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自
ら
「
余
が
「
草
枕
」」（『
文
章
世
界
』
一
九
〇
七
年
一
一
月
）
で
言
及
し

て
い
る
よ
う
に
、
小
説
「
草
枕
」（『
新
小
説
』
一
九
〇
六
年
九
月
）
は
漱
石
自

身
に
よ
り
こ
れ
ま
で
に
類
を
見
な
い
「
俳
句
的
小
説
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
小
説
的
位
相
が
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。

「
草
枕
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
余
が
「
草
枕
」」
に
お
け
る
「
プ
ロ
ッ

ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
と
い
う
箇
所
は
も
ち
ろ
ん
、
小
説
第

九
章
で
の
メ
レ
デ
ィ
ス
「
ビ
ー
チ
ャ
ム
の
生
涯
」
を
め
ぐ
る
「
余
」
と
那
美
と

の
や
り
取
り
が
、
自
己
言
及
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

女
は
遠
慮
す
る
景
色
も
な
く
、
つ
か
〳
〵
と
這
入
る
。
く
す
ん
だ
半
襟

の
中
か
ら
、
恰
好
の
い
ゝ
頸
の
色
が
、
あ
ざ
や
か
に
、
抽
き
出
て
居
る
。

女
が
余
の
前
に
坐
つ
た
時
、
此
頸
と
此
半
襟
の
対
照
が
第
一
番
に
眼
に
つ

い
た
。

 

「
西
洋
の
本
で
す
か
、
六
づ
か
し
い
事
が
書
い
て
あ
る
で
せ
う
ね
」

 

「
な
あ
に
」

 

「
ぢ
や
何
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
」

 

「
さ
う
で
す
ね
。
実
は
わ
た
し
に
も
、
よ
く
分
ら
な
い
ん
で
す
」

 

「
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
。
そ
れ
で
御
勉
強
な
の
」

 

「
勉
強
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
只
机
の
上
へ
、
か
う
開
け
て
、
開
い
た
所
を

い
ゝ
加
減
に
読
ん
で
る
ん
で
す
」

　

 

（
…
）

 

「
初
か
ら
読
ん
ぢ
や
、
ど
う
し
て
悪
る
い
で
せ
う
」

 

「
初
か
ら
読
ま
な
け
り
や
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
仕
舞
迄
読
ま
な
け
り
や

な
ら
な
い
訳
に
な
り
ま
せ
う（

１
）」

　

た
び
た
び
引
用
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、「
余
」
は
那
美
と
の
会
話
の
中
で
、

筋
を
重
視
せ
ず
、
適
当
に
開
い
た
箇
所
を
読
む
と
い
う
「
非
人
情
」
な
読
み
方

を
自
ら
の
小
説
の
読
み
方
だ
と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
、
小
説
内
の
記
述
が
小
説

全
体
の
読
み
方
を
指
示
し
て
い
る
、
あ
る
種
の
状
況
設
定
で
あ
り
、
必
ず
し
も

そ
れ
に
読
者
が
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
い
に
せ
よ
、「
余
が
「
草
枕
」」
で
示
さ

れ
た
「
俳
句
的
小
説
」
の
あ
り
よ
う
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
重
要
な
の

は
、
こ
う
し
た
自
己
言
及
に
限
ら
ず
、「
草
枕
」
に
は
「
筋
」
と
は
異
な
る
位

相
へ
の
注
目
を
促
す
箇
所
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
筋
」
と
同
程
度
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
俳
句
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的
小
説
」
と
は
、
ま
ず
以
て
、
こ
う
し
た
「
草
枕
」
の
持
つ
重
層
性
の
謂
で
は

な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
余
」
が
那
美
と
の
関
わ
り
を
深
め
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
筋

と
し
か
言
い
表
す
術
が
な
い
も
の
で
も
あ
り
、
筋
を
読
む
こ
と
が
決
し
て
排
除

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
も
、
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

筋
を
読
む
／
読
ま
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
め
、「
草
枕
」
は
い
っ
た
い
如
何
な

る
「
小
説
」
で
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
小
説
半
ば
に
置
か
れ
た
第
八
章
の
記

述
を
手
が
か
り
に
、
戦
争
に
関
す
る
言
及
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
草
枕
」
の

位
相
を
考
え
た
い
。

　

そ
の
際
に
重
要
な
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
服
部
徹
也
の
論（

２
）で

あ
る
。

服
部
は
「
草
枕
」
に
お
け
る
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
「
残
像
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と

い
う
形
で
捉
え
、
読
書
過
程
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
積
み
重
な
り
と
そ
の
方
向

性
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
、
や
や
異
な
る

角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

二

　
「
草
枕
」
研
究
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
彩
さ
は
、
全
十
三
章
中
の
ど
こ

に
注
目
す
る
か
、
と
い
う
点
に
典
型
的
に
表
れ
る
。
本
稿
と
同
じ
く
第
八
章
に

着
目
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
佐
野
正
人（

３
）の

も
の
が
あ
る
。
佐
野
は
、
美
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
践
を
意
図
し
た
「
草
枕
」
の
目
論
見
が
破
綻
す
る
兆
候
を

第
八
章
に
見
て
い
る
。
こ
の
章
は
、
那
古
井
に
来
た
「
余
」
が
、
那
美
の
父
親

か
ら
招
待
さ
れ
て
茶
を
馳
走
に
な
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
観
海
寺
の
和

尚
・
大
徹
と
、
那
美
の
従
弟
で
あ
る
久
一
も
同
席
し
て
お
り
、
紙
幅
の
多
く
は

父
親
が
蒐
集
し
て
い
る
硯
や
書
、
茶
碗
な
ど
の
骨
董
品
に
関
す
る
審
美
的
批
評

の
や
り
取
り
に
費
や
さ
れ
る
が
、
佐
野
が
着
目
す
る
の
は
そ
の
末
尾
で
あ
る
。

ま
ず
そ
の
箇
所
を
確
認
し
て
お
く
。

　

老
人
は
当
人
に
代
つ
て
、
満
洲
の
野
に
日
な
ら
ず
出
征
す
べ
き
此
青
年

の
運
命
を
余
に
語
げ
た
。
此
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里
に
、
啼
く
は

鳥
、
落
つ
る
は
花
、
湧
く
は
温
泉
の
み
と
思
ひ
詰
め
て
居
た
の
は
間
違
で

あ
る
。
現
実
世
界
は
山
を
越
え
、
海
を
越
え
て
、
平
家
の
後
裔
の
み
住
み

古
る
し
た
る
孤
村
に
迄
逼
る
。
朔
北
の
曠
野
を
染
む
る
血
潮
の
何
万
分
の

一
か
は
、
此
青
年
の
動
脈
か
ら
迸
る
時
が
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
此
青
年

の
腰
に
吊
る
長
き
剣
の
先
か
ら
烟
り
と
な
つ
て
吹
く
か
も
知
れ
な
い
。
而

し
て
其
青
年
は
、
夢
み
る
事
よ
り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
、
人
生
に
認
め

得
ざ
る
一
画
工
の
隣
り
に
坐
つ
て
居
る
。
耳
を
そ
ば
だ
つ
れ
ば
彼
が
胸
に

打
つ
心
臓
の
鼓
動
さ
へ
聞
き
得
る
程
近
く
に
坐
つ
て
居
る
。
其
鼓
動
の
う

ち
に
は
、
百
里
の
平
野
を
捲
く
高
き
潮
が
今
既
に
響
い
て
居
る
か
も
知
れ

ぬ
。
運
命
は
卒
然
と
し
て
此
二
人
を
一
堂
の
う
ち
に
会
し
た
る
の
み
に

て
、
其
他
に
は
何
事
を
も
語
ら
ぬ
。

　

こ
こ
で
「
余
」
は
、
久
一
が
日
露
戦
争
に
出
征
す
る
と
い
う
事
実
を
初
め
て

知
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
で
自
ら
の
そ
れ
ま
で
の
現
実
認
識
や
生
へ
の
態

度
で
は
把
捉
で
き
な
い
、
戦
争
と
い
う
巨
大
な
現
実
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す

る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
佐
野
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

こ
こ
で
「
此
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里
に
」
以
下
の
「
余
」
の
感
慨

が
、
そ
の
非
人
情
論
と
明
ら
か
に
抵
触
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
後
半
、「
而
し
て
其
青
年
は
、
夢
み
る
事
よ
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り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
、
人
生
に
認
め
得
ざ
る
一
画
工
の
隣
り
に
坐
つ

て
居
る
。」
以
下
の
部
分
で
は
「
余
」
の
感
慨
と
い
う
位
置
を
越
え
て
、

い
わ
ば
超
越
的
な
語
り
手
が
登
場
し
て
「
一
画
工
」
を
も
相
対
化
、
客
観

化
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
『
草
枕
』
と
い
う
小
説
に
お

い
て
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
一
画
工
の
観
察
と
い
う
視
点
を
厳
し
く
固
執

