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島
村
の
空
虚
に
つ
い
て

金

恵

i
は
じ
め
に
一

 
『
雪
国
』
は
昭
和
十
年
一
月
か
ら
昭
和
二
十
二
年
十
月
ま
で
「
文
藝
春
秋
」

「
改
造
」
な
ど
に
断
続
的
に
発
表
し
た
も
の
を
集
あ
て
出
来
上
が
っ
た
作
品
で

あ
る
。
そ
の
複
雑
な
成
立
過
程
は
、
作
者
自
身
が
語
っ
て
い
る
通
り
、
「
は
じ

め
は
『
文
藝
春
秋
』
昭
和
十
年
一
月
に
四
十
枚
ほ
ど
の
短
編
と
し
て
書
く
つ
も

り
」
だ
っ
た
が
、
結
局
「
締
切
に
終
わ
り
ま
で
書
き
き
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、

同
月
號
だ
が
締
切
の
敷
日
お
そ
い
『
改
造
』
に
そ
の
廉
き
を
書
き
縫
ぐ
こ
と
に

な
」
つ
た
。
そ
れ
で
も
「
古
韻
が
後
日
に
の
こ
り
、
は
じ
め
の
つ
も
り
と
は
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ユ
 

が
っ
た
も
の
に
な
つ
」
た
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
昭
和
十
年
か
ら
昭
和
十
二
年
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
七
百
を
集
め

た
も
の
が
、
昭
和
十
二
年
に
創
元
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
書
き
直
し

た
「
雪
国
抄
」
と
「
続
雪
国
」
を
書
き
加
え
、
決
定
版
『
雪
国
』
（
昭
和
二
十

三
年
、
創
元
社
）
が
新
た
に
刊
行
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
著
し
い
改
稿

に
よ
り
、
今
日
の
「
國
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
國
で
あ
っ
た
。
夜

の
底
が
白
く
な
っ
た
。
」
と
い
う
書
き
出
し
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

加
筆
訂
正
を
行
い
、
定
本
『
雪
国
』
（
牧
羊
社
）
が
出
版
さ
れ
た
（
昭
和
四
十

六
年
）
も
の
の
、
川
端
の
『
雪
国
』
へ
の
愛
着
は
そ
こ
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。

死
後
、
遺
稿
『
雪
国
抄
』
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
作
者
川
端
が
一
生
を
か
け
て

の
愛
情
を
注
い
だ
作
品
だ
っ
た
こ
と
が
十
分
窺
え
る
。

 
ま
た
、
執
筆
の
時
代
背
景
が
昭
和
六
年
九
月
の
満
州
事
変
、
十
二
年
七
月
以

降
の
日
中
戦
争
、
十
六
年
十
二
月
か
ら
二
十
年
八
月
ま
で
の
太
平
洋
戦
争
と

い
っ
た
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
雪
国
』
は
様
々
な
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
重
要
な
作
品

な
の
で
あ
る
。

 
本
稿
で
は
、
『
雪
国
』
の
作
品
を
理
解
す
る
た
め
、
駒
子
と
葉
子
の
「
二
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

の
よ
う
な
一
人
」
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
男
主
人
公
で
あ
る
島
村
を

取
り
上
げ
、
彼
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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1
島
村
の
存
在
1

 
も
う
三
時
間
も
前
の
こ
と
、
島
村
は
退
屈
ま
ぎ
れ
に
左
手
の
人
差
指
を

い
ろ
い
ろ
に
動
か
し
て
眺
め
て
は
、
結
局
こ
の
指
だ
け
が
、
こ
れ
か
ら
會

ひ
に
行
く
女
を
な
ま
な
ま
し
く
畳
え
て
み
る
、
は
っ
き
り
思
ひ
出
さ
う
と

あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
ほ
ど
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
な
く
ぼ
や
け
て
ゆ
く
記
憶
の
頼

り
な
さ
の
う
ち
に
、
こ
の
指
だ
け
は
女
の
触
感
で
今
も
濡
れ
て
み
て
、
自

分
を
遠
く
の
女
へ
引
き
寄
せ
る
か
の
や
う
だ
と
、
不
思
議
に
思
ひ
な
が

ら
、
鼻
に
つ
け
て
匂
ひ
を
嗅
い
で
み
た
り
し
て
み
た
が
、
ふ
と
そ
の
指
で

線
を
引
く
と
、
そ
こ
に
女
の
斜
眼
が
は
っ
き
り
浮
き
出
た
の
だ
っ
た
。
彼

は
驚
い
て
聲
を
あ
げ
さ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
が
心
を
遠
く
へ

や
っ
て
み
た
か
ら
の
こ
と
で
、
氣
が
つ
い
て
み
れ
ば
な
ん
で
も
な
い
、
向

側
の
座
席
の
女
が
寓
つ
た
の
だ
っ
た
。
外
は
夕
闇
が
お
り
て
み
る
し
、
汽

車
の
な
か
は
明
り
が
つ
い
て
み
る
。
そ
れ
で
窓
ガ
ラ
ス
が
鏡
に
な
る
。
け

れ
ど
も
、
ス
チ
イ
ム
の
温
み
で
ガ
ラ
ス
が
す
っ
か
り
水
蒸
氣
に
濡
れ
て
み

る
か
ら
、
指
で
拭
く
ま
で
そ
の
鏡
は
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

