
１

「
西
脇
を
見
ろ
っ
て
ん
だ
よ
」

今
か
ら
三
十
年
ば
か
り
前
の
一
九
七
〇
年
か
ら
七
二
年
に
か
け
て
、
吉

本
隆
明
、
清
岡
卓
行
、
大
岡
信
、
鮎
川
信
夫
の
四
人
の
大
物
詩
人
が
、
雑

誌
『
ユ
リ
イ
カ
』
の
十
二
月
号
で
三
年
連
続
で
共
同
討
議
を
行
っ
て
い
る
。

第
一
回
の
テ
ー
マ
が
「
現
代
詩
１
０
０
年
の
総
展
望
」、
第
二
回
が
「
戦

後
詩
の
全
体
像
」、
そ
し
て
締
め
く
く
り
の
第
三
回
目
が
「
詩
論
と
は
何

か
」
で
あ
る
。

そ
の
最
終
回
で
、
清
岡
卓
行
が
「
た
と
え
ば
萩
原
朔
太
郎
に
し
て
も
西

脇
順
三
郎
に
し
て
も
小
野
十
三
郎
に
し
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

論
を
は
っ
き
り
持
っ
て
い
る
」
の
に
対
し
、
金
子
光
晴
に
は
こ
れ
と
い
っ

た
も
の
が
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
日
本
の
近
代
詩
の
歩
み
を
振
り
返
る
上

で
、
こ
れ
は
か
な
り
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
朔
太
郎
に
は

『
詩
の
原
理
』
が
あ
り
、
西
脇
に
は
『
超
現
実
主
義
詩
論
』
が
あ
り
、
小

野
十
三
郎
に
は
短
歌
的
抒
情
の
否
定
を
め
ぐ
る
戦
後
初
期
に
お
け
る
セ
ン

セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
問
題
提
起
（「
奴
隷
の
韻
律
」、『
短
歌
的
抒
情
』
所
収
）

が
あ
っ
た
（
註
１
）
。
対
す
る
金
子
光
晴
は
と
言
う
と
、『
ど
く
ろ
杯
』、『
ね

む
れ
巴
里
』、『
西
ひ
が
し
』、『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の
四
部
作
に
代
表
さ

れ
る
自
伝
的
散
文
作
品
は
数
多
く
も
の
し
て
い
る
も
の
の
、
清
岡
の
指
摘

通
り
詩
論
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
。

そ
の
違
い
を
私
流
に
言
い
換
え
る
な
ら
、
金
子
は
「
詩
学
」
を
必
要
と

し
な
い
天
性
の
詩
人
（
清
岡
の
肯
定
的
評
価
も
そ
の
こ
と
に
か
か
わ
る
の

だ
が
）
だ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
戦
後
詩
に
あ
っ
て
も
詩
学
を
必

要
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
大
詩
人
は
い
る
。
田
村
隆
一

や
谷
川
俊
太
郎
が
さ
し
ず
め
そ
の
典
型
で
あ
り
、
そ
れ
は
鮎
川
信
夫
や
吉

本
隆
明
と
の
対
照
で
よ
り
明
か
な
に
な
る
だ
ろ
う
。
逆
に
言
う
と
、
彼
ら

西
脇
順
三
郎
へ
の
一
歩
前
進
、
二
歩
後
退

高

澤

秀

次
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は
詩
だ
け
で
生
き
て
い
た
�
全
身
詩
人
�
で
あ
り
、
そ
こ
が
詩
論
や
詩
学

の
支
え
を
必
要
と
し
た
詩
人
と
の
決
定
的
な
差
異
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
先
の
座
談
会
の
場
で
、
鮎
川
・
吉
本
が
一
致
し
て
金
子
光
晴
に

猛
然
と
反
発
し
た
の
は
、
こ
の
資
質
の
違
い
か
ら
来
る
、
い
わ
ば
詩
人
の

存
在
の
あ
り
よ
う
に
ま
で
及
ん
だ
、
根
底
的
な
次
元
の
も
の
で
あ
っ
た
と

も
言
え
よ
う
。
四
十
代
半
ば
過
ぎ
で
な
お
血
気
盛
ん
な
吉
本
隆
明
は
、
べ

ら
ん
め
え
口
調
で
こ
う
畳
み
か
け
る
。「
う
め
え
、
う
め
え
っ
て
。
確
か

に
う
ま
い
で
す
よ
。
か
な
わ
ね
え
よ
。
始
め
っ
か
ら
終
り
ま
で
か
な
わ
な

い
で
す
よ
。
あ
あ
い
う
人
に
は
。
だ
け
ど
七
十
面
さ
げ
て
う
ま
い
詩
な
ん

て
の
は
ぼ
く
は
書
く
気
し
な
い
」。
こ
の
よ
う
に
、
詩
人
と
し
て
完
全
に

シ
ャ
ッ
ポ
を
脱
ぎ
な
が
ら
、
な
お
彼
は
金
子
を
全
否
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。で

は
こ
の
席
で
、
清
岡
卓
行
に
「
今
年
の
最
高
傑
作
」
と
絶
賛
さ
れ
た

金
子
の
「
あ
き
ビ
ン
を
選
る
人
の
唄
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
二
年
五
月

号
）
と
は
、
ど
ん
な
詩
だ
っ
た
の
か
。

ど
の
ビ
ン
に
も
、
ど
こ
か

み
お
ぼ
え
の
あ
る
や
う
だ
が
、

せ
ん
か
た
な
い
こ
と
な
が
ら

ど
う
も
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
。

い
か
つ
い
ビ
ン
も

肩
を
お
と
し
た
の
も

ど
の
あ
き
ビ
ン
も

ラ
ベ
ル
が
剥
が
れ

底
に
、
雨
水
が
溜
っ
て
ゐ
た
り

泥
で
よ
ご
れ

口
が
欠
け
、

そ
の
底
が
ぬ
け
て
ゐ
た
り
、

吸
ひ
か
け
の
巻
煙
草
を
耳
に
挟
ん
で

数
へ
る
人
は

ビ
ン
を
選
り
わ
け
、

割
れ
を

片
寄
せ
、

出
生
の
お
な
じ
も
の
を

一
列
に
な
ら
べ
る
。

な
か
ま
同
士
は

か
ち
ゃ
か
ち
ゃ
と
ふ
れ
あ
ひ
、

ど
ぶ
川
が
し
た
を
な
が
れ
る

あ
ぶ
な
い
河
岸
っ
ぷ
ち
に
立
っ
て
、

も
う
一
度

点
呼
を
待
つ
。
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こ
れ
か
ら
な
に
ご
と
が
始
ま
る
の
か
、