す
る
非
人
情
論
の
小
説
的
枠
組
み
を
自
ら
破
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
こ
こ
で
こ
の
小
説
は
「
画
」
＝
平
面
的

な
観
察
と
い
う
こ
と
や
、
非
構
築
の
構
築
と
い
う
危
う
い
均
衡
を
破
っ
て

「
小
説
」
に
回
帰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
い
う
る
。（
…
）

　

こ
の
場
面
を
単
な
る
変
調
と
見
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
何
か
変
調
と
い
う
に
は
余
り
に
も
切
実
で
、
本
質
的
な
所
に
触
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
だ
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
…
）
漱
石
は

『
草
枕
』
と
い
う
非
構
築
の
構
築
を
追
い
つ
め
て
ゆ
く
中
で
、
何
か
し
ら

「
小
説
」
の
本
質
的
な
部
分
に
触
れ
て
「
転
向
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

場
面
で
は
そ
れ
は
「
戦
争
」
と
「
運
命
」
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
た
が
、

何
か
本
質
的
な
も
の
、
過
剰
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
も
の
に
こ
の
場
面
で

漱
石
は
確
実
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。

　

引
用
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
佐
野
は
第
一
に
、
こ
の
第
八
章
末
尾
が

そ
れ
ま
で
の
「
小
説
的
枠
組
み
を
自
ら
破
っ
て
」
い
る
と
指
摘
す
る
。
漱
石
の

全
業
績
を
見
据
え
な
が
ら
、「
草
枕
」
に
「
小
説
」
へ
の
「
転
向
」
を
見
る
と

い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
は
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
れ
は
、
西
洋
近
代
の
小
説
な

ら
ぬ
「
俳
句
的
小
説
」
か
ら
、「
三
四
郎
」
や
「
そ
れ
か
ら
」、「
門
」、
さ
ら
に

後
期
の
「
こ
こ
ろ
」「
行
人
」「
道
草
」
な
ど
の
漱
石
の
「
小
説
」
的
実
践
へ
と

至
る
方
向
転
換
で
あ
り
、
確
か
に
「
余
」
は
「
非
人
情
」
と
い
う
あ
り
方
を
維

持
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
も
見
え
る
。
そ
し
て
、
佐
野
は
そ
れ
が
「
余
」
を

相
対
化
す
る
「
超
越
的
な
語
り
手
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す

る
。

　

先
に
挙
げ
た
服
部
論
（
注
２
）
で
も
、
こ
の
八
章
末
尾
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

画
工
は
那
古
井
を
桃
源
郷
と
「
思
い
詰
め
て
い
た
の
は
間
違
い
で
あ
る
」

（
八
）
と
洞
察
す
る
そ
の
瞬
間
、
自
ら
の
座
す
空
間
か
ら
「
孤
村
」
へ
ズ
ー

ム
ア
ウ
ト
し
、
さ
ら
に
は
海
を
越
え
た
戦
場
を
幻
視
す
る
。
そ
し
て
幻
視

し
た
パ
ノ
ラ
マ
図
の
果
て
の
光
景
を
、「
血
」
を
滴
ら
せ
る
べ
き
す
ぐ
隣

の
青
年
の
鼓
動
に
投
影
し
て
「
高
き
潮
」
を
想
像
す
る
。
画
工
が
自
身
を

「
夢
み
る
事
よ
り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
、
人
生
に
認
め
得
ざ
る
一
画
工
」

（
八
）
と
呼
ぶ
と
き
、
読
者
は
彼
を
巨
大
な
パ
ノ
ラ
マ
中
の
点
景
と
し
て

見
る
だ
ろ
う
。

　
「
余
」
に
よ
る
俯
瞰
的
な
視
座
の
獲
得
と
い
う
状
況
を
第
八
章
末
尾
に
読
み

取
る
点
で
は
、
佐
野
も
服
部
も
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
「
余
」
の
認
識

の
変
化
や
漱
石
の
「
転
向
」
を
導
き
出
す
か
、
あ
る
い
は
「
草
枕
」
全
体
の
イ

メ
ー
ジ
連
鎖
の
一
部
と
捉
え
る
か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
私
見
で
は
、
日

露
戦
争
に
関
し
て
、
第
八
章
末
尾
の
記
述
に
は
テ
ク
ス
ト
外
部
の
戦
争
（
＝
佐

野
の
言
う
「
現
実
」）
の
参
照
を
促
す
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

仕
組
み
は
美
的
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
を
産
み
出
す
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

別
言
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
「
戦

争
」（
日
露
戦
争
）
は
作
品
内
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
自
体
が

極
め
て
反
・
小
説
的
（
あ
る
い
は
俳
句
的
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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先
に
見
た
第
九
章
の
自
己
言
及
は
典
型
的
な
一
例
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
こ

の
「
草
枕
」
に
は
、
小
説
の
筋
で
は
な
く
、
言
葉
が
喚
起
す
る
連
想
・
イ
メ
ー

ジ
へ
の
着
目
を
促
す
箇
所
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
俳
句
と
い

う
観
点
か
ら
の
首
藤
基
澄（

４
）や

、
漢
詩
と
い
う
点
か
ら
の
加
藤
二
郎（

５
）ら

の
指
摘
、

あ
る
い
は
海
外
文
学
と
の
比
較
文
学
的
考
察
な
ど
、
多
面
的
に
言
及
さ
れ
て
き

て
い
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
第
八
章
の
、
末
尾
と
は
別
の
箇
所
を
参
照
し

よ
う
。
観
海
寺
の
大
徹
和
尚
が
那
美
に
つ
い
て
語
る
次
の
発
話
は
、
筋
と
は
関

わ
り
が
な
さ
そ
う
だ
が
、
第
八
章
末
尾
の
戦
争
イ
メ
ー
ジ
を
確
実
に
導
く
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
の
仕
掛
け
を
含
ん
で
い
る
。

 

「
又
独
り
散
歩
か
な
、
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。
御
那
美
さ
ん
は
中
々
足
が
強
い
。

此
間
法
用
で
礪
並
迄
行
つ
た
ら
、
姿
見
橋
の
所
で
─
─
ど
う
も
、
善
く
似

と
る
と
思
つ
た
ら
、
御
那
美
さ
ん
よ
。
尻
を
端
折
つ
て
、
草
履
を
穿
い

て
、
和
尚
さ
ん
、
何
を
愚
図
々
々
、
ど
こ
へ
行
き
な
さ
る
と
、
い
き
な

り
、
驚
ろ
か
さ
れ
た
て
、
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
。
御
前
は
そ
ん
な
形
姿
で
地
体
ど
こ

へ
、
行
つ
た
の
ぞ
い
と
聴
く
と
、
今
芹
摘
み
に
行
つ
た
戻
り
ぢ
や
、
和
尚

さ
ん
少
し
や
ら
う
か
と
云
ふ
て
、
い
き
な
り
わ
し
の
袂
へ
泥
だ
ら
け
の
芹

を
押
し
込
ん
で
、
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
」

　

こ
こ
は
従
来
、
特
に
注
目
さ
れ
て
来
た
箇
所
と
は
言
い
が
た
く
、『
漱
石
全

集
』
の
注
釈
で
も
こ
の
発
話
内
の
語
句
へ
の
言
及
は
な
い（

６
）。

も
ち
ろ
ん
、
那
美

の
奇
行
を
示
す
例
と
解
す
れ
ば
物
語
の
筋
に
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
一
見
し
て
重
要
性
が
あ
る
箇
所
と
も
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

こ
に
は
筋
に
還
元
不
可
能
な
過
剰
な
も
の
が
は
っ
き
り
と
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
共
通
し
た
音
の
配
置
で
あ
る
。

　

全
体
的
に
「
ひ
と
り
（
独
り
）」「
し
り
（
尻
）」「
ぞ
う
り
（
草
履
）」「
い
き

な
り
」「
な
り
（
形
姿
）」「
せ
り
（
芹
）」「
も
ど
（
戻
）
り
」「
い
き
な
り
」
と
、

「
り
」
の
音
を
含
ん
だ
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
お
な
み
（
御
那
美
）」

「
と
な
み
（
礪
並
）」
と
い
う
音
の
類
似
、
あ
る
い
は
「ai

」
音
で
繋
が
る
「
な

み
（
那
美
）」「
あ
し
（
足
）」「
あ
い
（
だ
）（
間
）」「（
と
）な
み
（
礪
並
）」「（
す

が
）
た
み
・
ば
し
（
姿
見
橋
）」「
な
り
（
形
姿
）」「
な
に
（
何
）」「（
じ
）
た

い
（
地
体
）」「（
い
き
）
な
り
」「
わ
し
」
も
、
こ
の
僅
か
数
行
の
発
話
の
中
に

意
図
的
に
配
置
し
た
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
類
似
し
た
音
が
散
見
さ
れ