 
娘
の
片
眼
だ
け
は
反
っ
て
異
様
に
美
し
か
っ
た
も
の
の
、
島
村
は
顔
を

窓
に
寄
せ
る
と
、
夕
景
色
見
た
さ
と
い
ふ
風
な
旅
愁
顔
を
俄
づ
く
り
し

て
、
掌
で
ガ
ラ
ス
を
こ
す
っ
た
。

 
こ
れ
は
島
村
と
葉
子
が
一
緒
に
登
場
す
る
冒
頭
の
非
現
実
的
な
夕
景
色
の
鏡

の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
島
村
を
驚
か
せ
た
汽
車
の
窓
ガ
ラ
ス
に
映
さ
れ
た

「
片
眼
」
の
女
は
葉
子
で
あ
る
。
葉
子
は
冒
頭
の
夕
景
色
の
鏡
の
場
面
の
主
人

公
ら
し
く
、
読
者
に
十
分
存
在
感
を
ア
ピ
ー
ル
し
な
が
ら
登
場
す
る
。
一
方
、

島
村
の
他
で
も
な
い
人
差
し
指
だ
け
が
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
女
・
駒
子
も
、

島
村
の
雪
国
行
き
の
目
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
存
在
の
重

要
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
島
村
は
あ
ま
り
に
も
読
者

に
お
け
る
存
在
感
が
薄
く
魅
力
も
乏
し
い
人
物
で
、
そ
れ
ほ
ど
強
い
印
象
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
し
か
し
、
駒
子
と
葉
子
が
い
く
ら
冒
頭
か
ら
大
き
い
存
在
感
を
示
し
な
が
ら

登
場
し
た
に
し
て
も
、
そ
の
二
人
は
誰
で
も
な
い
島
村
の
目
を
通
し
て
映
し
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
作
中
の
駒
子
は
「
清

潔
」
と
い
う
言
葉
が
目
立
ち
、
肉
体
の
描
写
も
細
か
く
描
か
れ
、
現
実
的
な
の

に
対
し
て
、
葉
子
は
「
悲
し
い
ほ
ど
美
し
い
聲
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
表
現
が

目
立
ち
、
非
現
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
駒
子
の
顔
や
体
の
変
化
な
ど
、
肉
体

に
関
す
る
描
写
や
葉
子
の
変
わ
ら
ぬ
「
悲
し
い
ほ
ど
美
し
い
聲
」
も
、
他
で
も

な
く
島
村
が
感
じ
た
こ
と
の
記
述
で
あ
り
、
島
村
を
通
し
て
し
か
映
し
出
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
窓
ガ
ラ
ス
に
線
を
引
い
て
鏡
に
し
た
の
も
、
後
で

そ
の
鏡
を
こ
す
っ
て
窓
ガ
ラ
ス
に
戻
し
、
夕
景
色
の
鏡
の
場
面
を
閉
ざ
し
た
の

も
島
村
で
あ
る
。
駒
子
に
会
お
う
と
雪
国
へ
向
か
っ
て
い
る
の
も
島
村
な
の
で

あ
る
。
す
で
に
、
夕
景
色
の
場
面
に
は
作
品
に
お
け
る
島
村
の
位
置
づ
け
を
は

じ
め
、
駒
子
と
葉
子
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
て
、
我
々
は
駒
子
を
覚
え
て
い

る
島
村
の
指
に
よ
っ
て
登
場
さ
せ
ら
れ
る
葉
子
か
ら
、
た
だ
な
ら
ぬ
駒
子
と
葉

子
の
関
係
を
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
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そ
の
他
に
も
、
島
村
が
プ
ラ
ッ
ト
・
フ
オ
ウ
ム
に
着
い
た
時
、
「
な
に
か
起

る
か
と
自
分
に
か
か
は
り
が
あ
る
か
の
や
う
に
」
葉
子
達
を
振
り
返
っ
た
と
い

う
描
写
を
は
じ
め
、
「
指
で
覚
え
て
み
る
女
と
眼
に
と
も
し
火
を
つ
け
て
み
た

女
と
の
間
に
、
な
に
が
あ
る
の
か
な
に
が
起
こ
る
の
か
島
村
は
な
ぜ
か
そ
れ
が

心
の
ど
こ
か
で
見
え
る
や
う
な
氣
持
ち
も
す
る
。
」
と
、
島
村
は
作
中
の
あ
ら

ゆ
る
箇
所
で
『
雪
国
』
の
展
開
を
暗
示
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
島
村
、
駒
子
、
葉
子
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
が
、
『
雪
国
』
の
解

読
に
お
い
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
論
点
を
め
ぐ
り
、
様
々
な
論
が
出
さ

れ
て
い
る
が
、
島
村
の
役
割
を
低
く
見
る
考
え
方
と
駒
子
と
葉
子
の
関
連
性
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヨ
 

重
視
す
る
論
が
多
い
。
寺
田
透
氏
は
「
島
村
を
書
き
た
く
な
か
っ
た
」
と
い
う

川
端
の
言
葉
を
借
り
、
磯
貝
英
夫
氏
は
島
村
を
「
『
雪
国
』
の
非
現
実
と
読
者

 
 
 
 
 
 
は
 
 

を
つ
な
ぐ
媒
体
」
と
指
摘
し
、
寺
田
氏
と
同
様
に
そ
の
役
割
を
重
要
視
し
て
い

な
い
。
長
谷
川
泉
氏
は
「
島
村
は
生
き
て
も
い
な
い
」
、
「
が
ら
ん
ど
う
で
あ
る

 
 