こ
れ
で

な
に
か
が
終
っ
た
の
か
、

ビ
ン
は
知
ら
な
い
。

人
間
と
同
じ
や
う
に
。

ビ
ン
は
ビ
ン
づ
れ
と

一
口
に
言
っ
て
も

と
な
り
あ
ふ
こ
と
は

う
つ
た
う

と
か
く
鬱
陶
し
い
。

ぱ
っ
と
し
な
い
人
間
と

つ
き
の
よ
く
な
い
人
間
と
が

袖
す
り
あ
っ
て
も

こ
と
ば
も
か
け
た
く
な
い
と
お
な
じ
で

ビ
ン
と
ビ
ン
と
が
ふ
れ
あ
っ
て
、

立
て
る
音
さ
へ
い
ま
い
ま
し
く
、

こ
ん
畜
生
！

割
れ
て
し
ま
へ
、
と
お
も
ふ
。

か
た
き

ビ
ン
が
敵
の
末
の
や
う
に

互
ひ
に
あ
た
り
ち
ら
す
の
は

形
が
よ
く
似
た
う
へ
に

辿
っ
て
き
た
運
命
も
お
な
じ
だ
か
ら
だ
。

け
ふ
も

空
地
の
日
だ
ま
り
の

あ
ざ
み
た

ん

ぽ

ぽ

薊
蒲
公
英
の
根
が
し
が
み
つ
い
た

石
炭
殻
を
捨
て
る
空
地
の
崖
ふ
ち
に

あ
の
ビ
ン
、
こ
の
ビ
ン
の
勢
揃
ひ
。

こ
の
金
子
の
晩
年
の
作
品
（
死
の
三
年
前
、
七
十
六
歳
の
時
の
作
品
、

後
に
『
花
と
あ
き
ビ
ン
』
に
収
録
）
を
、
鮎
川
信
夫
も
ま
た
「
あ
の
詩
が

あ
ん
ま
り
う
ま
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
、
吉
本
に
同
調
す
る
よ
う
に
、

詩
人
の
存
在
も
ろ
と
も
切
り
捨
て
る
。
そ
の
際
、
鮎
川
は
捨
て
台
詞
の
よ

う
に
「
西
脇
を
見
ろ
っ
て
ん
だ
よ
」
と
、
印
象
深
く
語
っ
て
い
た
。
例
え

ば
そ
れ
は
西
脇
が
、
中
江
俊
夫
に
「
こ
と
ば
の
た
れ
流
し
だ
と
か
な
ん
と

か
っ
て
悪
口
を
い
わ
れ
る
よ
う
な
詩
を
書
い
て
い
る
」
の
に
、
金
子
が
み

ん
な
に
ち
や
ほ
や
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
当
時
の
詩
壇
の
雰
囲
気
に
対
す
る
、

鮎
川
の
批
判
を
含
ん
で
も
い
た
。

彼
の
苛
立
ち
は
分
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
こ
れ
も
私
な
り
の
言
い
換
え

に
な
る
が
、
鮎
川
の
こ
こ
で
の
悪
態
は
、
あ
る
い
は
ま
た
吉
本
隆
明
の
罵

倒
は
、
金
子
光
晴
に
象
徴
さ
れ
る
「
国
民
詩
人
」
的
な
る
も
の
へ
の
、
抜

き
が
た
い
嫌
悪
感
に
発
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
あ
き

ビ
ン
を
選
る
人
の
唄
」
に
即
し
て
言
う
と
、
そ
れ
は
も
う
玄
人
芸
の
極
地

の
よ
う
な
�
心
境
詩
�
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ど
ぶ
川
が
下
を
流
れ
る
河
岸
っ
ぷ
ち
で
「
点
呼
」
を
待
つ
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ビ
ン
た
ち
と
、
吸
い
か
け
の
煙
草
を
耳
に
挟
ん
で
そ
れ
ら
を
選
り
分
け
る

無
名
の
男
と
、
詩
人
自
身
の
�
老
境
�
が
、
寸
分
の
狂
い
も
な
く
共
鳴
し

合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
時
期
、
日
本
近
代
文
学
の
主
流
に
位
置
す

る
に
い
た
っ
た
心
境
小
説
の
玄
人
芸
を
、
金
子
は
詩
的
表
現
形
式
の
中
で

易
々
と
実
践
し
て
見
せ
た
の
だ
。
自
由
散
文
詩
は
こ
う
し
た
金
子
の
至
芸

に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
戦
後
と
い
う
時
間
の
風
化
作
用
に
耐
え
つ
つ
、
熟

成
し
た
言
葉
を
「
選
る
人
の
唄
」
を
か
細
く
響
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

鮎
川
自
身
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
、「
あ
れ
だ
け
ち
ゃ
ん
と
し
た
詩
を
書

く
人
な
い
で
す
よ
」
と
認
め
て
は
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
彼
に
し
て
み
れ

ば
、「
あ
の
年
に
な
っ
て
あ
ん
な
う
ま
い
詩
を
書
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と

い
う
の
は
、
そ
れ
は
辛
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
の
だ
。
ほ
と
ん
ど
そ

ご
う

れ
は
、
金
子
的
な
「
国
民
詩
人
」
の
業
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
確
か
に
西
脇
順
三
郎
は
、
七
十
を
過
ぎ
て
な
お
�
う
ま
い
詩
�

