
岡
本
か
の
子
の
兄
で
、
天
折
し
た
大
貫
晶
川
の
小
説
「
二
人
の
生
ひ
立

ち
」
（
「
新
思
潮
」
第
二
次
第
三
号
明
治
四
十
三
・
十
一
・
一
）
に
は
、
晶

川
と
か
の
子
の
分
身
ら
し
き
兄
妹
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
十
五

歳
の
退
吉
に
妹
の
お
妙
が
、
「
金
魚
」
の
標
題
を
も
つ
一
枚
の
作
文
を
渡
す
場

面
が
あ
る
（
三
二
頁
）
．
か
の
子
は
晶
川
よ
り
二
歳
下
な
の
で
、
こ
の
話
が
事

実
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
十
三
歳
頃
の
か
の
子
が
、
金
魚
に

つ
い
て
の
文
章
を
作
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

残
念
な
が
ら
退
吉
は
「
金
魚
」
を
手
に
し
て
も
、
涙
で
文
章
を
読
め
ず
、

そ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
わ
れ
わ
れ
に
つ
た
え
て
は
く
れ
な
い
。

し
か
し
、
妹
の
作
文
題
か
ら
、
か
の
子
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
金
魚
に
愛
着
を

示
し
、
そ
れ
を
材
に
し
た
作
品
を
著
そ
う
と
し
て
い
た
ら
し
く
推
さ
れ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
昭
和
八
年
六
月
十
一
日
の
息
子
・
太
郎
へ
の
手
紙
を
み
る

と
、
こ
の
時
か
の
子
（
当
時
四
十
四
歳
）
が
金
魚
（
雌
雄
の
キ
ャ
リ
己
を

岡
本
か
の
子
「
金
魚
僚
乱
」
成
立
考

｜
、
は
じ
め
に

飼
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
太
郎
の
註
解
に
は
「
後
日
小
説
『
金
魚
捺

乱
」
が
書
か
れ
た
の
も
、
こ
の
時
代
に
芽
生
え
た
テ
ー
マ
が
実
を
結
ん
だ
の

で
あ
ら
う
」
と
あ
る
（
『
母
の
手
紙
』
婦
女
界
社
、
昭
和
十
六
・
十
二
・
二

十
、
一
二
○
’
一
二
一
頁
）
。

だ
が
、
昭
和
十
二
年
『
中
央
公
論
」
十
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
金
魚
捺

乱
」
の
「
テ
ー
ご
は
、
少
な
く
と
も
小
説
発
表
の
九
年
前
に
胚
胎
し
て
い

た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
「
金
魚
捺
乱
」
は

か
の
子
が
昭
和
三
年
「
読
売
新
聞
』
（
九
・
四
’
十
・
二
）
に
連
載
し
て
い

た
「
新
神
秘
主
義
」
の
な
か
の
一
篇
「
大
仏
と
小
仏
師
」
の
構
想
を
発
展
さ

せ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
「
新
神
秘
主
義
」
と
は
七
つ
の
霊
験
説
話
に
解
説
風
エ
ッ
セ
イ

「
新
神
秘
主
義
に
つ
い
て
」
を
付
し
た
総
題
で
あ
る
。
七
番
め
の
一
大
仏
と

小
仏
師
」
を
除
く
六
篇
の
原
話
は
共
通
し
て
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。

各
話
の
原
拠
は
以
下
の
通
り
に
な
る
。

一
く
う
介
仏
供
養
－
－
１
巻
九
第
四
話
「
ク
ウ
ス
ケ
ガ
仏
供
養
ノ
事
」

外

村

立〆

早多

一
一
ハ



｜
真
一
す
ど
１
巻
七
第
五
話
長
谷
寺
参
篭
男
預
二
利

生
一
事
」

「
碁
打
ち
羅
塵
１
巻
十
二
第
一
話
屋
磨
見
癸
竺
僧
／
行
一

事
一

纐
纈
葱
１
巻
士
一
一
第
十
話
悪
覚
大
師
入
蘓
纈
城
一

二
事
」

肝
心
の
「
大
仏
と
小
仏
師
」
の
原
典
だ
が
、
管
見
で
は
日
本
の
説
話
文
学

に
該
当
す
る
話
が
な
か
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く
こ
の
作
の
み
か
の
子
の
創
作