 
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

虚
像
」
で
あ
る
と
し
、
小
澤
正
明
氏
の
島
村
を
「
美
の
証
人
に
す
ぎ
な
い
」
と

い
う
指
摘
も
あ
る
。

 
で
も
、
駒
子
と
葉
子
の
こ
と
は
「
島
村
の
眼
と
感
覚
の
中
で
は
じ
め
て
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
は
ア
 

事
実
が
現
実
と
な
る
」
と
い
う
伊
藤
整
氏
や
、
「
自
分
を
全
然
人
生
の
葛
藤
の

渦
中
か
ら
外
側
に
置
い
て
」
い
る
島
村
を
中
心
に
「
作
品
世
界
が
成
立
し
て
い

 
 
お
 

る
」
と
述
べ
て
い
る
山
本
健
吉
氏
の
よ
う
に
、
島
村
の
役
割
を
高
く
評
価
し
て

い
る
論
も
あ
る
。

 
た
だ
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
一
見
、
低
く
見
る
見
方
は

島
村
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
『
雪
国
』
の
語
り
手
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て

川
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国
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い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
駒
子
と
葉
子
の
関
係
を
云
々
す
る
以
前
の
段
階

で
島
村
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
自
身
も
、
島
村
は
「
虚
像
で
単
な
る
駒
子
を
引
き
立
て
る
道
登
戸
に
す
ぎ
な

 
 
 
 

い
」
人
物
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
前
記
で
島
村
を
通
し
て
駒
子
と
葉
子
は
映
し

出
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
駒
子
と
葉
子
を
映
し
て
い
る
島
村
の
役
割
の

重
要
度
を
、
作
品
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
鏡
の
よ
う
な
存
在
だ
と
取
り
た
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
鏡
と
は
、
駒
子
と
葉
子
の
関
係
が
実
像
と
虚
像
、
本
体

と
分
身
だ
と
言
う
時
の
鏡
と
は
質
が
違
う
。

 
で
は
、
そ
の
二
つ
の
鏡
が
ど
う
違
う
の
か
。
駒
子
と
葉
子
の
間
に
お
か
れ
て

い
る
鏡
と
は
、
物
を
映
す
時
、
実
物
と
は
左
右
を
対
照
的
に
映
し
出
す
と
い

う
、
鏡
本
来
の
意
味
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
駒
子
と
葉
子
を
映
し
て

い
る
島
村
の
鏡
は
固
定
さ
れ
ず
、
そ
の
場
そ
の
場
の
状
況
に
よ
っ
て
動
き
、
各

場
面
に
合
わ
せ
た
角
度
か
ら
写
し
出
す
と
い
う
能
動
的
で
流
動
性
の
あ
る
鏡
な

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
像
に
あ
た
る
駒
子
と
虚
像
に
あ
た
る
葉
子
を
固
定

さ
れ
た
一
ケ
所
か
ら
で
は
な
く
、
様
々
な
角
度
か
ら
映
し
て
い
る
意
味
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
島
村
の
鏡
は
物
質
で
は
な
く
抽
象
化
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
。

 
こ
の
鏡
説
を
あ
ぐ
り
、
小
澤
正
明
氏
は
「
島
村
は
、
駒
子
に
近
く
葉
子
に
遠

い
位
置
に
在
っ
て
、
二
人
を
映
し
出
す
こ
れ
も
鏡
の
よ
う
な
存
在
」
で
、
「
二

人
の
女
性
を
受
け
と
あ
る
島
村
の
心
情
と
し
て
の
鏡
は
、
対
面
す
る
各
種
が
固

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
し
な
い
で
、
自
分
も
写
り
な
が
ら
相
手
の
動
き
を
そ
の
都
度
捉
え
」
て
い
る

と
指
摘
し
た
。

 
『
雪
国
』
に
は
駒
子
と
葉
子
に
お
け
る
鏡
、
島
村
に
お
け
る
鏡
と
い
う
質
の
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違
う
二
つ
の
鏡
が
存
在
し
、
二
重
の
鏡
の
構
造
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
確
か

に
、
作
中
の
話
の
流
れ
に
お
い
て
は
「
島
村
を
中
心
に
雨
方
に
駒
子
と
葉
子
を

置
い
た
と
見
る
よ
り
、
駒
子
を
中
心
に
し
て
雪
意
に
島
村
と
葉
子
を
置
い
た
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
け
 

言
ふ
方
が
よ
さ
さ
う
に
も
思
ふ
。
」
と
い
う
作
者
の
言
葉
ど
お
り
、
駒
子
が
中

心
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
品
の
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場

合
、
島
村
を
中
心
に
駒
子
と
葉
子
が
を
そ
の
両
方
に
置
い
て
い
る
、
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
鏡
説
に
つ
い
て
羽
鳥
徹
哉
氏
は
、
「
島
村
は
私
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
男
と
し
て
の
存
在
す
ら
な
い
や
う
で
、
た
だ
駒
子
を
う
つ
す
鏡
の
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

な
も
の
、
で
せ
う
か
。
」
と
い
う
作
者
の
言
葉
か
ら
、
「
島
村
ロ
道
具
説
の
場
合

同
様
、
そ
れ
を
書
く
時
の
作
者
の
心
理
を
考
え
ず
、
「
鏡
」
と
い
う
こ
と
ば
の
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
お
 