な
ど
書
い
て
は
い
な
い
し
、
鮎
川
は
七
十
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
さ
え
な

か
っ
た
。
吉
本
隆
明
に
い
た
っ
て
は
、
七
十
を
過
ぎ
て
下
手
な
詩
さ
え
書

け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。

２

ア
ン
チ
「
国
民
詩
人
」

と
こ
ろ
で
、
こ
の
座
談
会
の
あ
っ
た
一
九
七
二
年
と
い
う
の
は
、
連
合

赤
軍
事
件
と
田
中
角
栄
内
閣
の
誕
生
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
、
戦
後
史
の

一
大
転
換
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
第
四
次
中
東
戦
争
の
勃
発
に
と
も
な
う

石
油
シ
ョ
ッ
ク
は
、
こ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。

一
九
五
五
年
の
保
守
合
同
以
後
の
自
民
党
保
守
政
治
は
、
吉
田
茂
か
ら

佐
藤
栄
作
へ
の
本
流
の
内
部
に
、
田
中
角
栄
と
い
う
反
戦
後
的
な
�
鬼

子
�
を
生
み
出
す
ま
で
の
爛
熟
を
遂
げ
て
い
た
。
一
方
、
一
九
六
八
年
以

降
の
反
日
共
系
左
翼
の
行
動
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
、
連
合
赤
軍
に
よ
る

浅
間
山
荘
で
の
警
官
隊
と
の
銃
撃
戦
と
、
そ
の
後
発
覚
し
た
凄
惨
な
同
士

十
二
名
の
リ
ン
チ
殺
人
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
失
速
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

六
八
年
世
代
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
た
は
ず
の
「
戦
後
民
主
主

義
」
な
る
も
の
の
思
想
的
な
価
値
の
底
上
げ
は
、
こ
う
し
た
混
乱
し
た
時

代
背
景
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
金
子
光
晴
が
、
異
端
の
「
国
民
詩
人
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に

最
終
的
に
回
収
さ
れ
る
の
は
、
紛
れ
も
な
く
こ
の
時
期
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
金
子
を
擁
護
す
る
清
岡
・
大
岡
に
対
す
る
、
吉
本
・
鮎
川
の
こ

の
共
同
討
議
で
の
感
情
的
な
反
発
も
、
詩
壇
レ
ベ
ル
を
超
え
た
、
そ
う
し

た
金
子
の
カ
リ
ス
マ
性
の
時
代
的
強
化
と
い
う
側
面
を
勘
案
し
て
こ
そ
、

そ
れ
な
り
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
同
じ
一
九
七
二
年
の
こ
と
だ
が
、

金
子
の
「
ニ
ク
ソ
ン
の
国
」
を
揶
揄
（
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
年
春
に
北
ベ
ト

ナ
ム
へ
の
爆
撃
を
再
開
）
し
た
書
き
下
ろ
し
の
詩
が
、
ベ
平
連
の
集
会
で

小
田
実
に
よ
り
朗
読
さ
れ
話
題
に
な
る
と
い
っ
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
だ
。

異
端
の
「
国
民
詩
人
」
の
誕
生
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
澁
澤
龍
彦
、
種

村
季
弘
、
塚
本
邦
雄
、
松
田
修
ら
文
学
的
異
端
児
た
ち
の
書
物
が
、
書
店

を
賑
わ
し
始
め
た
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、

高
橋
和
巳
の
よ
う
な
大
衆
化
さ
れ
た
戦
後
左
翼
文
学
の
衰
微
と
入
れ
替
わ

る
よ
う
な
、
大
衆
消
費
社
会
の
新
段
階
を
画
す
る
文
化
現
象
だ
っ
た
の
で
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あ
る
。
思
想
的
に
は
、
全
共
闘
世
代
を
熱
狂
的
サ
ポ
ー
タ
ー
と
す
る
吉
本

（
隆
明
）・
埴
谷
（
雄
高
）
の
時
代
か
ら
、
山
口
昌
男
的
な
�
知
の
総
合
商

社
�
に
よ
る
、
マ
ル
ク
ス
主
義
以
後
へ
の
思
想
的
編
成
替
え
の
過
渡
期
で

あ
る
。
否
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
の
時
代
的
徴
候
で
も

あ
っ
た
の
だ
。

一
九
五
〇
年
代
に
、
文
学
者
の
戦
争
責
任
問
題
で
論
陣
を
張
っ
た
吉

本
・
鮎
川
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
の
、
金
子
の
詩
的
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
の
い
か
が
わ
し
さ
へ
の
感
情
的
反
発
も
、
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
座
談
会
で
清
岡
卓
行
は
、
金
子
が
戦
時
中
に
書
い
た
詩
に
関
し
て
、

「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
詩
人
扱
い
」
さ
れ
る
こ
と
を
、
金
子
自
身
い
や
が
る

よ
う
な
と
こ
ろ
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
の
に
対
し
、
鮎
川
は
逆
に
、
金
子

が
も
と
も
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
な
ど
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
強
調
す
る
の
だ
。

彼
は
金
子
の
徹
底
し
た
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
意
識
（
か
ら
来
る
戦
時
体
制
へ
の

詩
的
「
抵
抗
」
？
）
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
は
違
う
の
で
あ

り
、
本
人
が
一
番
よ
く
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
言
う
の
だ
。

こ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
金
子
が
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に

「
国
民
詩
人
」
化
し
た
の
も
、
左
翼
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
衰
退
に
よ
る

「
戦
後
民
主
主
義
」
体
制
の
固
定
化
と
と
も
に
、
た
ま
た
ま
戦
争
責
任
論

で
追
求
を
免
れ
た
金
子
を
�
抵
抗
詩
人
�
と
し
て
偶
像
化
す
る
よ
う
な
空

気
が
、
さ
し
た
る
根
拠
も
な
い
ま
ま
漠
然
と
広
が
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で