る（
７
）。

こ
の
大
徹
の
言
葉
遊
び
の
ご
と
き
発
話
は
、
や
は
り
筋
と
は
違
う
位
相
に

読
者
を
い
ざ
な
う
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
芹
摘
み

に
行
き
、
和
尚
の
袂
に
芹
を
押
し
込
む
と
い
う
那
美
の
奇
矯
な
行
為
に
よ
っ
て

で
は
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
行
為
が
意
味
連
関
を
形
成
す
る
可
能
性
は
排
除

し
な
い
が
）。

　

こ
れ
は
、
こ
の
第
八
章
で
の
審
美
的
批
評
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
に
も
匹
敵
す

る
よ
う
な
、
読
者
の
批
評
的
な
意
識
と
「
草
枕
」
と
の
接
点
を
生
み
出
す
回
路

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
余
」
の
画
工
ら
し
い
認
識
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
登
場
人
物
の
発
話
に
よ
っ
て
実
践

さ
れ
て
い
る
点
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

三

　

第
八
章
の
大
徹
の
発
話
は
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま

り
、
言
葉
遊
び
的
な
仕
掛
け
を
通
し
て
こ
の
箇
所
に
着
目
す
る
と
、
ま
た
別
の

仕
掛
け
も
見
え
て
く
る
よ
う
な
箇
所
と
し
て
。
こ
こ
を
読
む
と
、
そ
の
中
の
二

つ
の
固
有
名
詞
（
地
名
）
が
テ
ク
ス
ト
外
の
事
象
へ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
間
接
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的
に
促
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
礪
並
」
と
「
姿
見
橋
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
間
接
的
と
い
う
の
は
、
現
実
に
存
在
す
る
地
を
明
確
に
特
定

す
る
の
で
は
な
く
、
参
照
が
あ
く
ま
で
〈
連
想
〉
の
次
元
に
留
ま
っ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
が
、
以
後
見
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
地
名
は
「
草

枕
」
に
導
入
さ
れ
て
い
る
俳
句
や
和
歌
的
な
連
想
を
利
用
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
重

層
性
を
帯
び
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
少
な
く
と
も
、「
草
枕
」
が
「
那
古
井
」

と
い
う
架
空
の
温
泉
場
を
舞
台
に
設
定
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
和
尚

の
短
い
発
話
の
中
に
、
実
在
す
る
地
を
想
起
さ
せ
る
地
名
が
二
つ
も
登
場
し
て

い
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
「
姿
見
橋
」
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
の
橋
の
名
は
各
地
に
残
っ
て
い

る
が
、
最
も
著
名
な
の
が
神
田
川
に
架
か
っ
て
い
た
姿
見
橋
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
江
戸
名
所
図
会
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
姿
見
橋
」
と
聞
い
て

こ
の
橋
を
想
起
す
る
当
時
の
読
者
は
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、

「
江
戸
名
所
図
会
」
は
漱
石
の
「
門
」
や
「
道
草
」
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
お

り（
８
）、

当
然
な
が
ら
そ
の
内
容
を
漱
石
は
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

姿
見
の
橋　

同
し
く
北
の
方
に
架
せ
る
小
橋
を
号
く
昔
は
此
橋
の
左
右
に

池
あ
り
て
其
水
泛
て
流
れ
す
故
に
行
人
覗
み
れ
は
鏡
の
面
に
相
対
す
る
か

如
く
水
面
湛
然
た
る
故
に
名
と
す
る
と
も
或
は
寛
永
の
頃
大
樹
此
地
へ
御

放
鷹
の
時
御
鷹
翦
け
る
か
此
橋
の
辺
に
て
見
出
た
ま
ひ
し
か
は
台
命
に
よ

り
て
此
名
を
呼
せ
ら
れ
し
由
里
諺
に
い
ひ
伝
ふ
又
土
人
の
説
に
在
五
中
将

業
平
朝
臣
歌
枕
み
ん
と
あ
つ
ま
に
さ
す
ら
は
れ
し
頃
此
水
に
姿
を
う
つ
さ

れ
た
り
し
故
に
名
つ
く
と
い
へ
る
も
信
と
す
る
に
た
ら
す（

９
）

　
「
江
戸
名
所
図
会
」
で
は
、「
姿
見
」
と
い
う
橋
の
由
来
は
、
①
「
行
人
覗
み

れ
は
鏡
の
面
に
相
対
す
る
か
如
く
水
面
湛
然
た
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
、
と
記

述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
②
大
樹
（
徳
川
家
光
）
放
鷹
の
際
の
挿
話
、

③
信
憑
性
は
低
い
が
在
原
業
平
を
由
来
と
す
る
説
、
の
二
つ
も
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
中
で
も
①
の
説
で
は
、
自
分
の
姿
を
映
す
と
い
う
意
味
の
「
姿
見
」
と
い

う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
冒
頭
で
触
れ
た
「
草
枕
」
の
自
己
言
及
的
な
性
格
を
示

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。「
草
枕
」
第
十
一
章
で

ス
タ
ー
ン
の
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
、
シ
ヤ
ン
デ
ー
」
が
登
場
す
る
が
、
筋
や
結

構
を
無
視
し
た
こ
の
小
説
は
、
ま
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
祖
と
も
さ
れ
る
。

ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
て
西
洋
の
小
説
に
つ
い
て
思
考
し
て
い
た
漱
石
は
、「
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
る
前
に
、〈
小
説
〉
そ
の
も

の
に
対
す
る
批
評
的
な
小
説
と
い
う
位
相
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
姿
見
」
と
は
、
批
評
的
な
小
説
た
る
「
草
枕
」
の
性
格
を
端
的
に
示
す
記
号

で
あ
る
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
橋
に
は
ま
た
異
な
る
挿
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
酒
井
忠
昌

『
南
向
茶
話）

（1
（

』
は
、
問
答
形
式
で
江
戸
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
つ
い
て
記
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
に
姿
見
橋
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　

�

問
曰
高
田
之
末
よ
り
向
へ
わ
た
り
候
橋
を
姿
見
橋
と
も
又
面
影
之
橋

と
も
申
候
由
説
有
之
候
や
う
に
承
り
伝
へ
候
如
何

答
曰
予
も
此
所
に
居
住
せ
し
古
老
の
記
し
置
た
る
書
を
見
侍
り
し
に
其
略

に
曰
明
応
年
中
之
比
此
里
に
和
田
靱
負
佐
守
祐
と
い
ふ
男
子
二
人
守
護
祐

親
と
云
女
一
人
於
戸
姫
と
い
ふ
容
色
勝
た
る
故
に
婚
礼
を
求
め
る
人
多
け

れ
共
免
さ
ず
父
守
祐
事
あ
り
て
他
国
に
ま
か
り
し
此
近
き
辺
に
関
と
い
へ

る
者
徒
を
催
し
て
彼
家
を
襲
ふ
俄
の
事
に
て
男
子
兄
弟
賊
を
討
け
る
其
隙

－�39�－



に
関
奥
へ
入
於
戸
姫
を
奪
ひ
取
逃
去
し
に
板
橋
に
至
り
姫
絶
入
り
て
人
心

あ
ら
ざ
れ
ば
彼
所
に
打
捨
て
関
は
逃
去
ぬ
此
板
橋
に
杉
山
三
郎
左
衛
門
と

云
へ
る
貧
し
き
夫
婦
老
人
あ
り
耕
作
の
為
に
此
野
へ
出
此
女
を
伴
ひ
家
に

至
り
養
育
せ
り
程
経
て
後
此
辺
小
川
左
衛
門
次
郎
義
治
と
い
ふ
士
杉
山
に

嫁
を
求
る
事
再
三
な
り
け
れ
ば
彼
小
川
を
婚
せ
し
と
な
る
然
る
に
村
上
三

郎
武
範
と
い
ふ
士
彼
小
川
と
親
し
く
交
り
け
る
に
妻
女
を
奪
は
ん
と
た
ば

か
り
小
川
が
宅
へ
行
対
面
し
透
間
を
見
て
小
川
を
差
殺
し
け
る
於
戸
姫
長

刀
を
以
て
村
山
と
相
戦
ひ
逃
ん
と
す
る
を
村
山
が
右
の
足
を
な
ぎ
け
れ
ば

従
者
お
り
合
て
村
山
を
討
留
む
妻
女
悲
み
に
た
え
ず
髪
切
て
夜
に
紛
れ
家

を
出
て
去
ぬ
此
川
辺
に
至
り
て

　
　
　

変
り
ぬ
る
姿
見
よ
と
や
行
水
に

　
　
　
　
　
　
　
　

う
つ
す
鏡
の
影
に
恨
し

　
　

と
詠
じ
け
り
又
月
の
出
を
見
て

　
　
　