を
、
独
立
に
取
り
出
し
て
き
て
は
、
ま
こ
と
に
困
る
の
で
あ
る
。
」
と
鏡
説
に

反
論
し
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
島
村
の
鏡
説
は
作
品
の
流
れ
か
ら

辿
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
羽
鳥
氏
が
批
判
し
て
い
る
作
者
の
言
葉
、
「
鏡
」
だ
け

に
頼
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

一
島
村
の
空
虚
感
1

 
島
村
は
駒
子
と
葉
子
を
映
す
鏡
の
よ
う
な
存
在
で
、
作
品
の
視
点
人
物
で
あ

り
、
男
主
人
公
で
も
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
作
中
で
は
彼
が
誰
で
あ
る
か
が
ほ

と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
謎
の
人
物
な
の
で
あ
る
。
島
村
に
つ
い
て
分
か
る
の

は
、
「
東
京
の
家
を
出
が
け
に
細
君
が
言
っ
た
」
、
「
家
に
残
し
て
來
た
子
供
達

を
ふ
と
思
ひ
出
す
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
東
京
に
住
ん
で
い
て
、
妻
子
を
持
っ

て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
年
齢
は
不
明
で
、
「
小
肥
り
の
白
い
足
」
を
持

つ
「
小
太
り
」
の
体
つ
き
の
男
で
あ
る
。
長
い
引
用
に
な
る
が
、
島
村
の
育
ち

を
は
じ
め
、
趣
味
や
仕
事
、
人
生
観
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
彼
の
西
洋
舞
踊
趣
味
に
し
て
も
さ
う
だ
っ
た
。
島
村
は
東
京
の
下
町
育

ち
な
の
で
、
子
供
の
時
か
ら
歌
舞
伎
芝
居
に
な
じ
ん
で
み
た
が
、
貫
生
の

頃
は
好
み
が
踊
や
所
作
事
に
片
寄
っ
て
來
て
、
さ
う
な
る
と
一
通
り
の
こ

と
を
究
め
ぬ
と
氣
の
す
ま
な
い
た
ち
ゆ
ゑ
、
古
い
記
録
を
漁
っ
た
り
、
家

元
を
訪
ね
歩
い
た
り
し
て
、
や
が
て
は
日
本
踊
の
新
人
と
も
知
り
合
ひ
、

研
究
や
批
評
め
い
た
文
章
ま
で
書
く
や
う
に
な
っ
た
。
さ
う
し
て
日
本
踊

の
傳
統
の
眠
り
に
も
新
し
い
試
み
の
ひ
と
り
よ
が
り
に
も
、
當
然
な
ま
な

ま
し
い
不
満
を
畳
え
て
、
も
う
こ
の
上
は
自
分
が
實
際
運
動
の
な
か
へ
身

を
投
じ
て
行
く
ほ
か
な
い
と
い
ふ
氣
持
に
狩
り
立
て
ら
れ
、
日
本
踊
の
若

手
か
ら
も
誘
ひ
か
け
ら
れ
た
時
に
、
彼
は
ふ
い
と
西
洋
舞
踊
に
鞍
替
へ
し

て
し
ま
っ
た
。
日
本
踊
は
全
く
見
ぬ
や
う
に
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
西

洋
舞
踊
の
書
物
と
寓
眞
を
集
め
、
ボ
ス
タ
ア
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
類
ま
で
苦

螢
し
て
外
國
か
ら
手
に
入
れ
た
。
異
國
と
未
知
と
へ
の
好
奇
心
ば
か
り
で

は
決
し
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
新
し
く
見
つ
け
た
喜
び
は
、
目
の
あ
た
り

西
洋
人
の
踊
を
見
る
こ
と
が
鳩
信
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の

讃
糠
に
島
村
は
日
本
人
の
西
洋
舞
踊
は
見
向
き
も
し
な
い
の
だ
っ
た
。
西

洋
の
印
刷
物
を
頼
り
に
西
洋
舞
踊
に
つ
い
て
書
く
ほ
ど
安
樂
な
こ
と
は
な
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か
っ
た
。
見
な
い
舞
踊
な
ど
こ
の
世
な
ら
ぬ
話
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
机
上

の
空
論
は
な
く
、
天
國
の
詩
で
あ
る
。
研
究
と
は
名
づ
け
て
も
勝
手
氣
儘

な
想
像
で
、
舞
踊
家
の
生
き
た
肉
艦
が
踊
る
藝
術
を
鑑
賞
す
る
の
で
は
な

く
、
西
洋
の
言
葉
や
窺
眞
か
ら
浮
ぶ
彼
自
身
の
空
想
が
踊
る
幻
影
を
鑑
賞

し
て
み
る
の
だ
っ
た
。
見
ぬ
懸
に
あ
こ
が
れ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
時
々
西
洋
舞
踊
の
紹
介
な
ど
書
く
の
で
文
筆
家
の
端
く
れ
に
敷
へ

ら
れ
、
そ
れ
を
自
ら
冷
笑
し
な
が
ら
職
業
の
な
い
彼
の
心
休
め
と
な
る
こ

と
も
あ
る
の
だ
っ
た
。

 
職
業
は
持
っ
て
な
い
が
、
「
親
譲
り
の
財
産
で
徒
労
」
し
て
い
て
、
経
済
の

面
で
の
苦
労
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
西
洋
舞
踊
に
つ
い
て
書
く
こ
と
が
趣
味

で
、
そ
の
論
を
翻
課
し
、
自
費
出
版
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
一
方
で