は
な
い
の
だ
。

重
要
な
の
は
金
子
光
晴
が
、
草
野
心
平
の
よ
う
に
本
気
で
「
デ
ン
シ
ン

バ
シ
ラ
と
し
ゃ
べ
る
」
こ
と
の
出
来
る
生
粋
の
庶
民
派
で
も
、
秋
山
清
の

よ
う
な
筋
金
入
り
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
詩
人
で
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
生
活
」
か
ら
も
「
左
翼
」
か
ら
も
微
妙
に
ズ
レ
て
い
る
、
そ
の
ズ
レ
の

付
加
価
値
に
こ
そ
、
煮
詰
ま
っ
た
戦
後
の
こ
の
時
期
に
、
彼
を
「
国
民
詩

人
」
に
押
し
上
げ
た
最
大
の
要
因
は
あ
っ
た
の
だ
。

さ
て
と
こ
ろ
で
、
鮎
川
信
夫
を
し
て
「
西
脇
を
見
ろ
っ
て
ん
だ
よ
」
と

言
わ
し
め
た
、
そ
の
西
脇
順
三
郎
は
、
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
一

月
の
生
ま
れ
で
、
翌
年
の
十
二
月
生
ま
れ
の
金
子
と
、
実
は
全
く
の
同
世

代
だ
っ
た
。
詩
人
と
し
て
の
ス
ケ
ー
ル
か
ら
す
る
と
、
西
脇
は
お
そ
ら
く

金
子
の
比
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
脇
に
は
ど
こ
か
「
国
民
詩

人
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
不
可
避

に
逸
脱
し
て
し
ま
う
本
質
的
な
�
ま
え
難
さ
が
あ
る
。
単
純
な
比
較
で
言

う
と
、
ま
ず
西
脇
の
詩
は
金
子
に
較
べ
て
圧
倒
的
に
難
解
で
あ
る
。
こ
の

詩
人
は
、
言
葉
に
付
着
し
て
く
る
「
生
活
」
の
匂
い
に
こ
と
の
ほ
か
敏
感

で
、
な
お
か
つ
そ
う
し
た
要
素
を
、
単
純
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
精

緻
に
洗
練
さ
れ
た
詩
的
言
語
と
し
て
作
品
空
間
に
再
配
置
す
る
こ
と
で
、

日
本
人
離
れ
し
た
高
度
に
抽
象
的
な
ユ
ー
モ
ア
を
呼
び
込
む
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
あ
る
。

「
冬
の
日
」

或
る
荒
れ
は
て
た
季
節

果
て
し
な
い
心
の
地
平
を

さ
ま
よ
い
歩
い
て
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さ
ん
ざ
し
の
生
垣
を
め
ぐ
ら
す
村
へ

迷
い
こ
ん
だ

乞
食
が
犬
を
煮
る
焚
火
か
ら

夏
の
終
り
に
薔
薇
の
歌
を
歌
つ
た

男
が
心
の
破
綻
を
歎
い
て
い
る

実
を
と
る
ひ
よ
ど
り
は
語
ら
な
い

こ
の
村
で
ラ
ム
プ
を
つ
け
て
勉
強
す
る
の
だ

「
ミ
ル
ト
ン
の
よ
う
に
勉
強
す
る
ん
だ
」
と

大
学
総
長
ら
し
い
天
使
が
さ
さ
や
く

だ
が
梨
の
よ
う
な
花
が
藪
に
咲
く
頃
ま
で

猟
人
や
釣
り
人
と
将
棋
を
さ
し
て
し
ま
つ
た

す
べ
て
を
失
つ
た
今
宵
こ
そ

さ
さ
げ
た
い

生
垣
を
め
ぐ
り
蝶
と
戯
れ
る
人
の
た
め

か
わ
せ
み

迷
つ
て
来
る
魚
狗
と
人
間
の
た
め

は
て
し
な
い
女
の
た
め

こ
の
冬
の
日
の
た
め
に

高
楼
の
よ
う
な
柄
の
長
い
コ
ッ
プ
に

さ
ん
ざ
し
の
実
と
涙
を
入
れ
て

『
近
代
の
寓
話
』（
一
九
五
三
年
）
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
詩
で
、「
さ
ん

ざ
し
の
生
垣
を
め
ぐ
ら
す
村
」
の
「
寓
話
」
化
は
、
日
常
的
生
活
空
間
に

立
ち
こ
め
た
匂
い
を
完
全
に
脱
臭
し
、
そ
の
生
暖
か
い
空
気
を
詩
的
な
真

空
状
態
に
還
元
し
、
ま
た
余
分
な
生
活
色
を
こ
と
ご
と
く
脱
色
し
終
え
た

と
こ
ろ
で
成
立
す
る
。
心
の
破
綻
を
歎
く
男
の
精
神
は
、
日
本
的
抒
情
の

湿
っ
た
空
気
と
は
無
縁
に
、
大
学
の
総
長
ら
し
い
天
使
の
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
乾
い
て
い
る
の
だ
。

「
乞
食
が
犬
を
煮
る
焚
火
」
か
ら
「
紫
の
雲
が
た
な
び
い
て
い
る
」
と

し
て
も
、
そ
こ
に
噎
せ
返
る
よ
う
な
匂
い
は
立
っ
て
お
ら
ず
、
眼
に
沁
み

る
煙
も
き
れ
い
に
抜
き
取
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
「
生
活
」
と
の
落
差

に
は
、
一
定
の
秩
序
と
法
則
が
あ
り
、
そ
の
日
常
空
間
と
の
裂
け
目
に
、

こ
の
詩
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
全
て
が
あ
る
。
気
高
い
ユ
ー
モ
ア
が
備
給
さ
れ