限
り
あ
れ
は
月
も
今
宵
は
出
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　

昨
日
み
し
人
の
今
は
な
き
世
に

其
後
此
河
に
身
を
投
死
る
よ
し
右
の
詠
歌
の
儀
に
付
て
姿
見
橋
と
名
付
け

る
と
云
々
按
る
に
民
間
之
里
諺
に
て
右
の
記
の
姓
名
等
曾
て
他
書
に
相
見

へ
ず
信
用
し
が
た
し
と
い
へ
ど
も
暫
く
其
説
を
載
す
る
而
已
高
田
馬
場
に

諏
訪
の
社
あ
り
別
当
玄
国
寺
と
い
ふ
此
寺
僧
之
説
に
云
く
俤
の
橋
は
往
古

在
原
業
平
朝
臣
東
国
へ
下
向
の
比
此
橋
に
て
詠
歌
あ
り
依
て
名
付
る
よ
し

其
詠
は
予
忘
れ
た
り
此
玄
国
寺
往
古
大
寺
に
て
三
世
之
仏
三
千
仏
を
安
置

し
け
る
由
兵
乱
之
比
に
多
く
紛
失
し
て
今
僅
に
残
る
と
云
右
の
詠
歌
も
所

の
旧
地
故
に
此
寺
に
残
り
け
る
よ
し
な
り
右
両
説
何
れ
か
是
な
ら
ん

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
姿
見
橋
」
の
名
の
由
来
と
し
て
、
於
戸
姫
が
「
変
り

ぬ
る
姿
見
よ
～
」
と
い
う
和
歌
を
遺
し
、
身
を
投
じ
た
と
い
う
「
里
諺
」
を
記

す
。「
右
の
記
の
姓
名
等
曾
て
他
書
に
相
見
へ
ず
信
用
し
が
た
し
」
と
も
筆
者

は
述
べ
て
お
り
、
こ
の
挿
話
自
体
が
『
南
向
茶
話
』
に
し
か
見
当
た
ら
な
い
た

め
、
実
際
に
ど
の
程
度
明
治
期
に
流
布
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
だ

が
、
こ
の
挿
話
を
想
起
し
た
読
者
に
と
っ
て
は
、
於
戸
姫
は
「
草
枕
」
中
で
繰

り
返
し
言
及
さ
れ
る
長
良
の
乙
女
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
、
昔
の
志
保
田
の
嬢
様

と
、〈
若
い
女
性
の
自
死
〉
と
い
う
点
で
重
な
り
合
う
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
に

イ
メ
ー
ジ
の
連
関
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
漱
石
が
こ
う
し
た
背

景
を
汲
ん
で
、
意
図
的
に
「
姿
見
橋
」
を
こ
こ
に
描
き
込
ん
だ
可
能
性
は
十
分

に
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
南
向
茶
話
』
は
漱
石
の
蔵
書
に
無
く
、「
草
枕
」
に
お
け
る
「
姿

見
橋
」
の
出
典
が
確
定
で
き
て
い
な
い
た
め
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い

が
、
以
上
の
こ
と
は
、「
草
枕
」
が
小
説
内
に
登
場
す
る
空
間
や
事
物
等
を
通

し
て
、
当
時
の
読
者
に
想
起
さ
せ
る
小
説
外
の
イ
メ
ー
ジ
、
民
俗
学
的
な
想
像

力
を
利
用
す
る
よ
う
な
作
品
で
あ
り
、
他
の
漱
石
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
そ
の
利
用

の
程
度
が
高
い
「
俳
句
的
小
説
」
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。「
余

が
「
草
枕
」」
で
、
漱
石
は
「
穿
ち
」
を
基
調
と
す
る
「
在
来
の
小
説
」
を
「
川

柳
的
」
と
見
な
し
、「
美
を
生
命
と
す
る
」
小
説
を
「
俳
句
的
」
と
捉
え
て
い
た
。

こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
一
般
的
な
小
説
が
現
実
の
人
情
や
世
態
、
風
俗
を
常

に
参
照
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
俳
句
的
小
説
」
と
は
先
行
す
る
文
学

テ
ク
ス
ト
や
芸
術
作
品
と
の
連
関
を
、
現
実
へ
の
参
照
よ
り
も
重
視
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
際
「
姿
見
橋
」
は
、
そ
う
し
た
連
関
を
端
的
に
示
す

記
号
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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四

　

も
う
一
つ
の
固
有
名
詞
で
あ
る
「
礪
並
」
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は

現
在
で
は
「
砺
波
」
と
記
さ
れ
る
、
か
つ
て
源
平
の
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た

こ
と
で
著
名
な
富
山
の
地
を
想
起
さ
せ
る
（
も
ち
ろ
ん
小
説
の
舞
台
が
富
山
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
は
な
い
）。
明
治
三
〇
年
代
末
頃
に
は
、
地
名
と

し
て
は
一
般
的
に
「
砺
波
」
の
表
記
が
定
着
し
て
い
た）

（（
（

た
め
、「
那
古
井
」
が

架
空
の
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
の
地
で
あ
る
富
山
県
の

「
砺
波
」
を
直
接
的
に
読
者
が
想
起
す
る
こ
と
を
避
け
る
目
的
か
ら
「
礪
並
（
砺

並
）」
と
い
う
地
名
表
記
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、「
礪
並
山
」

で
の
源
平
の
合
戦
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
漱
石
に
と
っ
て

は
必
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
在
来
の
小
説
」
の
よ
う
な
現
実
へ
の
参
照
で

は
な
く
、
こ
こ
で
も
「
俳
句
的
小
説
」
の
使
命
で
あ
る
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
の
連

関
を
生
み
出
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
礪
並
山
の
合
戦
に
つ
い
て
は
、『
平
家
物
語
』
で
は
「
砥
波
（
砥
浪
）」

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
礪
並
」
は
『
源
平
盛
衰
記
』
に
お
け
る
表
記
で
あ
る

が
、
礪
並
山
・
倶
利
伽
羅
峠
で
の
著
名
な
合
戦
に
つ
い
て
は
両
本
に
記
載
が
あ

る
。
具
体
的
な
記
述
は
、『
平
家
物
語
』
と
『
源
平
盛
衰
記
』、
ま
た
『
平
家
物

語
』
の
諸
本
間
で
も
か
な
り
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
共
通

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
平
家
物
語
』
の
流
布
本
系
統
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す

る
。　

さ
る
ほ
ど
に
、
北
・
南
よ
り
廻
る
搦
手
の
勢
一
万
余
騎
、
倶
利
伽
羅
の

堂
の
辺
に
廻
り
合
ひ
、
箙
の
方
立
打
ち
た
ゝ
き
、
鬨
を
ど
つ
と
ぞ
作
り
け

る
。
お
の
〳
〵
後
を
顧
み
給
へ
ば
、
白
旗
雲
の
如
く
に
さ
し
上
げ
た
り
。

「
こ
の
山
は
四
方
岩
石
で
あ
る
な
れ
ば
、
搦
手
よ
も
廻
ら
じ
と
こ
そ
思
ひ

つ
る
に
、
こ
は
い
か
に
」
と
ぞ
騒
が
れ
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
、
大
手
よ
り

木
曾
殿
一
万
余
騎
、
と
き
の
こ
ゑ
を
合
せ
給
ふ
。
砥
浪
山
の
裾
、
松
長
の

柳
原
・
茱
萸
木
林
に
ひ
き
隠
し
た
り
け
る
一
万
余
騎
、
日
の
宮
林
に
控
へ

た
る
今
井
の
四
郎
六
千
余
騎
も
、
同
じ
う
と
き
の
こ
ゑ
を
ぞ
合
せ
け
る
。

前
後
四
万
余
騎
が
喚
く
声
に
、
山
も
河
も
た
ゞ
一
度
に
崩
る
ゝ
と
こ
そ
聞

え
け
れ
。
さ
る
ほ
ど
に
、
次
第
に
暗
う
は
な
る
、
前
後
よ
り
敵
は
攻
め
来

る
、「
き
た
な
し
や
。
返
せ
や
〳
〵
」
と
い
う
族
多
か
り
け
れ
ど
も
、
大

勢
の
傾
き
立
つ
た
る
は
、
左
右
な
う
取
つ
て
返
す
事
の
難
け
れ
ば
、
平
家

の
大
勢
後
の
倶
利
伽
羅
が
谷
へ
、
我
れ
先
に
と
ぞ
落
ち
行
き
け
る
。
先
に

落
し
た
る
者
の
見
え
ね
ば
、「
こ
の
谷
の
底
に
も
道
の
あ
る
こ
そ
」
と
て
、

親
落
せ
ば
子
も
落
し
、
兄
が
落
せ
ば
弟
も
落
し
、
主
落
せ
ば
家
の
子
郎
党

も
続
き
け
り
。
馬
に
は
人
、
人
に
は
馬
、
落
ち
重
な
り
落
ち
重
な
り
、
さ

ば
か
り
深
き
谷
一
つ
を
、
平
家
の
勢
七
万
余
騎
で
ぞ
埋
め
た
り
け
る
。
巌

泉
血
を
流
し
、
死
骸
岡
を
な
せ
り）

（1
（

。

　