（
｜
｜
〉

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ

て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
「
金
魚
捺
乱
」
に
「
摩
鄙
女
経
」
の
霊
験
證
と

の
類
似
を
求
め
た
、
大
矢
武
師
「
岡
本
か
の
子
論
」
（
『
明
治
大
正
文
学
研

究
』
第
一
○
号
、
昭
和
二
十
八
・
五
・
十
。
七
九
’
八
六
頁
）
だ
け
に
、

霊
験
證
と
一
金
魚
捺
乱
」
を
つ
な
げ
た
例
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
説
は

「
う
ら
が
え
し
的
構
成
」
と
い
う
憶
測
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
霊
験
證
「
大

仏
と
小
仏
師
」
と
「
金
魚
僚
乱
」
と
の
関
係
性
は
、
現
在
ま
で
論
じ
ら
れ
た

こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
主
に
「
大
仏
と
小
仏
師
」
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、

「
金
魚
捺
乱
」
の
成
立
と
そ
の
背
景
を
、
か
の
子
の
仏
教
観
と
も
関
連
づ
け

な
が
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

「
奇
趣
１
巻
一
第
十
六
話
尼
地
蔵
奉
レ
見
臺

「
世
に
無
駄
事
無
し
」
１
巻
四
第
十
七
話
「
慈
恵
僧
正
戒
壇
築
ダ
ル

岡
本
か
の
子
「
金
魚
捺
乱
」
成
立
考

事
1－－

「
大
仏
と
小
仏
師
」
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
七
枚
程
の
掌
編
で
あ

り
、
一
方
の
同
じ
作
者
に
よ
る
「
金
魚
捺
乱
」
は
九
十
一
枚
強
（
定
稿
現

存
）
の
短
編
で
あ
る
。
全
集
等
で
両
作
を
読
み
比
べ
れ
ば
、
そ
の
類
似
性
は

容
易
に
指
摘
で
き
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
大
仏
と
小
仏
師
」
の
内
容
に
照

応
す
る
「
金
魚
捺
乱
」
の
箇
所
を
拾
い
だ
す
こ
と
に
す
る
。

両
作
に
共
通
す
る
要
旨
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
で

あ
っ
た
美
を
わ
が
力
で
も
作
り
出
そ
う
と
誓
っ
た
主
人
公
が
、
た
だ
そ
れ
だ

け
に
そ
の
後
の
人
生
を
費
や
す
。
し
か
し
十
数
年
か
か
っ
て
も
、
そ
の
男
の

作
は
彼
の
目
標
の
美
を
得
な
い
。
男
は
自
分
の
創
作
能
力
に
絶
望
し
て
し
ま

う
。
だ
が
そ
の
後
、
彼
の
眼
前
に
理
想
の
美
が
現
れ
た
の
を
認
め
る
、
と
い

う
筋
だ
て
で
あ
る
。

「
大
仏
と
小
仏
師
」
は
新
聞
連
載
分
に
あ
わ
せ
て
、
三
章
に
わ
け
ら
れ
て

い
る
。
「
金
魚
擦
乱
」
に
は
明
確
な
章
立
て
は
な
い
（
時
間
の
経
過
を
示
す

行
空
白
は
あ
る
）
が
、
中
間
部
に
舞
台
移
動
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
便
宜

上
三
部
構
成
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
以
下
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
と

「
金
魚
捺
乱
」
と
の
構
想
・
叙
述
面
か
ら
の
比
較
を
（
１
）
Ｉ
（
４
）
に

分
け
て
述
べ
た
い
。

（
１
）
「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
一
章
前
半
と
「
金
魚
捺
乱
」
冒
頭

「
大
仏
と
小
仏
師
」
は
奈
良
時
代
の
話
で
あ
る
。
第
一
章
の
前
半
二
分
の

二
‐
七

二
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
と
「
金
魚
撹
乱
」



二
に
あ
た
る
箇
所
を
み
る
と
、
は
じ
め
に
完
成
に
近
づ
い
た
東
大
寺
の
大
仏

の
噂
、
威
容
、
由
来
が
説
明
さ
れ
、
こ
れ
に
対
比
さ
れ
た
か
た
ち
で
主
人
公

の
小
仏
師
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
彼
は
ひ
と
り
仏
頭
作
り
に
と
り
く
み
続
け