る
の
も
、
そ
の
同
じ
裂
け
目
か
ら
な
の
だ
。

例
え
ば
こ
の
詩
を
、
金
子
光
晴
の
代
表
作
「
洗
面
器
」
と
比
較
し
て
み

る
が
い
い
。

洗
面
器
の
な
か
の

さ
び
し
い
音
よ
。

タ
ン
ジ
ヨ
ン

く
れ
て
ゆ
く
岬
の

と
ま
り

雨
の
碇
泊
。

ゆ
れ
て
、

傾
い
て
、

疲
れ
た
こ
こ
ろ
に

い
つ
ま
で
も
は
な
れ
ぬ
ひ
び
き
よ
。
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人
の
生
の
つ
づ
く
か
ぎ
り

耳
よ
。
お
ぬ
し
は
聴
く
べ
し
。

洗
面
器
の
な
か
の

音
の
さ
び
し
さ
を
。

周
知
の
よ
う
に
こ
の
詩
の
は
じ
め
に
は
、�
詞
書
き
�
が
つ
い
て
お
り
、

カ
ン
ピ
ン

イ
カ
ン

そ
こ
で
詩
人
は
「
爪
哇
人
た
ち
は
、
そ
れ
に
羊
や
、
魚
や
鶏
や
、
果
実

な
ど
を
煮
込
ん
だ
カ
レ
ー
汁
を
な
み
な
み
と
た
た
へ
て
、
花
咲
く
合
歓
木

の
木
陰
で
お
客
を
待
つ
て
ゐ
る
し
、
そ
の
同
じ
洗
面
器
に
ま
た
が
つ
て
広

東
の
女
た
ち
は
、
嫖
客
の
目
の
前
で
不
浄
を
き
よ
め
し
や
ぼ
り
し
や
ぼ
り

と
さ
び
し
い
音
を
た
て
て
尿
を
す
る
。」
と
書
き
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
詩
人
は
、
詩
的
言
語
の
構
成
に
先
立
っ
て
、
意
図
し
て

散
文
的
「
俗
」
な
る
時
間
を
詩
空
間
に
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
金
子
光
晴
は
、
あ
く
ま
で
「
人
の
生
の
」
匂
い
や
音
や
色
を
、
手
放

す
ま
い
と
す
る
の
だ
。
西
脇
と
は
逆
に
。
そ
の
猥
雑
さ
と
の
戯
れ
を
徹
底

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
子
は
詩
学
（
詩
論
）
を
必
要
と
し
な
い
�
全
身

詩
人
�
に
な
っ
て
い
っ
た
。

一
方
、
西
脇
順
三
郎
が
詩
学
の
構
築
を
自
ら
に
課
し
た
の
は
、
詩
的
言

語
と
「
生
活
」
の
落
差
に
秩
序
と
法
則
を
与
え
な
け
れ
ば
、
日
常
的

「
俗
」
な
る
時
間
を
括
弧
に
括
っ
て
可
能
に
な
る
、「
古
代
の
春
の
復
活
」

（
由
良
君
美
の
西
脇
論
の
タ
イ
ト
ル
）
へ
向
け
た
「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
空

間
」
の
仮
構
も
お
ぼ
つ
か
な
い
と
い
う
、
純
粋
に
知
的
な
動
機
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
の
座
談
会
で
西
脇
贔
屓
を
表
明
し

た
鮎
川
も
、
実
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
無
関
心
を
装
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

谷
川
雁
は
か
つ
て
、
鮎
川
に
代
表
さ
れ
る
「
荒
地
」
派
の
詩
は
す
べ
て
、

「
生
活
の
倫
理
な
き
倫
理
」
で
あ
り
、
例
外
的
に
吉
本
の
詩
だ
け
が
「
生

活
な
き
生
活
の
倫
理
」
で
あ
る
と
、
こ
の
詩
人
ら
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用

い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（「
庶
民
・
吉
本
隆
明
」）。
い
ず
れ
に
せ
よ

「
荒
地
」
派
の
詩
人
た
ち
は
、
そ
の
「
倫
理
」
の
た
め
に
こ
そ
、
独
自
の

「
詩
学
」
を
必
要
と
し
た
の
だ
。
翻
っ
て
西
脇
順
三
郎
は
、「
生
活
な
き
生

�

�

活
の
美
学
」
の
構
築
を
迫
ら
れ
た
最
初
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
最
後
の
近

代
詩
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
鮎
川
信
夫
の
『
荒
地
詩
集1951

』
で
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
、「
現
代
詩
と
は
何
か
」
の
臆
病
な
ほ
ど
の
理
論
癖
と
は
、
自

ず
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
詩
的
言
語
自
体
の
内
部
に
自
律
す
る
論
理
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

３

「
荒
地
」
派
的
な
戦
後
を
も
超
え
て

吉
本
や
鮎
川
の
詩
学
は
、
そ
う
し
た
自
律
性
を
あ
ら
か
じ
め
凍
結
さ
せ

た
、
詩
的
言
語
の
外
部
を
志
向
す
る
論
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
鮎
川
は

「
現
代
詩
と
は
何
か
」
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
「
何
の
た
め
に
詩
を
書
く
の
か
」
と
い
う
こ
と
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を
熟
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
詩
を
見
失
つ
た
か
ら
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
詩
に
意
義
を
與
え
る
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
見
失
い
た
く
な
い

か
ら
で
あ
る
。
た
や
す
く
詩
化
さ
れ
た
り
、
た
や
す
く
小
説
化
さ
れ
た
り

す
る
と
こ
ろ
に
、
ど
の
よ
う
な
生
活
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
不
断
に
反

省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
谷
川
雁
言
う
と
こ
ろ
の
、
鮎
川
的
「
生
活
の
倫
理
な
き
倫

理
」
が
突
出
し
た
最
た
る
事
例
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
極
度
に
倫
理
的
な

発
想
を
す
る
鮎
川
が
、
例
え
ば
先
に
見
た
金
子
光
晴
の
「
あ
き
ビ
ン
を
選

る
人
の
唄
」
の
巧
さ
を
、
詩
的
に
無
節
操
な
饒
舌
と
捉
え
、
生
活
の
諸
断

片
が
か
く
も
「
た
や
す
く
詩
化
さ
れ
る
」
こ
と
自
体
に
潜
む
、
詩
の
危
機

を
感
じ
取
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
吉
本
隆
明
な
ら
ば
さ
し
ず