こ
の
箇
所
（
巻
七
「
倶
利
伽
羅
落
し
の
事
」）
で
は
、
少
数
の
木
曾
義
仲
勢

が
平
家
の
大
軍
を
奇
策
に
よ
っ
て
倶
利
伽
羅
谷
に
追
い
落
と
す
戦
い
の
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。
谷
の
状
況
は
、
傍
線
部
「
馬
に
は
人
、
人
に
は
馬
、
落
ち
重

な
り
落
ち
重
な
り
、
さ
ば
か
り
深
き
谷
一
つ
を
、
平
家
の
勢
七
万
余
騎
で
ぞ
埋

め
た
り
け
る
。
巌
泉
血
を
流
し
、
死
骸
岡
を
な
せ
り
。」
と
、
動
揺
し
た
兵
が

次
々
と
雪
崩
の
よ
う
に
谷
底
に
落
ち
、
死
骸
の
山
が
で
き
る
と
い
う
凄
惨
な
も

の
だ
っ
た
。『
源
平
盛
衰
記
』
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
で

も
倶
利
伽
羅
の
谷
底
へ
人
が
連
な
る
よ
う
に
落
ち
、
平
家
勢
の
死
体
が
丘
の
よ

う
に
積
み
重
な
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
戦
況
が
記
さ
れ
る
。
歌
川
芳
員
ら
の
武
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者
絵）

（1
（

に
よ
る
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
も
、
こ
の
合
戦
の
認
知
度
を
高
め
る
の
に
機
能

し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、「
礪
並
」
と
い
う
地
名
か
ら
こ
の
合
戦
を
イ
メ
ー
ジ

す
る
読
者
に
は
、
当
然
な
が
ら
「
草
枕
」
の
背
景
に
あ
る
日
露
戦
争
の
状
況
が

想
起
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
第
八
章
末
尾
で
は
、「
朔
北
の
曠
野
を
染
む
る
血
潮
」
と
い

う
具
合
に
、
戦
場
の
様
子
は
抽
象
的
に
語
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
箇
所
か
ら
倶
利
伽
羅
谷
で
の
合
戦
が
読
者
の
中
に
直
ち
に
想
起
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、「
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里
」
と
さ
れ
る

「
那
古
井
」
が
、
ま
た
「
平
家
の
後
裔
の
み
住
み
古
る
し
た
る
孤
村
」
で
も
あ

る
と
す
る
「
余
」
の
語
り
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。「
礪
並
」
が
出
て
来

る
和
尚
の
発
話
箇
所
と
、
こ
の
末
尾
と
の
間
に
は
や
や
隔
た
り
が
あ
る
が
、
同

じ
章
内
に
「
平
家
」
に
関
連
す
る
と
判
断
で
き
る
語
が
二
つ
配
さ
れ
、
イ
メ
ー

ジ
の
連
関
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
富
山
の
砺
波
周
辺

に
は
、
こ
の
倶
利
伽
羅
谷
の
合
戦
に
よ
っ
て
平
家
落
人
の
伝
説
が
残
さ
れ
て
い

る
が
、
那
古
井
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
小
天
温
泉
の
あ
る
玉
名
周
辺
に
は
、
そ
う

し
た
伝
説
は
知
ら
れ
て
い
な
い）

（1
（

。
確
か
に
、
平
家
落
人
伝
説
は
「
那
古
井
」
を

「
孤
村
」
と
見
立
て
る
「
草
枕
」
か
ら
す
れ
ば
格
好
の
設
定
な
の
だ
が
、
や
は

り
第
八
章
に
お
け
る
「
平
家
」
の
刻
印
は
、
こ
の
小
説
を
テ
ク
ス
ト
外
の
戦
争

へ
と
接
続
す
る
た
め
の
端
子
で
あ
る
と
見
た
い
。

　

第
三
節
と
本
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
姿
見
橋
」
と
「
礪
並
」
と
い
う
二

つ
の
地
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
た
め
に
機
能

し
て
い
る
が
、
両
者
が
指
示
す
る
も
の
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。「
姿
見
橋
」

は
、
長
良
の
乙
女
／
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
／
那
美
と
い
う
女
性
の
系
譜
に
連
な
る
橋

名
で
あ
り
、
一
方
の
「
礪
並
」
は
倶
利
伽
羅
の
合
戦
／
日
露
戦
争
と
い
う
男
性

的
な
行
為
へ
と
接
続
す
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
第
八
章
は
重
要
な
箇
所
と
言
え

る
の
だ
が
、
特
に
戦
争
の
こ
と
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、「
那
古
井
」

と
対
比
さ
れ
る
「
現
実
世
界
」
が
実
際
に
「
朔
北
の
曠
野
を
染
む
る
血
潮
」
に

充
ち
て
い
た
こ
と
を
漱
石
自
身
が
描
い
て
い
る
小
説
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
目
を

向
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

五

　
「
草
枕
」
で
は
さ
ほ
ど
筆
が
費
や
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
日
露
戦
争
の
戦

場
の
光
景
は
、
そ
の
半
年
ほ
ど
前
に
発
表
さ
れ
た
「
趣
味
の
遺
伝
」（『
帝
国
文

学
』
一
九
〇
六
年
一
月
）
で
は
極
め
て
生
々
し
く
記
述
さ
れ
る
。
語
り
手
「
余
」

は
、
友
人
で
あ
る
「
浩
さ
ん
」
の
戦
死
の
模
様
に
つ
い
て
長
々
と
想
起
す
る
が
、

次
は
そ
の
最
初
の
箇
所
で
あ
る
。

　

浩
さ
ん
！�

浩
さ
ん
は
去
年
の
十
一
月
旅
順
で
戦
死
し
た
。
二
十
六
日

は
風
の
強
く
吹
く
日
で
あ
つ
た
さ
う
だ
。
遼
東
の
大
野
を
吹
き
め
ぐ
つ

て
、
黒
い
日
を
海
に
吹
き
落
さ
う
と
す
る
野
分
の
中
に
、
松
樹
山
の
突
撃

は
予
定
の
如
く
行
は
れ
た
。
時
は
午
後
一
時
で
あ
る
。（
…
）

（
…
）
塹
壕
に
飛
び
込
ん
だ
者
は
向
へ
渡
す
為
め
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
は

な
い
。
死
ぬ
為
め
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
等
の
足
が
壕
底
に
着
く

や
否
や
穹
窖
よ
り
覘
を
定
め
て
打
ち
出
す
機
関
砲
は
、
杖
を
引
い
て
竹
垣

の
側
面
を
走
ら
す
時
の
音
が
し
て
瞬
く
間
に
彼
等
を
射
殺
し
た
。
殺
さ
れ

た
も
の
が
這
ひ
上
が
れ
る
筈
が
な
い
。
石
を
置
い
た
沢
庵
の
如
く
積
み
重

な
つ
て
、
人
の
眼
に
触
れ
ぬ
坑
内
に
横
は
る
者
に
、
向
へ
上
が
れ
と
望
む

の
は
、
望
む
も
の
ゝ
無
理
で
あ
る
。
横
は
る
者
だ
つ
て
上
が
り
た
い
だ
ら

う
、
上
り
た
け
れ
ば
こ
そ
飛
び
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
い
く
ら
上
が
り
度
て

－�42�－



も
、
手
足
が
利
か
な
く
て
は
上
が
れ
ぬ
。
眼
が
暗
ん
で
は
上
が
れ
ぬ
。
胴

に
穴
が
開
い
て
は
上
が
れ
ぬ
。
血
が
通
は
な
く
な
つ
て
も
、
脳
味
噌
が
潰

れ
て
も
、
肩
が
飛
で
も
身
体
が
棒
の
様
に
鯱
張
つ
て
も
上
が
る
事
は
出
来

ん）
（1
（

。

　

確
認
し
て
お
く
と
、「
浩
さ
ん
」
は
作
品
中
で
一
一
月
二
六
日
に
戦
死
し
た

と
い
う
設
定
だ
が
、
こ
れ
は
日
露
戦
争
の
激
戦
の
一
つ
で
あ
る
一
九
〇
四
年
一

一
月
二
六
日
の
旅
順
攻
囲
戦
第
四
回
総
攻
撃
（
第
三
回
と
し
て
い
る
も
の
も
あ

る
）、
つ
ま
り
ロ
シ
ア
が
旅
順
北
郊
に
設
け
た
堡
塁
の
あ
る
「
松
樹
山
」
へ
の

攻
撃
の
日
に
あ
た
る
。
こ
の
攻
撃
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
は
、
当
時
書
か