は
「
日
本
の
舞
踊
界
に
な
ん
の
役
に
も
た
ち
さ
う
で
な
い
本
」
だ
と
か
「
無
爲

徒
食
の
彼
に
は
、
用
も
な
い
の
に
難
儀
し
て
山
を
歩
く
な
ど
徒
労
の
見
本
の
や

う
」
だ
と
思
っ
て
い
て
、
自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
を
徒
労
だ
と
受

け
と
め
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
徒
労
感
は
「
自
ら
生
き
て
み
る

こ
と
」
さ
え
も
徒
労
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。

 
自
分
の
趣
味
の
こ
と
も
「
自
ら
冷
笑
し
な
が
ら
、
職
業
の
な
い
彼
の
心
休
め

と
な
る
こ
と
も
あ
」
り
、
「
こ
こ
に
新
し
く
見
つ
け
た
喜
び
は
、
目
の
あ
た
り

西
洋
人
の
踊
を
見
る
こ
と
が
出
汁
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
っ
」
て
、
「
役
に

も
た
ち
さ
う
で
な
い
本
で
あ
る
こ
と
が
反
っ
て
彼
を
安
心
さ
せ
る
」
と
い
う
こ

と
な
ど
、
何
と
か
現
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
生
き
が
い
の
な
い
虚

川
端
康
成
『
雪
国
』
考
察

無
感
に
溢
れ
た
人
生
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
強
く
受
け
ざ
る
を
得
な

い
。 

で
も
、
そ
の
溢
れ
る
虚
無
感
の
中
で
も
、
「
無
為
徒
食
の
島
村
は
自
然
と
自

身
に
封
ず
る
眞
面
目
さ
も
失
ひ
が
ち
な
の
で
、
そ
れ
を
呼
び
戻
す
に
は
山
が
い

い
と
、
よ
く
一
人
で
山
歩
き
を
」
し
た
り
、
自
分
の
趣
味
の
こ
と
が
役
に
立
た

な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
自
分
に
対
す
る
自
覚
は

持
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
駒
子
か
ら
葉
子
の
こ

と
を
頼
ま
れ
た
時
、
「
い
い
加
減
に
し
ろ
よ
。
」
と
言
い
返
し
た
り
、
葉
子
か
ら

東
京
へ
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
に
現
実
的
な

こ
と
を
質
問
し
た
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
島
村
と
は
あ
る
程
度
の
常
識
を

持
っ
て
い
る
人
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

「
君
は
そ
ん
な
、
男
と
行
っ
て
こ
は
く
は
な
い
か
い
。
」

「
ど
う
し
て
で
す
か
。
」

「
君
が
東
京
で
さ
し
づ
あ
落
ち
つ
く
先
と
か
、
な
に
を
し
た
い
と
か
い
ふ

こ
と
く
ら
み
き
ま
っ
て
な
い
と
危
い
ぢ
や
な
い
か
。
」

コ
生
の
う
ち
に
、
外
の
病
人
を
世
話
す
る
こ
と
も
、
外
の
人
の
墓
に
参

る
こ
と
も
、
も
う
な
い
と
思
っ
て
る
の
か
？
」

「
な
い
わ
。
」

「
そ
れ
に
墓
を
離
れ
て
、
よ
く
東
京
へ
行
け
る
ね
？
」

し
か
し
、
い
く
ら
常
識
や
自
覚
を
持
っ
て
い
る
と
し
そ
も
、
島
村
は
い
ざ
と
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な
る
と
、
「
僕
は
旅
行
者
ぢ
や
な
い
か
」
、
「
責
任
て
な
ん
だ
」
、
「
い
つ
ま
で
み

た
っ
て
、
君
を
ど
う
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
、
僕
に
は
出
射
な
い
ん
ぢ
や
な
い

か
。
」
、
「
僕
に
は
、
な
ん
に
も
し
て
や
れ
な
い
ん
だ
よ
。
」
と
言
い
な
が
ら
、
身

を
引
い
て
し
ま
う
無
責
任
者
で
も
あ
る
。

 
そ
の
上
、
島
村
は
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
駒
子
と
葉
子
の
こ
と
ま
で

徒
労
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
駒
子
が
読
ん
だ
小
説
を
一
々
書
き
留
め

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
彼
女
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
徒
労
で
あ
ら
う
は
ず
が

な
い
と
は
彼
も
知
り
な
が
ら
、
頭
か
ら
徒
労
だ
と
叩
き
つ
け
」
た
り
し
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
駒
子
と
葉
子
と
行
男
の
関
係
に
お
い
て
も
、
葉

子
が
「
や
が
て
死
ぬ
行
男
」
を
看
病
す
る
こ
と
や
そ
の
寮
費
を
稼
ぐ
た
め
に
芸

者
に
出
た
駒
子
の
こ
と
も
、
「
す
べ
て
こ
れ
徒
労
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ら
う
」

と
島
村
は
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
駒
子
の
生
き
方
」
も
「
島
村
に
は
虚
し

い
徒
労
と
も
思
は
れ
る
」
な
ど
と
、
徒
労
に
感
じ
る
。

 
つ
ま
り
、
島
村
と
は
何
も
か
も
徒
労
に
感
じ
、
現
実
か
ら
逃
れ
た
生
き
が
い

の
な
い
非
現
実
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
虚
無
感
の
溢
れ
る
人
物
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
島
村
の
考
え
方
や
行
動
が
、
芸
者
で
は
あ
る
が
真
面
目
に
暮
ら
し