め
、「
内
部
世
界
の
論
理
化
」
と
い
っ
た
生
硬
な
用
語
で
、
倫
理
的
規
範

を
超
脱
し
て
「
生
活
」
と
「
詩
」
が
無
媒
介
に
融
合
す
る
金
子
的
世
界
の

融
通
無
碍
ぶ
り
に
、
い
く
ら
で
も
バ
ツ
印
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
ら
は
、
詩
と
そ
の
外
部
世
界
と
の
関
係
を
不
断
に

問
い
質
し
つ
つ
、
常
に
他
の
詩
人
た
ち
を
そ
の
詩
的
言
語
世
界
の
外
か
ら

�
監
視
�
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

鮎
川
・
吉
本
が
、
そ
の
金
子
光
晴
と
一
同
に
会
し
た
大
座
談
会
（「
日

本
人
の
経
験
を
め
ぐ
っ
て
」、『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
六
五
年
十
二
月
号
、

他
に
谷
川
雁
、
谷
川
俊
太
郎
、
岩
田
宏
、
大
岡
信
が
出
席
）
が
あ
る
。
そ

こ
で
鮎
川
・
吉
本
流
の
「
詩
学
」
を
拒
否
す
る
金
子
は
、
老
獪
に
も
周
到

な
予
防
線
を
張
っ
て
い
る
。

「
僕
ら
は
ね
、
吉
本
さ
ん
な
ん
か
が
ず
い
ぶ
ん
書
い
て
い
る
で
し
ょ
う
、

そ
う
い
う
の
を
読
む
と
圧
倒
さ
れ
ま
す
よ
。
そ
う
い
う
言
葉
を
僕
は
持
っ

て
い
な
い
か
ら
ね
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
出
て
く
る
ん
だ
っ
て
、

そ
う
と
う
び
く
び
く
し
て
出
て
き
て
る
ん
で
す
ね
。
人
間
っ
て
の
は
気
の

弱
い
も
ん
で
ね
」
│
│
こ
れ
で
は
緊
張
し
た
座
談
は
成
り
立
た
な
い
。
だ

が
金
子
は
、
本
当
に
吉
本
（
や
鮎
川
）
の
論
理
に
怯
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
本
当
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
鮎
川
の
先
の
論
考
に
戻
ろ
う
。「
何
の
た
め
に
詩

を
書
く
の
か
」
と
い
う
問
い
を
、「
生
活
」
と
い
う
詩
の
外
部
と
の
関
連

で
問
う
こ
と
、
確
か
に
そ
れ
は
戦
争
を
通
過
し
た
「
戦
後
詩
」
の
第
一
世

代
と
し
て
は
、
真
っ
当
な
問
い
の
立
て
方
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が

こ
の
優
れ
て
世
代
論
的
な
問
い
は
、
結
果
的
に
そ
の
外
部
に
あ
る
「
生

活
」
と
の
関
係
を
、「
不
断
に
反
省
」
す
る
こ
と
な
く
戦
中
・
戦
後
の
断

絶
を
、
一
見
ノ
ン
シ
ャ
ラ
ン
な
詩
的
身
振
り
と
と
も
に
跨
ぎ
越
し
た
「
国

民
詩
人
」
の
前
で
は
、
無
力
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
戦
争
と
戦
争
に
挟
ま
れ
た
時
代
を
生
き
、
一
度
は
戦
場
に
生
身
を
賭

け
た
わ
れ
わ
れ
は
、
今
も
な
お
暗
い
現
実
に
引
き
裂
か
れ
た
意
識
か
ら
脱

す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、
冷
た
い
戦
争
の
成
行
き
を
見
守
つ
て
い
る
」
と

い
う
鮎
川
の
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
直
後
の
切
迫
し
た
詩
的
な
問
い
を
、
戦
後

日
本
社
会
は
、
お
そ
ら
く
金
子
光
晴
を
「
国
民
詩
人
」
に
祭
り
上
げ
る
方

向
で
、
完
全
に
無
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

鮎
川
が
代
表
す
る
「
荒
地
」
派
の
「
倫
理
」
は
、「
戦
争
と
い
う
共
同

体
験
を
持
つ
こ
と
に
よ
つ
て
戦
後
の
荒
地
に
生
き
残
つ
た
」
戦
中
派
世
代
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に
特
有
の
倫
理
規
範
に
、
厳
格
に
自
己
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
金
子

と
は
別
の
意
味
で
「
詩
学
」
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
田
村
隆
一
か
ら
、
黒

田
三
郎
の
よ
う
に
反
権
力
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
詩
人
ま
で
の
「
荒
地
」

派
の
共
通
基
盤
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
戦
場
に
生
身
を
賭
け
た
」
わ

け
で
は
な
い
年
下
の
吉
本
隆
明
、
あ
る
い
は
旧
ソ
連
の
強
制
収
容
所
か
ら

の
帰
還
者
で
あ
る
石
原
吉
郎
に
ま
で
及
ぶ
、
緩
や
か
な
詩
的
連
帯
の

ト

ポ

ス

共
同
場
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

だ
が
彼
ら
が
、
と
り
わ
け
そ
の
代
表
格
で
あ
る
鮎
川
信
夫
が
、
Ｔ
・
Ｓ
・

エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
か
ら
四
半
世
紀
の
時
を
隔
て
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
「
依
然
と
し
て
現
代
に
於
け
る
荒
地
の
不
安
の
意
識
は
去

ら
な
い
」
と
自
己
限
定
し
た
と
き
、
日
本
の
「
戦
後
詩
」
は
、
戦
前
・
戦

中
と
の
切
断
線
を
明
瞭
に
し
た
と
同
時
に
、
昭
和
の
「
戦
争
」
を
通
過
し

た
「
戦
後
詩
」
と
い
う
限
界
設
定
を
自
ら
行
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
荒
地
」
派
と
は
、
昭
和
「
戦
後
詩
」
の
第
一
世
代
の
使