れ
た
様
々
な
記
録
か
ら
も
窺
え
る
が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

二
十
六
日
の
天
明
と
共
に
、
攻
城
砲
、
野
戦
砲
は
各
方
面
よ
り
一
斉
に
撃

ち
出
さ
れ
ぬ
。
攻
撃
開
始
の
期
は
、
午
後
一
時
を
尅
せ
ら
る
。
各
隊
共
に

勇
み
励
ん
で
時
刻
の
到
る
を
待
つ
、
盖
し
松
樹
山
、
二
龍
山
、
東
鶏
冠

山
、
及
同
旧
砲
台
共
に
、
数
日
前
既
に
其
外
岸
の
側
防
筐
舎
を
破
壊
し
た

る
が
故
に
今
は
強
襲
し
て
之
を
奪
略
せ
ん
と
す
る
に
在
り
き
。
攻
囲
軍
は

此
日

　
　
　
　
　
　
　

全
線
に
亘
り
て
敵
の
塹
壕
に
突
入

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

し
、
戦
闘
を
開
始
せ
り
。
一
隊
倒
れ
て
一
隊
踵
ぎ
、
味
方
の
死
屍
を
踏
み

踰
え
、
突
撃
躍
進
、
以
て
日
没
に
至
る
。
さ
れ
ど
最
新
式
の
要
塞
築
城
、

胸
壁
に
攀
つ
れ
ば
、
内
部
更
に
第
二
の
側
防
あ
り
、
我
軍
の
伏
屍
を
累
積

し
て
突
入
す
れ
ば
、
咽
喉
部
に
も
防
禦
あ
り
、
要
所
に
は
地
雷
を
設
け
、

通
路
を
絶
つ
に
は
機
関
砲
あ
り
、
敵
兵
之
に
拠
り
て
殊
死
防
戦
す
。
我
軍

僅
か
に
砲
台
の
一
小
部
分
を
奪
取
す
る
に
過
ぎ
ず
し
て
、
為
め
に
其
目
的

を
達
し
得
ざ
り
き）

（1
（

。

　

こ
こ
に
あ
る
通
り
、
戦
闘
は
過
酷
を
極
め
、「
味
方
の
死
屍
を
踏
み
踰
え
」

て
の
突
撃
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
趣
味
の
遺
伝
」
の

記
述
を
裏
付
け
る
よ
う
な
記
録
は
容
易
に
見
出
せ
る
の
だ
が
、
小
説
ほ
ど
詳
細

な
記
述
は
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
新
聞
記
事
に
お
い
て
も
漱
石
の
記
述
の

典
拠
と
な
る
よ
う
な
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
当
時
の
一
般
人
が
知
り
得
る
範
囲

を
逸
脱
し
た
描
写
だ
と
言
え
る）

（1
（

。

　

さ
て
、「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
け
る
日
露
戦
争
旅
順
攻
囲
戦
第
四
回
総
攻
撃

の
描
写
で
は
、
前
引
の
よ
う
に
、
敵
の
堡
塁
を
奪
取
し
よ
う
と
突
撃
す
る
日
本

兵
が
、
壕
の
中
に
落
ち
、
上
か
ら
の
攻
撃
に
よ
り
殆
ど
全
滅
し
た
様
子
が
記
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
壕
に
飛
び
込
み
、
再
び
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
な

い
状
況
と
し
て
語
ら
れ
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
記
述
は
「
杖
」「
竹
垣
」「
沢

庵
」
と
い
っ
た
身
近
な
物
の
比
喩
を
用
い
て
、
戦
場
の
音
や
状
態
を
リ
ア
ル
に

読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
他
方
で
こ
の
比
喩
は
実
際
の
戦
場
と
の
隔

た
り
を
も
強
調
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
杖
を
引
い
て
竹
垣
の
側
面
を
走

ら
す
」
と
い
う
一
種
の
遊
戯
的
行
為
と
、
シ
リ
ア
ス
な
兵
士
の
死
と
が
ア
イ
ロ

ニ
カ
ル
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
両
者
の
対
照
性
が
浮
か
び
あ
が
る
か

ら
だ
。
こ
こ
に
は
、
戦
死
し
た
者
へ
「
向
へ
上
が
れ
と
望
む
の
は
、
望
む
も
の

の
無
理
で
あ
る
」
と
い
う
語
り
手
の
シ
ニ
カ
ル
さ
が
、
銃
後
に
い
る
読
者
の
声

を
代
弁
す
る
身
振
り
を
示
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
視
線
を
明
確
に
批
判
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
「
草
枕
」
の
「
礪
並
」
と
い
う
地
名
、
あ
る
い
は
「
平
家
の
後
裔
」
と
い
う

語
に
よ
っ
て
倶
利
伽
羅
谷
の
合
戦
が
想
起
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
趣
味
の
遺
伝
」

に
お
け
る
日
露
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
が
連
想
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
を
認
め
る
こ
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と
は
、
確
か
に
容
易
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
連
想
が
可
能
と
な
る
た
め

に
必
要
な
読
者
の
文
学
的
な
教
養
は
、「
草
枕
」
の
至
る
と
こ
ろ
で
要
求
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
注
釈
無
し
で
「
草
枕
」
を
読
む
こ
と
は
困
難
だ

が
、
漢
文
的
素
養
や
俳
諧
の
知
識
が
桁
違
い
に
高
か
っ
た
当
時
に
於
い
て
さ

え
、
も
ち
ろ
ん
理
解
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は

そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
定
の
教
養

を
持
つ
読
者
が
、「
草
枕
」
を
そ
の
表
層
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
厚
み
を
持
っ

た
連
想
の
積
み
重
な
り
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
漱
石
は
意
図
し
て
い
た
と
は

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
描
写
の
質
に
お
い
て
「
趣
味
の
遺
伝
」
と

「
草
枕
」
と
で
は
戦
争
の
扱
い
方
が
全
く
異
な
る
が
、
前
引
の
「
趣
味
の
遺
伝
」

に
お
け
る
戦
場
の
語
り
が
、「
黄
巻
青
帙
の
間
に
起
臥
し
て
書
斎
以
外
に
如
何

な
る
出
来
事
が
起
る
か
知
ら
ん
で
も
済
む
天
下
の
逸
民
」
で
あ
る
「
余
」
に

よ
っ
て
「
満
洲
の
大
野
を
蔽
ふ
大
戦
争
の
光
景
が
あ
り
〳
〵
と
脳
裏
に
描
出
せ

ら
れ
た
」（
一
）
結
果
で
あ
る
点
で
は
、「
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里
」
で
満

州
の
戦
争
を
空
想
す
る
「
草
枕
」
の
「
余
」
と
、
状
況
は
極
め
て
近
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
け
る
戦
争
の
記
述
が
、
書

斎
で
小
説
を
執
筆
す
る
漱
石
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と

類
比
的
で
も
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
服
部
徹
也
は
、
本
稿
第
二
節
で
引
用
し
た
箇
所
に
お
い

て
、「
草
枕
」
第
八
章
の
末
尾
を
「
余
」
に
よ
る
戦
場
の
「
幻
視
」
で
あ
る
と

し
つ
つ
、「
画
工
が
自
身
を
『
夢
み
る
事
よ
り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
、
人
生

に
認
め
得
ざ
る
一
画
工
』（
八
）
と
呼
ぶ
と
き
、
読
者
は
彼
を
巨
大
な
パ
ノ
ラ

マ
中
の
点
景
と
し
て
見
る
だ
ろ
う
。」
と
論
じ
て
い
た
。
こ
の
幻
視
は
、「
趣
味

の
遺
伝
」
に
お
け
る
「
余
」
が
同
じ
く
戦
場
の
光
景
に
つ
い
て
実
践
し
て
い
る

こ
と
で
も
あ
る
。
幻
視
と
は
、「
余
」
と
い
う
主
体
が
図
（
絵
・
映
像
）
の
外

側
に
い
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
本

来
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
距
離
が
無
化
さ
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
と
言
え
る
。

　

だ
が
、「
趣
味
の
遺
伝
」
で
獲
得
さ
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
的
な
視
点
は
、「
草

枕
」
で
は
遂
に
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
草
枕
」
が
連
想
＝
イ
メ
ー
ジ

の
連
鎖
を
生
み
出
す
「
俳
句
的
小
説
」
と
し
て
構
築
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
佐
藤
泉
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
記
述
に
つ
い
て
、「
大
砲
等
の
大
量
殺
傷