て
い
こ
う
と
す
る
駒
子
に
は
、
「
あ
ん
た
は
贅
澤
に
暮
し
て
、
い
い
加
減
な
人

だ
わ
。
分
り
や
し
な
い
。
」
と
思
わ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。

 
島
村
に
つ
い
て
作
中
か
ら
把
握
で
き
る
こ
と
は
以
上
で
あ
る
。
し
か
し
、
な

ぜ
、
島
村
は
徹
底
的
に
現
実
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
島
村
が
逃
げ

よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
現
実
と
は
一
体
何
な
の
か
。
実
際
運
動
の
な
か
に
身
を

投
じ
て
や
っ
て
い
こ
う
と
ま
で
思
っ
て
い
た
日
本
舞
踊
を
、
な
ぜ
や
め
て
西
洋

舞
踊
に
移
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
の
原
因
は
も
ち
ろ
ん
、
若
い
時
の
島
村
に
関
す

る
説
明
も
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。

 
で
も
、
徹
底
し
た
徒
労
の
人
生
観
の
持
ち
主
で
あ
る
島
村
が
、
駒
子
を
通
じ

て
現
実
感
を
も
つ
時
が
あ
る
。
島
村
は
駒
子
の
生
き
方
も
徒
労
だ
と
思
う
一
方

で
、
彼
女
の
何
に
現
実
感
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
島
村
が
遠
ざ
け

て
い
た
現
実
、
す
な
わ
ち
、
島
村
に
と
っ
て
の
現
実
の
正
体
を
解
く
鍵
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。
作
中
で
島
村
が
駒
子
に
現
実
を
感
じ
る
場
面
を
次
に
拾
っ
て
み

た
。

「
う
う
ん
、
い
い
の
よ
。
私
達
は
ど
こ
へ
行
っ
た
つ
て
働
け
る
か
ら
。
」

 
そ
の
素
直
な
實
感
の
籠
っ
た
調
子
は
、
親
譲
り
の
財
産
で
徒
労
す
る
島

村
に
は
ひ
ど
く
意
外
だ
つ
た
。

「
ほ
ん
た
う
よ
。
ど
こ
で
稼
ぐ
の
も
お
ん
な
じ
よ
。
く
よ
く
よ
す
る
こ
と

な
い
。
」

 
な
に
げ
な
い
口
振
り
な
の
だ
が
、
島
村
は
女
の
響
き
を
聞
い
た
。

「
そ
れ
で
い
い
の
よ
。
ほ
ん
た
う
に
人
を
好
き
に
な
れ
る
の
は
、
も
う
女

だ
け
な
ん
で
す
か
ら
。
」
と
、
駒
子
は
少
し
顔
を
赤
ら
め
て
う
つ
向
い
た
。

 
他
に
、
「
私
の
好
き
な
や
う
に
す
る
の
を
、
死
ん
で
行
く
人
が
ど
う
し
て
止

め
ら
れ
る
？
」
、
「
ど
う
し
て
？
 
生
き
た
相
手
だ
と
、
思
ふ
や
う
に
は
っ
き
り

も
出
來
な
い
か
ら
、
せ
め
て
死
ん
だ
人
に
は
は
っ
き
り
し
と
く
の
よ
。
」
と
、

自
分
の
生
活
か
ら
一
歩
も
譲
ろ
う
と
せ
ず
、
前
向
き
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
駒
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子
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
駒
子
の
真
面
目
で
前
向
き
な
生
き
方
に
、

実
感
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

島
村
は
現

 
1
上
略
一
疋
ら
が
生
き
て
み
る
こ
と
も
町
勢
で
あ
る
と
い
ふ
、
遠
い
感

傷
に
落
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
目
の
前
の
彼
女
は
山
谷
に

染
ま
っ
て
生
き
生
き
し
た
血
色
だ
つ
た
。

 
駒
子
に
會
っ
た
ら
、
頭
か
ら
徒
労
だ
と
叩
き
つ
け
て
や
ら
う
と
考
へ
る

と
、
ま
た
し
て
も
島
村
に
は
な
に
か
反
っ
て
彼
女
の
存
在
が
専
掌
に
感
じ

ら
れ
て
來
る
の
だ
っ
た
。

 
し
か
し
葉
子
が
こ
の
家
に
み
る
の
だ
と
思
ふ
と
、
島
村
は
駒
子
を
呼
ぶ

こ
と
に
も
な
ぜ
か
こ
だ
は
り
を
感
じ
た
。
駒
子
の
愛
情
は
彼
に
向
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
そ
れ
を
美
し
い
徒
労
で
あ
る
か
の
や

う
に
思
ふ
彼
自
身
の
虚
し
さ
が
あ
っ
て
、
け
れ
ど
も
反
っ
て
そ
れ
に
つ
れ

て
、
駒
子
の
生
き
よ
う
と
し
て
み
る
命
が
裸
の
肌
の
や
う
に
鰯
れ
て
來
も

す
る
の
だ
っ
た
。
彼
は
駒
子
を
哀
れ
み
な
が
ら
、
自
ら
を
哀
れ
ん
だ
。

正
反
対
と
言
え
る
。
だ
か
ら
、
読
ん
だ
小
説
の
感
想
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
島
村
か
ら
「
徒
労
だ
ね
」
と
言
わ
れ
た
時
も
、
「
『
さ
う
で
す
わ
。
』
 
