
の
窓

描
写
と
同
様
、
「
柄
」
「
青
鳳
」
と
明
確
に
特
定
さ
れ
て
描
か
れ
て
お

り
、
間
空
間
の
間
に
何
の
隔
り
も
な
い

Q

李
賀
が
窓
を
通
し
て
等
身

大
の
自
然
に
向
き
あ
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
突
に
天
上
界
だ
け
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

自
分
の
未
来
に
大
き
な
希
望
を
抱
い
て
い
た
挫
折
前
の
李
賀
に
と

っ
て
、
窓
を
境
と
し
た
雨
空
間
は
均
質
な
広
が
り
で
あ
り
、
窓
外
の

・
自
然
は
彼
を
慰
め
る
親
し
い
空
間
で
あ
っ
た
。
が
、
科
挙
受
験
断
念

に
追
い
こ
ま
れ
た
元
和
五
年
を
撹
に
、
李
賀
の
均
質
な
世
界
観
は
崩

壊
し
て
行
く
ο

先
ず
世
界
は
門
を
境
に
、
李
賀
を
守
る
小
さ
な
空
間

と
、
そ
れ
を
取
り
回
む
巨
大
な
疎
外
空
間
と
に
大
き

の
窓
を
境
に
、
李
賀
と
い
う
存
在
を
無
化

、
現
実
世
界
で
は
叶
え
ら
れ
な

に
分
裂
し
て
行
っ
た
の
で
あ

の
均
質
性
を
閥
復
で
き

カ
つ

る
Q

以
後
、

た
の
は
、
?
の
み
で
あ
っ
た
。

閉
ざ
さ
れ
た
窓
の
内
側
は
、
消
極
的
に
は
、
役
人
と
し
て
も
詩
人

と
し
て
も
現
実
世
界
の
中
に
生
き
得
る
場
を
失
っ
た
李
賀
の
最
後
の

砦
で
あ
っ
た
が
、
積
極
的
に
は
、
非
現
実
的
幻
想
を
育
む
重
要
な
空

間
で
あ
っ
た
。
死
者
の
霊
魂
が
弔
い
に
来
る
よ
う
な
室
内
の
閉
鎖
空

間
は
、
蘇
小
小
な
ど
の
息
づ
く
詩
的
世
界
と
現
実
と
の
境
界
線
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
ο

注ハ1
)

「
堂
簾
」
と
い
う
一
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
「
簾
」
に
は
窓
お
お
い
の
飽

に
、
部
農
の
扉
お
お
い
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
。
が
、
李
賀
及
び
比
較
の

対
象
と
し
て
取
り
挙
げ
た
同
時
代
の
四
詩
人
の
詩
に
は
、
人
が
出
入
り
す

る
機
能
に
注
目
し
た
「
簾
」
の
用
例
は
皆
無
で
あ
る
た
め
、
こ
の
論
で
は

「
簾
」
の
用
例
を
全
て
大
き
な
窓
と
解
釈
し
て
考
察
を
進
め
て
行
き
た
い
。

ハ
2
〉
現
実
的
操
作
と
し
て
は
、
信
「
万
環
椅
桂
臨
」
(
李
賀
「
謝
秀
才
:
乙

共
同
・
巻
一
一
一
〉
の
よ
う
に
単
に
場
所
を
示
す
だ
け
の
も
の
、
⑨
船
窓
の

窓
、
③
「
窓
設
」
等
の
典
故
と
し
て
の
用
例
、
④
「
窓
戸
」
の
よ
う
に
、

宮
内
の
代
名
前
と
し
て
の
用
例
を
対
象
外
と
し
た
。

ハ
3
〉
ア
ン
ド
リ
ュ
l
'
ボ
イ
ド
吋
中
閣
の
建
築
と
都
市
』
田
中
訳
、
鹿
島

出
版
会
、
昭
和
五
十
四
年
、
八
七
真
。

ハ4
〉
韓
愈
ハ
全
農
詩
巻
…
一
一
三
六
!
一
一
一
四
五

γ
一
応
郊
〈
全
勝
詩
巻
一
一
一
七
一
一

i

…一一人…

γ
資
烏
(
全
庶
詩
巻
五
七
一
ー
ー
五
七
回

γ
腹
全
(
全
勝
詩
巻

一一一八七
i
c叫
八
九
〉
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
ま
た
、
事
賀
の
ご
四
一
詩

の
中
に
は
、
偽
作
説
の
強
い
「
静
女
春
時
曲
」
と
「
少
年
楽
」
は

λ

わ泊まれ

て
い
な
い

Q

(
5〉
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月
楽
潟

i

}

五
月
の
中
の
「
簾
」
の
用
例
は
、
問
い
の



お
お
い
を
訴
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
除
外
し
た
。

(
8
〉
窓
の
透
過
機
能
は
、
認
の
開
閉
状
態
に
よ
っ
て
更
に
ニ
つ
に
分
類
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
則
ち
、
開
け
放
た
れ
た
窓
b

弘
通
し
て
内
外
の
交

流
が
行
わ
れ
る
も
の
と
、
来
れ
こ
め
ら
れ
た
カ
ー
テ
ン
越
し
に
内
外
の
交

流
が
行
わ
れ
る
も
の
の
こ
つ
で
あ
る
。
「
簾
」
の
場
合
、
「
窓
」
に
比
べ
て

開
問
状
態
の
判
別
が
答
日
初
で
あ
る
た
め
、
「
簾
」
の
用
例
の
み
、
透
過
機

間
関
の
別
に
よ
っ
て
更
に
二
分
す
る
こ
と
に
し

持』。
ハ
7
〉
以
後
、
機
能
別
に
分
類
し
た
窓
の
用
例
を
「
窓
の
透
過
一
機
能
(
閉
鎖

機
能
〉
に
設
住
し
た
表
現
」
の
語
で
表
わ
す
こ
と
と
す
る
。

ハ
8
〉
都
井
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
I
部
人
文
科
学
〈
外
国
語
・
外
国

文
学
〉
第
三
十
四
号
、
一
九
八
四
年
。

ハ
9
〉
純
物
〈
斡
愈
一
・
混
郊
一
・
賀
品
開
・
成
全
一
一
〉
、
月
光
ハ
韓
愈
一
・

資
島
一
一
・
慮
人
公
一
一
〉
、
山
(
斑
島
問
〉
、
夜
明
f

け
の
明
る
み
ハ
韓
愈
一
一
)
、

青
空
ハ
一
流
郊
一
〉
。
他
に
、
窓
越
し
に
親
類
の
者
た
も
の
自
が
の
ぞ
く
例

が
、
韓
愈
に
一
例
あ
る
。

ハ
m〉
前
掲
論
文
、
問
頁
。
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ハ
筑
技
大
学
外
関
語
セ
ン
タ
ー
)
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