命
を
尖
端
で
担
う
こ
と
に
よ
り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
的
な
二
十
世
紀
の
詩
的
課

題
に
、
決
定
的
に
遅
れ
を
と
る
と
い
う
自
己
矛
盾
を
抱
え
た
詩
的
世
代
で

も
あ
っ
た
の
だ
。

そ
の
意
味
で
も
、
鮎
川
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
翌
年
に
当
た
る
一
九
五
二

年
に
、
西
脇
順
三
郎
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
を
翻
訳
し
た
の
に
続
き
、

還
暦
を
迎
え
た
翌
年
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
化
の
試
み
（
新
倉
俊
一
『
増
補
新

版

西
脇
順
三
郎

変
容
の
伝
統
』
参
照
）
で
も
あ
る
『
近
代
の
寓
話
』

で
新
境
地
を
切
り
開
い
た
こ
と
は
、
日
本
近
代
詩
史
上
の
一
つ
の
�
事

件
�
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
西
脇
が
行
っ
た
の
は
、「
荒
地
」
派
が
依
拠
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト

を
、
戦
後
的
な
文
脈
か
ら
、
よ
り
普
遍
的
な
地
平
に
解
放
す
る
と
い
う
果

敢
な
企
て
で
も
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
西
脇
が
エ
リ
オ
ッ

ト
が
象
徴
す
る
優
れ
て
二
十
世
紀
的
な
詩
の
危
機
を
、「
荒
地
」
派
と
は

全
く
別
の
意
味
で
引
き
受
け
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
戦
前
派
の
彼
は
戦

中
・
戦
後
派
よ
り
、
よ
ほ
ど
エ
リ
オ
ッ
ト
や
、
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
の

�
右
翼
性
�
に
つ
い
て
も
敏
感
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
西
脇
の
「
詩
学
」＝

「
美
学
」
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
�
危
機
�
を
引
き
受
け
た
こ
と
で
、
充
分

に
社
会
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

金
子
光
晴
の
よ
う
に
、「
荒
地
」
派
の
「
詩
学
」
に
「
圧
倒
さ
れ
る
」

ふ
り
を
し
な
が
ら
、
老
獪
に
は
ぐ
ら
か
す
よ
う
な
や
り
方
の
、
そ
れ
は
対

極
あ
る
詩
人
と
し
て
の
態
度
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
こ
こ
で
、

詩
的
言
語
の
外
部
す
な
わ
ち
メ
タ
・
レ
ベ
ル
か
ら
、
詩
と
そ
の
外
部
の

「
生
活
」
の
関
係
を
問
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ベ

ル
に
下
降
し
た
、
内
部
に
自
律
す
る
「
詩
学
」（
註
２
）

を
、
詩
的
空
間
の
た

だ
中
に
美
的
に
構
築
す
る
こ
と
に
奇
跡
的
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
真

の
ユ
ー
モ
ア
を
湛
え
た
、「
近
代
」
の
「
寓
話
」
化
と
い
う
作
業
を
通
じ

て
。西

脇
に
よ
る
、
聖
な
る
「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
空
間
」（
由
良
君
美
）
の

詩
的
構
築
た
め
の
パ
ロ
デ
ィ
化
と
い
う
方
法
│
│
そ
こ
か
ら
醸
し
出
さ
れ

る
笑
い
は
、
時
に
は
日
本
的
抒
情
の
地
平
を
食
い
破
る
心
地
よ
い
ノ
イ
ズ

の
よ
う
に
、
不
意
に
西
脇
的
な
詩
空
間
に
押
し
寄
せ
て
来
る
の
だ
。
同
世

代
の
詩
人
・
作
家
、
佐
藤
春
夫
│
│
飯
島
耕
一
の
『
田
園
に
異
神
あ
り
』
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か
ら
の
孫
引
き
だ
が
、
鍵
谷
幸
信
編
著
『
西
脇
順
三
郎
』
に
よ
る
と
、
一

九
六
二
年
慶
応
義
塾
大
学
で
の
最
終
講
義
を
終
え
た
西
脇
は
、
間
も
な
く

し
て
三
田
の
先
輩
で
あ
る
佐
藤
春
夫
宅
に
挨
拶
に
行
っ
て
い
る
ら
し
い
│

│
の
『
田
園
の
憂
鬱
』
を
、
彼
の
死
の
直
後
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
同
名
の