と
、

女
は
こ
と
も
な
げ
に
明
る
く
答
へ
」
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
駒
子
は
決
し
て
現
実

か
ら
逃
げ
よ
う
と
せ
ず
、
し
っ
か
り
と
現
実
に
立
ち
向
か
っ
て
生
き
て
い
く

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
駒
子
は
「
あ
れ
だ
っ
て
、
私
に
は
眞
面
目

な
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
わ
。
あ
ん
た
み
た
い
に
贅
澤
な
気
持
で
生
き
て
る
人
と
ち

が
ふ
わ
。
」
と
、
ま
る
で
夢
ば
か
り
見
て
い
る
よ
う
な
島
村
と
真
面
目
に
生
き

て
い
こ
う
と
す
る
自
分
と
は
違
う
と
正
々
堂
々
と
島
村
に
向
か
い
、
言
え
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
島
村
は
単
に
彼
女
の
体
や
愛
情
に
現
実
感
と
受
け
取
り
、
魅
力
を
感
じ
た
の

で
は
な
く
、
実
は
駒
子
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
そ
れ
ら
を
感
じ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
十
分
分
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
島
村
は
真
面
目

で
、
前
向
き
の
積
極
的
な
駒
子
の
生
き
方
の
勢
い
の
強
さ
に
脅
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
何
よ
り
も
そ
の
証
拠
に
な
る
の
が
三
味
線
を
演
奏
す
る
場
面
で

あ
る
。
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島
村
が
現
実
を
感
じ
た
の
は
、
単
に
駒
子
の
肉
体
と
か
島
村
へ
の
愛
と
か
い

う
も
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
中
で
燃
え
て
い
る
生
活
感
の
溢
れ
る
生
き
方
、
そ

の
も
の
に
島
村
は
現
実
を
感
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
駒
子
に
心
惹
か
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
『
雪
国
』
の
主
題
が
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
駒

子
は
単
純
で
分
か
り
や
す
い
性
格
の
持
ち
主
で
あ
り
、
生
き
生
き
と
し
た
生
活

感
溢
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
自
分
を
責
め
て
い
る
島
村
と
は

 
島
村
は
は
っ
と
氣
押
さ
れ
た
。

 
 
1
中
略
-

 
忽
ち
島
村
は
頬
か
ら
鳥
肌
立
ち
さ
う
に
涼
し
く
な
っ
て
、
腹
ま
で
澄
み

通
っ
て
來
た
。
た
わ
い
な
く
空
に
さ
れ
た
頭
の
な
か
い
っ
ぽ
い
に
、
三
味

線
の
音
が
鳴
り
渡
っ
た
。
全
く
彼
は
驚
い
て
し
ま
っ
た
と
言
ふ
よ
り
も
叩

き
の
め
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
敬
度
の
念
に
打
た
れ
た
、
悔
恨
の

川
端
康
成
『
雪
国
』
考
察



川
端
康
成
『
雪
国
』
考
察

思
ひ
に
洗
は
れ
た
。
自
分
は
た
だ
も
う
無
力
で
あ
っ
て
、
駒
子
の
力
に
思

ひ
の
ま
ま
押
し
流
さ
れ
る
の
を
快
い
と
身
を
捨
て
て
浮
ぶ
よ
り
し
か
た
が

な
か
っ
た
。
1
中
略
-
島
村
は
こ
は
く
な
っ
て
、
虚
勢
を
張
る
や
う
に
肘

枕
で
轄
が
つ
た
。

 
勤
進
帳
が
終
る
と
島
村
は
ほ
っ
と
し
て
、
あ
あ
、
こ
の
女
は
お
れ
に
惚

れ
て
み
る
の
だ
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
が
ま
た
情
な
か
っ
た
。

 
 
1
中
略
一

 
島
村
に
は
虚
し
い
徒
労
と
も
思
は
れ
る
、
遠
い
憧
憬
と
も
哀
れ
ま
れ

る
、
駒
子
の
生
き
方
が
、
彼
女
自
身
へ
の
贋
値
で
、
凛
と
棲
の
音
に
溢
れ

出
る
の
で
あ
ら
う
。

 
駒
子
の
生
き
生
き
し
た
現
実
感
の
あ
ふ
れ
て
い
る
生
活
型
を
島
村
は
恐
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
駒
子
か
ら
の
愛
情
の
せ
い
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
駒
子
に
流
れ
て
い
る
積
極
的
な
生
き
方
の
勢
い
に
耐
え
ら
れ
ず
、
彼
女
と

の
別
れ
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
谷
川
泉
氏
や
中
村
．

光
夫
氏
は
島
村
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
一
上
略
一
島
村
の
胸
は
珍
重
す
べ
き
空
虚
な
が
ら
ん
ど
う
で
あ
る
虚
像

に
す
ぎ
ず
、
も
ち
ろ
ん
生
き
て
も
い
な
い
。
島
村
を
背
景
に
し
て
描
か
れ

た
駒
子
や
葉
子
が
、
島
村
の
胸
奥
の
琴
線
に
触
れ
る
時
に
、
な
ま
な
ま
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
け
 