な
が
ら
、
大
仏
の
事
業
に
参
与
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
を
悔
い
て
い
た
。

「
金
魚
捺
乱
」
は
か
な
り
時
代
が
下
り
、
大
正
か
ら
昭
和
の
頃
の
東
京
を

主
な
舞
台
に
し
た
話
に
な
る
が
、
冒
頭
部
を
み
る
と
、
崖
上
の
邸
で
豊
か
な

身
体
を
日
光
浴
さ
せ
て
く
つ
ろ
ぐ
美
女
・
真
佐
子
の
「
幸
福
そ
の
も
の
の

図
」
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
ど
こ
か
大
仏
と
の
照
応
を
う
か
が

わ
せ
る
。

崖
下
に
住
む
主
人
公
の
金
魚
商
・
復
一
は
、
真
佐
子
に
「
嫉
妬
か
羨
望
か

未
練
か
」
を
か
き
た
て
な
い
と
、
「
心
が
動
き
も
止
り
も
し
な
い
」
心
境
で

い
る
。
彼
は
か
つ
て
真
佐
子
が
三
人
の
青
年
と
交
際
し
て
い
た
時
も
、
片
意

地
を
は
っ
て
そ
の
仲
間
に
入
ら
ず
、
そ
れ
を
不
如
意
に
感
じ
て
い
た
。

小
仏
師
は
自
分
の
仏
頭
づ
く
り
を
や
め
る
の
は
「
本
能
を
扶
り
捨
て
る
よ

り
な
ほ
難
い
一
と
思
っ
て
い
る
。
彼
は
「
凧
の
や
う
な
心
」
の
ま
ま
、
鑿
に

力
を
こ
め
る
が
、
「
ま
た
一
つ
や
り
損
つ
」
て
し
ま
う
。
失
敗
も
こ
れ
で
百

二
十
四
度
目
だ
と
い
う
。

冒
頭
部
で
の
復
一
は
、
真
佐
子
を
「
運
命
的
に
思
ひ
切
れ
な
い
」
と
思
っ

て
い
る
。
「
頑
に
な
っ
た
心
」
に
な
っ
て
い
る
彼
は
、
拡
大
鏡
で
そ
の
年
生

ま
れ
た
金
魚
を
眺
め
る
。
し
か
し
「
今
年
も
ま
た
望
み
通
り
の
金
魚
は
遂
に

出
来
さ
う
も
な
い
」
と
嘆
息
し
て
い
る
。
彼
が
新
魚
造
り
を
始
め
て
六
年
目

で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
大
仏
と
小
仏
師
一
第
一
章
の
前
半
は
「
金
魚
捺
乱
」

（
２
）
「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
一
章
後
半
と
「
金
魚
捺
乱
」
第
一
・
｜
｜
部

「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
一
章
後
半
三
分
の
一
に
な
る
と
、
時
間
は
過
去
に

ヲ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
」
し
、
そ
こ
で
は
、
ど
う
い
う
経
緯
で
小
仏
師
が
観

音
作
り
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
大
工
だ
っ

た
彼
が
夢
殿
の
秘
仏
・
救
世
観
音
像
を
み
て
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
美
を
知
り
、

そ
の
後
修
業
し
て
仏
工
と
な
っ
た
こ
と
が
、
主
な
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
第

一
章
は
次
の
文
で
終
わ
っ
て
い
る
。

彼
は
一
廉
の
も
の
と
な
っ
た
時
、
誓
っ
て
仕
遂
げ
る
一
つ
の
仕
事
が
あ

っ
た
。

－
，
金
魚
捺
乱
」
第
一
部
を
み
る
と
、
冒
頭
部
の
後
、
お
な
じ
く
時
間
は
遡

上
し
て
、
復
一
と
真
佐
子
と
の
青
少
年
時
代
か
ら
の
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
真
佐
子
が
復
一
に
花
び
ら
を
浴
び
せ
た
り
、
金
魚
の
新
種
作
り
を