詩
（『
禮
記
』
所
収
）
に
お
け
る
が
ご
と
く
。

「
田
園
の
憂
鬱
（
哀
歌
）」

坂
の
五
月

マ
ロ
ニ
エ
に
花
咲
く
こ
ろ

何
人
も
永
遠
へ
も
ど
る
た
め
に

月
を
待
た
ず
旅
立
つ
の
か

三
千
年
の
代
の
さ
さ
げ
る

こ
の
故
園
の
か
た
み
の

こ
の
マ
ロ
ニ
エ
の
花
も

野
原
の
雲
を
色
彩
る

紅
の
サ
ン
ザ
シ
の
花
も

こ
の
旅
人
の
帽
子
を
く
ゆ
ら
し
た

リ
ラ
の
花
も

も
う
見
え
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た

す
べ
て
は
去
つ
て
し
ま
つ
た

人
間
の
見
る
夢
も
終
つ
て
し
ま
つ
た

日
時
計
は
葉
に
か
く
れ
た
日
を
語
ら
ず

水
は
流
れ
を
と
ど
め
て
悲
し
む

牧
人
よ
も
う
お
ど
る
な
！

時
間
は
と
ま
つ
て
し
ま
つ
た

永
遠
だ
け
が
残
つ
た
こ
の
時
間
の
な
い

と
こ
ろ
に
顔
を
う
ず
め
て
ね
む
つ
て
い
る

「
汝
を
愛
す
る
か
ら
だ

お
お
永
遠
よ
」

も
う
春
も
秋
も
や
つ
て
来
な
い

で
も
地
球
に
は
秋
が
来
る
と
ま
た

路
ば
た
に
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
が
咲
く

法
隆
寺
へ
い
く
路
に
春
が
く
る
と

て
ん
に
ん
か
ら
く
さ

ゲ
ン
ゲ
天
人
唐
草
ス
ミ
レ
が
咲
く
が

あ
あ
長
江
の
宿
も

熊
野
の
海
に
吹
く
鯨
の
し
お
も

バ
ル
コ
ン
も
コ
ス
モ
ス
も
ラ
イ
タ
ー
も

秋
刀
魚
も
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
も

す
べ
て
追
憶
は
去
つ
て
し
ま
つ
た

い
ま
は
人
間
の
い
な
い
と
こ
ろ
で

あ
の
宝
石
の
よ
う
な
眼
鏡
に
う
つ
る

あ
の
浄
土
の
く
も
り
を
ふ
い
て
い
る

│
│
「
ど
う
も
よ
く
み
え
な
い
」

柿
生
の
山
々
が
遠
く
に

夕
陽
に
し
ぐ
れ
る
こ
ろ

心
は
さ
ま
よ
い
歩
く
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こ
こ
で
の
「
秋
刀
魚
」（
春
夫
の
詩
「
秋
刀
魚
の
歌
」
を
想
起
せ
よ
）

と
、「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」（
ニ
ー
チ
ェ
）
と
、「
柿
生
」（
春
夫
『
田
園

の
憂
鬱
』
の
舞
台
）
の
取
り
合
わ
せ
が
惹
き
起
こ
す
笑
い
に
お
い
て
さ
え
、

西
脇
の
「
詩
学
」
は
、
声
低
く
静
か
に
自
己
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

バ
ル
コ
ン
と
コ
ス
モ
ス
と
ラ
イ
タ
ー
の
組
み
合
わ
せ
が
現
出
す
る
、
束
の

間
の
祝
祭
的
時
間
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
言
葉
は
俗
か
ら
聖
へ
聖
か
ら

俗
へ
の
反
転
可
能
性
を
贅
沢
に
誇
示
し
つ
つ
、
ハ
レ
の
空
間
の
整
備
に
献

身
す
る
。

と
こ
ろ
で
金
子
、
西
脇
、
佐
藤
の
三
人
は
、
い
ず
れ
も
日
本
の
十
九
世

紀
末
に
生
ま
れ
た
詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
。「
詩
学
」
を
無
用
と
し
た
金
子

光
晴
が
ど
こ
ま
で
も
「
昭
和
」
の
詩
人
で
あ
り
、
詩
か
ら
小
説
に
転
じ
た

佐
藤
春
夫
が
、
文
学
的
「
大
正
」
を
象
徴
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
明
治

か
ら
大
正
、
大
正
か
ら
昭
和
、
さ
ら
に
は
昭
和
戦
後
期
へ
と
接
続
す
る
複

数
の
日
本
の
「
近
代
」
を
、
絶
え
ざ
る
言
葉
の
運
動
に
変
成
し
続
け
て
き

た
西
脇
順
三
郎
の
詩
（
学
）
は
、
一
貫
し
て
二
十
世
紀
文
学
の
危
機
と
可

能
性
の
中
心
に
、
同
時
に
開
か
れ
て
い
た
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
さ
ん
ざ
し
の
生
け
垣
を
め
ぐ
ら
す
」
ど
こ
に
も
な
い
「
村
」
を
、
い

ま
こ
こ
に
現
出
す
べ
く
│
│
。

（
註
１
）

辻
井
喬
『
伝
統
の
創
造
力
』（
岩
波
新
書
）
が
、
小
野
の
問

題
提
起
に
半
世
紀
ぶ
り
に
照
明
を
当
て
て
い
る
。

（
註
２
）
「
荒
地
」
的
な
詩
の
外
部
へ
の
志
向
と
不
可
分
の
「
詩
学
」

と
、
西
脇
的
な
詩
的
言
語
の
内
的
自
律
性
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
「
詩

学
」
と
の
差
異
を
め
ぐ
る
本
質
的
課
題
は
、
近
年
の
鮎
川
信
夫
、
吉
岡

実
と
い
う
二
人
の
詩
人
を
戦
後
詩
の
対
抗
軸
と
見
な
す
野
村
喜
和
夫
、

城
戸
朱
理
、
守
中
高
明
ら
と
北
川
透
、
瀬
尾
育
生
と
の
論
争
に
ま
で
尾

を
引
い
て
い
る
（『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
九
七
年
十
二
月
号
の
野
村
ら
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
詩
的
現
在
の
両
義
性
を
生
き
る
」、
お
よ
び
同
誌
一
九

九
八
年
三
月
号
の
北
川
・
瀬
尾
対
談
「
状
況
の
基
層
を
読
む
│
│
現
代
詩

に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
参
照
）。
な
お
、
こ
こ
で

の
論
点
は
北
川
に
よ
っ
て
「
社
会
の
な
か
の
詩
（
人
）」
か
、「
テ
ク
ス

ト
の
な
か
」
に
限
定
さ
れ
た
詩
か
（
テ
ク
ス
ト
論
）
と
い
う
問
題
機
構
に

置
き
直
さ
れ
た
。
前
者
の
ヤ
ン
ガ
ー
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
概
ね

鮎
川
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
直

し
た
の
に
対
し
、
北
川
は
後
期
の
吉
岡
の
詩
を
「
テ
ク
ス
ト
論
」
と
い

う
概
念
に
よ
っ
て
回
収
す
る
。
な
お
、
吉
岡
実
が
金
子
の
よ
う
に
「
詩

学
」
を
拒
否
し
た
詩
人
で
は
な
く
、
西
脇
的
な
詩
的
言
語
の
内
部
に
自

律
す
る
「
詩
学
」
に
就
い
た
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。
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