兵
器
が
登
場
し
彼
我
の
間
に
二
次
元
の
距
離
が
作
ら
れ
、
ま
た
偵
察
機
、
戦
闘

機
に
よ
る
三
次
元
の
視
覚
が
広
が
る
。
そ
の
高
み
か
ら
見
下
ろ
さ
れ
る
時
、
漱

石
の
比
喩
を
借
り
る
な
ら
『
蜘
蛛
の
子
』『
大
豆
の
一
粒
』『
擂
鉢
の
中
に
攪
き

回
さ
れ
る
里
芋
』
の
如
く
無
意
味
な
人
間
が
登
場
す
る
だ
ろ
う
。
旅
順
に
戦
死

す
る
『
浩
さ
ん
』
の
姿
は
こ
の
新
た
な
知
覚
と
そ
れ
に
対
応
し
た
新
た
な
人
間

の
登
場
の
予
見
と
言
え
る
。）

（1
（

」
と
述
べ
、
戦
争
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
踏
ま
え
た

作
品
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
る
。「
草
枕
」
は
、
そ
う
し
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
で

獲
得
さ
れ
た
戦
争
メ
デ
ィ
ア
的
な
眼
差
し
を
、
再
び
「
小
説
」
に
回
収
す
る
地

点
で
成
立
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

六

　

第
八
章
の
和
尚
の
発
話
は
、
小
説
が
成
立
す
る
記
述
の
レ
ベ
ル
が
二
重
で
あ

り
、
筋
や
展
開
で
は
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
注
目
を
促
す
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
端
的
に
「
俳
句
」
的
あ
る
い
は
「
詩
」
的
な
の
だ
と
言
え
る
。
ヤ
コ
ブ

ソ
ン）

（1
（

は
、
語
の
相
似
性
に
依
拠
す
る
隠
喩
（
メ
タ
フ
ァ
ー
）
と
、
語
同
士
の
隣

接
性
に
基
づ
く
換
喩
（
メ
ト
ニ
ミ
ー
）
と
い
う
二
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
そ
れ

ぞ
れ
詩
・
小
説
の
言
葉
の
あ
り
方
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
だ
と
論
じ
た
が
、
そ
れ
に
従
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え
ば
、「
草
枕
」
に
見
ら
れ
る
連
想
は
、
言
葉
や
描
写
の
隣
接
性
（
ズ
レ
）
に

基
づ
い
て
小
説
の
筋
を
産
出
す
る
換
喩
と
は
異
な
り
、
相
似
性
・
類
似
性
に
基

づ
い
て
言
葉
の
重
層
的
な
連
関
を
生
み
出
す
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
俳
句

に
用
い
ら
れ
る
語
が
、
本
意
と
い
う
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
言
外
の
意
味
）
を
含

み
込
ん
で
い
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
層
の
自
在
な
往
還
の

中
で
紡
ぎ
出
さ
れ
る
「
草
枕
」
だ
が
、
先
に
佐
野
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
「
超

越
的
な
語
り
手
」
の
登
場
に
よ
り
、
そ
の
俳
句
的
、
詩
的
な
面
が
縮
減
さ
れ
て

い
っ
た
と
判
断
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
留
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
視
覚
と
い
う

統
括
的
、
遠
近
法
的
な
感
覚
の
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
佐
野
は
「
超
越
的
な
語
り
手
」
の
登
場
が
第
八
章
に

見
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
た
が
、
絵
画
の
中
に
自
ら
が
入
り
込
み
、
自
己
を
客
観

的
に
捉
え
る
よ
う
な
「
余
」
の
有
り
よ
う
は
、
次
の
よ
う
な
第
一
章
の
記
述
に

も
見
ら
れ
る
。

　

茫
々
た
る
薄
墨
色
の
世
界
を
、
幾
条
の
銀
箭
が
斜
め
に
走
る
な
か
を
、

ひ
た
ぶ
る
に
濡
れ
て
行
く
わ
れ
を
、
わ
れ
な
ら
ぬ
人
の
姿
と
思
へ
ば
、
詩

に
も
な
る
、
句
に
も
咏
ま
れ
る
。
有
体
な
る
己
れ
を
忘
れ
尽
し
て
純
客
観

に
眼
を
つ
く
る
時
、
始
め
て
わ
れ
は
画
中
の
人
物
と
し
て
、
自
然
の
景
物

と
美
し
き
調
和
を
保
つ
。
只
降
る
雨
の
心
苦
し
く
て
、
踏
む
足
の
疲
れ
た

る
を
気
に
掛
け
る
瞬
間
に
、
わ
れ
は
既
に
詩
中
の
人
に
も
あ
ら
ず
、
画
裡

の
人
に
も
あ
ら
ず
。
依
然
と
し
て
市
井
の
一
豎
子
に
過
ぎ
ぬ
。
雲
烟
飛
動

の
趣
も
眼
に
入
ら
ぬ
、
落
花
啼
鳥
の
情
け
も
心
に
浮
ば
ぬ
。
蕭
々
と
し
て

独
り
春
山
を
行
く
吾
の
、
い
か
に
美
し
き
か
は
、
猶
更
に
解
せ
ぬ
。
初
め

は
帽
を
傾
け
て
歩
行
た
。
後
に
は
唯
足
の
甲
の
み
を
見
詰
め
て
あ
る
い

た
。
終
り
に
は
肩
を
す
ぼ
め
て
、
恐
る
〳
〵
歩
行
た
。
雨
は
満
目
の
樹
梢

を
揺
か
し
て
四
方
よ
り
孤
客
に
逼
る
。
非
人
情
が
ち
と
強
過
ぎ
た
様
だ
。

　
「
余
」
が
「
画
中
の
人
物
」
と
な
り
、「
自
然
の
景
物
と
美
し
き
調
和
を
保
つ
」

状
況
と
は
、
服
部
の
い
う
、
自
ら
を
「
巨
大
な
パ
ノ
ラ
マ
中
の
点
景
と
し
て
」

見
る
あ
り
方
で
あ
る
。
画
工
と
し
て
の
「
余
」
が
、
ま
た
絵
の
内
部
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、「
草
枕
」
が
あ
く
ま
で
別

の
芸
術
作
品
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
を
指
示
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

や
は
り
こ
れ
は
、
前
引
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
け
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
戦

場
を
見
る
よ
う
な
「
余
」
の
語
り
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
「
余
」

の
語
り
は
、「
二
十
六
日
は
風
の
強
く
吹
く
日
で
あ
つ
た
さ
う
だ
」
と
い
う
伝

聞
の
形
式
を
取
り
な
が
ら
も
、
さ
な
が
ら
ニ
ュ
ー
ス
映
画）

11
（

を
見
て
い
る
か
の
よ

う
に
、「
こ
ち
ら
か
ら
眺
め
る
と
」「
此
蠢
い
て
居
る
も
の
ゝ
う
ち
に
浩
さ
ん
が

居
る
」「
ど
う
し
た
の
だ
ら
う
。
す
る
と
～
」
な
ど
の
視
覚
的
な
認
知
性
の
高

い
描
写
と
な
っ
て
い
る
。「
余
」
が
戦
地
に
居
た
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
戦
場

の
光
景
は
「
余
」
の
想
像
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
わ
け
だ
が
、

あ
た
か
も
そ
の
場
を
撮
影
す
る
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
、
見
た
い
と
い
う
欲
望
の
ま

ま
に
動
く
主
観
的
な
視
点
と
、
安
全
か
つ
客
観
的
な
視
点
と
の
双
方
を
保
持
し

な
が
ら
語
る
、
極
め
て
特
徴
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
他

の
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
（
新
聞
、
写
真
な
ど
）
を
指
し
示
す
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
こ
の
上
な
く
リ
ア
ル
な
戦
況
を
伝
え
る
媒
体
と
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
「
趣
味
の
遺
伝
」
が
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
日
露
戦
争
の
現
実
を
そ
の
中

で
描
き
出
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
後
に
執
筆
さ
れ
た
「
草
枕
」
は
、
戦

争
の
現
実
を
文
学
的
な
諸
イ
メ
ー
ジ
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
力
学
が
強
く
働
い

た
作
品
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
前
者
の
「
余
」
の
戦
場
に
お
け
る
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語
り
が
想
像
的
で
パ
ノ
ラ
マ
的
な
視
覚
性
を
発
揮
し
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者

は
「
余
」
の
語
り
を
抑
制
し
、
当
時
の
言
説
・
表
象
空
間
内
部
で
読
者
に
想
起

さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
、
同
じ
戦
争

に
対
す
る
二
つ
の
全
く
相
反
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
単
純
に
そ
の
意
義
を
規
定

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
で
も
こ
れ
以
上
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
に
お
け
る
漱
石
の
模
索
の
あ
り
よ
う
を
物
語
る

も
の
だ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）
以
下
、「
草
枕
」
の
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一

九
九
四
年
）
に
拠
る
。

（
２
）
服
部
徹
也
「《
描
写
論
》
の
臨
界
点

─
漱
石
『
文
学
論
』
生
成
に
お

け
る
視
覚
性
の
問
題
と
『
草
枕
』
─
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
九
四
集
、

二
〇
一
六
年
五
月
）

（
３
）
佐
野
正
人
「
漱
石
の
小
説
的
転
向

─
『
草
枕
』
執
筆
と
美
的
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
帰
趨
を
め
ぐ
っ
て