く
生
か
さ
れ
る
と
い
っ
た
か
ら
く
り
に
す
ぎ
な
い
。

 
「
雪
国
」
の
魅
力
は
、
あ
そ
こ
に
出
て
く
る
駒
子
と
い
う
芸
者
の
、
清

潔
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
「
雪
国
」
も
よ
く
注
意
し
て
ご

ら
ん
に
な
る
と
、
島
村
と
い
う
人
間
を
作
り
出
す
の
に
作
者
は
な
か
な
か

苦
心
し
て
い
ま
す
。
あ
の
島
村
と
い
う
の
は
結
局
そ
れ
ほ
ど
よ
く
書
け
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
駒
子
に
比
べ
て
ど
う
し
て
も
見
劣
り
が
す
る
、

と
い
う
こ
と
は
あ
の
小
説
に
つ
い
て
云
え
ま
す
。
「
雪
国
」
の
欠
点
は
、

も
し
あ
る
と
す
れ
ば
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
1
中
略
1
、
た
と
え
脇
役

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

に
し
て
も
も
う
少
し
な
に
か
ほ
し
い
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

 
確
か
に
、
二
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
島
村
が
「
空
虚
に
す
ぎ
」
な
い
人

物
で
、
「
脇
役
と
し
て
も
も
う
少
し
な
に
か
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
は
、
作
者
も
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
「
よ
り
美
的
に
『
雪
国
』
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
作
中
で
島
村
は
目
立
た
ず
、
乏
し
い
人
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
作

品
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
中
村
氏
が
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
乏
し
い
存
在
の
島
村
は
「
雪
国
」
の
欠
点
で
は
な
く
、
本
稿
の
立
場

か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
長
所
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

1
お
わ
り
に
一

前
半
で
は
島
村
が
駒
子
・
葉
子
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い

て
、
作
品
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
人
物
だ
と
い
う
『
雪
国
』
に
お
け
る
島
村
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の
存
在
の
大
切
さ
に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
で
は
島
村
の
空
虚
感
の
原
因
を
解
く

た
め
に
、
駒
子
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
作
中
か
ら
分
か
る
こ
と

は
駒
子
の
生
き
生
き
と
し
た
生
き
方
に
島
村
が
現
実
感
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
島
村
は
虚
無
感
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
、
島
村
と
い
う
人
物
の
設
定
の
理
由
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
て
い

な
い
。
そ
れ
に
は
作
者
と
の
関
わ
り
、
戦
争
を
挟
む
『
雪
国
』
の
執
筆
当
時
の

時
代
性
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注
1

注
2

注
3

注
4

注
5

注
6

創
元
社
版
『
雪
国
』
昭
和
二
三
・
一
二
発
行
の
「
あ
と
が
き
」

『
川
端
康
成
全
集
』
第
三
十
三
巻
 
新
潮
社
 
昭
和
五
七
・
五

「
駒
子
と
葉
子
は
鏡
の
実
像
と
虚
像
、
ひ
い
て
は
、
本
体
と
分
身
の
よ
う
な
関

係
で
あ
る
。
」

駒
子
と
葉
子
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
梅
光
女
学
院
大
学
「
新
樹
」
第
十
三
輯

（
平
成
十
年
十
月
）
の
「
『
雪
国
』
の
世
界
 
 
 
〈
二
人
は
一
人
〉
を
あ
ぐ
っ

て
一
」
で
記
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

寺
田
透
 
「
『
雪
国
』
論
」

「
近
代
文
学
」
 
近
代
文
学
社
 
昭
和
二
八
・
四

磯
貝
英
夫
 
「
『
雪
国
』
一
作
品
分
析
の
方
法
 
 
」

「
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
川
端
康
成
』
」
 
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編

有
精
堂
 
昭
和
四
八
・
二

長
谷
川
泉
 
「
雪
国
」

『
川
端
康
成
論
考
』
 
長
谷
川
泉
著
 
明
治
書
院
 
昭
和
四
〇
・
六

小
澤
正
明
 
「
一
『
雪
國
』
研
究
-
」

『
川
端
康
成
文
芸
の
世
界
』
 
小
澤
正
明
著
 
桜
楓
社
 
昭
和
五
八
・
三

川
端
康
成
『
雪
国
』
考
察

注
7

注
8

注注注11 10 9
注注
13 12

注注
15 14

☆

伊
藤
整
 
「
解
説
『
雪
国
』
」

『
雪
国
』
 
新
潮
社
 
昭
和
二
二
・
七

山
本
健
吉
「
解
説
『
雪
国
』
」

『
雪
国
』
 
三
笠
書
房
 
昭
和
二
八
・
五

注
1
に
同
じ
。

注
6
に
同
じ
。

岩
波
文
庫
版
『
雪
国
』
の
「
あ
と
が
き
」

『
川
端
康
成
全
集
』
第
三
十
三
巻
 
新
潮
社
 
昭
和
五
七
・
五

川
端
康
成
 
「
『
雪
国
』
に
つ
い
て
」
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
「
風
景
」

羽
鳥
徹
哉
 
「
『
雪
国
』
を
読
む
（
そ
の
一
）
」
 
成
膜
大
学
文
学
部
紀
要
一
九

号
 
昭
和
五
九
・
一

注
5
に
同
じ
。

中
村
光
夫
 
「
『
伊
豆
の
踊
子
』
と
『
雪
国
』
」

『
《
論
考
》
川
端
康
成
』
 
中
村
光
夫
著
 
筑
摩
書
房
 
昭
和
五
三
・
四

本
文
引
用
 
『
川
端
康
成
全
集
』
第
十
巻
 
新
潮
社
 
昭
和
五
五
・
四
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