─
」（『
文
芸
研
究
』
第
一
四
五
集
、
一

九
九
八
年
三
月
）

（
４
）
首
藤
基
澄
「『
草
枕
』
へ
の
視
角
」（『
近
代
文
学
と
熊
本
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
三
年
）

（
５
）
加
藤
二
郎
『
漱
石
と
禅
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
）、
山
口
直
孝
編

『
漢
文
脈
の
漱
石
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
の
諸
論
考
な
ど
。

（
６
）
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
禅
の
観
点
か
ら
解
釈
し
た
加
藤
二
郎
の
指
摘

が
あ
る
。『
漱
石
と
禅
』（
注
５
）
の
一
〇
六
頁
参
照
。

（
７
）
こ
う
し
た
例
は
、
例
え
ば
第
五
章
の
、「
り
」
音
お
よ
び
「aai

」
音
（
鏡
・

ば
か
り
・
か
ち
や
り
・
赤
い
・
な
か
に
・
あ
ま
り
・
柳
）
を
多
用
し
た
次

の
よ
う
な
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
が
、
貝
殻
が
「
丘
の
如
く
に
堆
か
く
、
積

み
上
げ
ら
れ
た
」
様
子
は
、
後
に
触
れ
る
戦
場
の
状
況
と
響
き
合
う
と
も

読
め
る
。

　
　
　

�　

生
温
い
磯
か
ら
、
塩
気
の
あ
る
春
風
が
ふ
わ
り
〳
〵
と
来
て
、
親

方
の
暖
簾
を
眠
た
さ
う
に
煽
る
。
身
を
斜
に
し
て
其
下
を
く
ゞ
り
抜

け
る
燕
の
姿
が
、
ひ
ら
り
と
、
鏡
の
裡
に
落
ち
て
行
く
。
向
ふ
の
家

で
は
六
十
許
り
の
爺
さ
ん
が
、
軒
下
に
蹲
踞
ま
り
乍
ら
、
だ
ま
つ
て

貝
を
む
い
て
居
る
。
か
ち
や
り
と
、
小
刀
が
あ
た
る
度
に
、
赤
い
味

が
笊
の
な
か
に
隠
れ
る
。
殻
は
き
ら
り
と
光
り
を
放
つ
て
、
二
尺
あ

ま
り
の
陽
炎
を
向
へ
横
切
る
。
丘
の
如
く
に
堆
か
く
、
積
み
上
げ
ら

れ
た
、
貝
の
殻
は
牡
蠣
か
、
馬
鹿
か
、
馬
刀
貝
か
。
崩
れ
た
、
幾
分

は
砂
川
の
底
に
落
ち
て
、
浮
世
の
表
か
ら
、
暗
ら
い
国
へ
葬
ら
れ
る
。

葬
ら
れ
る
あ
と
か
ら
、
す
ぐ
新
し
い
貝
が
、
柳
の
下
へ
た
ま
る
。
爺

さ
ん
は
貝
の
行
末
を
考
ふ
る
暇
さ
へ
な
く
、
唯
空
し
き
殻
を
陽
炎
の

上
へ
放
り
出
す
。
彼
れ
の
笊
に
は
支
ふ
べ
き
底
な
く
し
て
、
彼
れ
の

春
の
日
は
無
尽
蔵
に
長
閑
か
と
見
え
る
。

（
８
）『
漱
石
辞
典
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
七
年
）の
、
出
口
智
之
に
よ
る
「
江

戸
名
所
図
絵
」
の
項
で
は
、「
門
」
と
「
道
草
」
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
、「
旧

時
代
の
空
気
や
幼
少
期
の
追
憶
を
呼
び
起
す
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
存
在
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
引
用
は
、
斎
藤
長
秋
他
編
『
江
戸
名
所
図
会　

十
二
』（
博
文
館
、
一

八
九
三
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
収
）に
拠
る
。

（
10
）『
南
向
茶
話
』
は
漱
石
の
蔵
書
中
に
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
於
戸
姫

の
挿
話
に
つ
い
て
は
小
池
壮
彦
『
東
京
の
幽
霊
事
件
』（
角
川
書
店
、
二

〇
一
九
年
）
が
言
及
し
て
い
る
が
、
小
池
に
よ
れ
ば
『
南
向
茶
話
』
に
し
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か
こ
の
挿
話
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
挿
話
自
体
は
知
ら
れ

て
お
り
、
新
宿
区
の
面
影
橋
の
案
内
板
に
記
さ
れ
て
い
る
他
、
国
立
国
会

図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
錦
絵
で
た
の
し
む
江
戸
の
名
所
」
の
「
姿

見
橋
」
の
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.ndl.go.jp/landm

arks/sights/
sugatam

ihashi/　

二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
七
日
閲
覧
）
で
も
、
出
典
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
於
戸
姫
の
挿
話
に
基
づ
い
た

「
橋
の
名
は
夫
の
友
人
に
横
恋
慕
さ
れ
夫
を
殺
さ
れ
た
悲
運
の
美
女
が
、

仇
討
を
遂
げ
、
神
田
川
の
流
れ
に
そ
の
身
を
映
し
て
詠
じ
て
身
投
げ
し
た

と
い
う
伝
説
に
ち
な
む
。」
と
い
う
橋
名
の
由
来
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）「
草
枕
」
発
表
当
時
、
富
山
県
に
は
西
砺
波
郡
と
東
砺
波
郡
が
あ
っ
た
。

地
図
や
市
町
村
名
一
覧
等
で
調
べ
た
限
り
で
は
、
表
記
は
全
て
「
砺
波
」

と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）
角
川
日
本
古
典
文
庫
『
平
家
物
語
』
上
巻
（
佐
藤
謙
三
校
註
、
角
川
書

店
、
一
九
五
九
年
）

（
13
）
倶
利
伽
羅
峠
の
合
戦
は
、
歌
川
芳
員
「
寿
永
二
年
五
月
六
日
加
賀
国
砺

並
山
倶
利
伽
羅
谷
合
戦
図
」、
歌
川
国
芳
「
倶
利
迦
羅
谷
合
戦　

木
曾
義

仲
平
将
知
教
を
う
ち
と
り
悪
七
兵
衛
景
清
三
牛
を
投
討
の
図
」、
歌
川
貞

虎
「
倶
利
伽
羅
峠
大
合
戦
」
な
ど
、
武
者
絵
の
題
材
と
し
て
も
よ
く
取
り

上
げ
ら
れ
た
。

（
14
）『
漱
石
全
集
』
第
三
巻
末
の
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
人
里
離
れ
た

山
間
の
僻
地
に
は
平
家
の
落
人
が
隠
れ
住
む
と
い
う
伝
説
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
那
古
井
と
し
て
描
か
れ
た
小
天
（
中
略
）
が
実

際
に
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。」

（
15
）「
趣
味
の
遺
伝
」
の
引
用
は
、『
漱
石
全
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一

九
九
四
年
）
に
拠
る
。

（
16
）『
日
露
戦
争
写
真
画
報
』
第
一
三
巻
（
臨
時
増
刊
、
博
文
館
、
一
九
〇

五
年
一
月
）

（
17
）
佐
藤
泉
「『
趣
味
の
遺
伝
』

─
旅
順
上
空
、
三
次
元
の
眼
に
つ
い
て
」

（『
国
文
学
』
第
三
九
巻
二
号
、
一
九
九
四
年
一
月
臨
時
増
刊
号
）は
、「『
日

露
戦
争
時
事
画
報
・
旅
順
陥
落
之
巻
』
に
『
浩
さ
ん
』
の
戦
死
し
た
一
一

月
二
六
日
の
《
白
襷
抜
刀
決
死
隊
の
松
樹
山
突
撃
》
の
図

─
他
ペ
ー
ジ

の
倍
の
大
き
さ

─
が
あ
る
。」
と
し
て
お
り
、「
趣
味
の
遺
伝
」
の
記
述

と
の
関
連
が
窺
え
る
が
、
筆
者
は
該
当
箇
所
を
未
だ
確
認
で
き
て
い
な

い
。

（
18
）
同
前

（
19
）
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
「
言
語
の
二
つ
の
面
と
失
語
症
の
二
つ
の
タ

イ
プ
」（『
一
般
言
語
学
』
所
収
、
川
本
茂
雄
監
修
、
み
す
ず
書
房
、
一
九

七
三
年
）

（
20
）
前
掲
佐
藤
論
文
が
既
に
ニ
ュ
ー
ス
映
画
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

付
記

　

本
稿
は
、
第
四
四
回
山
口
大
学
国
語
国
文
学
会
総
会
・
研
究
発
表
会
（
二
〇

一
九
年
五
月
一
二
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
に
お
け
る

戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
内
容
に
、
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
場

で
有
益
な
質
問
、
助
言
を
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

�

（
の
さ
か
・
あ
き
お
）
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