す
す
め
る
と
い
っ
た
出
来
事
が
あ
る
。
第
二
部
の
関
西
で
の
研
究
生
活
の
間

に
、
神
秘
的
恋
愛
を
抱
い
て
い
た
真
佐
子
が
別
の
男
と
結
婚
し
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
事
件
・
背
景
は
「
大
仏
と
小
仏
師
」
に
な
い
が
、
復
一
は
真
佐

子
が
わ
が
手
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
の
を
機
に
、
彼
女
を
祐
佛
さ
せ
る
新
種
の
金

二
八

冒
頭
部
と
類
似
し
た
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
主
人
公
は
話
の

は
じ
ま
っ
た
時
点
で
、
自
分
の
と
り
く
む
仕
事
に
ま
だ
成
就
を
み
な
い
で
お

り
、
い
つ
ぽ
う
す
で
に
満
足
を
得
た
状
態
に
近
し
い
段
階
に
あ
る
も
の
が
対

照
的
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
主
人
公
は
、
そ
の
も
の
に
親
し
め
な
か
っ

た
悔
恨
を
抱
き
つ
つ
、
自
分
の
業
め
い
た
仕
事
に
と
り
く
む
。
し
か
し
こ
こ

で
も
、
彼
は
ま
た
失
敗
を
ひ
と
つ
重
ね
る
の
で
あ
る
。



魚
作
り
を
決
意
す
る
に
到
る
。
そ
の
折
、
つ

は
、
以
下
の
よ
う
な
彼
の
述
懐
が
み
ら
れ
た

す
で
に
復
一
の
心
に
或
る
覚
悟
が
決
っ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
命
を
賭
け

て
も
や
り
切
ら
う
と
い
ふ
覚
悟
だ
っ
た
。

小
仏
師
は
救
世
観
音
像
を
み
て
、
た
だ
ち
に
自
分
も
あ
の
よ
う
な
観
音
像

を
作
ろ
う
と
決
心
し
て
い
る
。
復
一
の
場
合
、
小
仏
師
よ
り
も
複
雑
な
心
理

の
階
梯
を
経
て
は
い
る
が
、
真
佐
子
の
影
響
に
よ
り
、
新
魚
造
り
を
発
願
す

る
に
至
っ
て
い
る
．
ま
た
、
小
仏
師
は
他
か
ら
の
造
仏
の
依
頼
を
全
て
こ
と

わ
っ
て
い
た
が
、
復
一
も
帰
京
後
、
鯉
と
鰻
の
養
殖
を
た
の
ま
れ
て
、
「
だ

め
で
す
ね
」
と
答
え
て
い
た
。
両
者
の
決
意
ぶ
り
に
は
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
一
章
後
半
は
、
「
金
魚
擦
乱
」
の

冒
頭
部
を
除
く
第
一
・
二
部
に
相
当
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
そ
ら
く
作
者
が
こ
こ
ま
で
で
も
っ
と
も
苦
心
し
た
の
は
、
復
一
を
生
涯

の
仕
事
に
ど
う
い
う
必
然
性
を
も
た
せ
て
と
り
組
ま
せ
る
か
、
に
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
「
非
現
実
的
な
美
女
」
で
あ
る
に
し
て
も
観
音
像
と
違

い
人
間
で
あ
る
真
佐
子
を
一
目
み
て
、
復
一
が
金
魚
作
り
に
そ
の
後
の
人
生

を
賭
け
る
と
い
う
の
は
現
実
的
で
な
い
”
そ
れ
で
紙
数
を
費
や
し
て
、
ド
ラ

マ
性
を
付
与
さ
せ
た
た
め
、
「
金
魚
捺
乱
」
の
第
一
・
二
部
の
分
量
が
照
応

す
る
「
大
仏
と
小
仏
師
」
の
第
一
章
後
半
よ
り
も
か
な
り
膨
ら
ん
だ
も
の
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
主
人
公
が
生
涯
の
事
業
を
心
に
期
し

た
か
と
い
う
点
で
は
、
両
作
の
構
想
は
別
様
と
な
っ
て
い
る
．
こ
の
相
違
は
、

「
大
仏
と
小
仏
師
」
か
ら
「
金
魚
捺
乱
」
へ
の
改
作
過
程
に
お
い
て
、
新
た

岡
本
か
の
子
「
金
魚
捺
乱
」
成
立
考

つ
ま
り
第
二
部
の
終
わ
り
ご
ろ
に
な
創
意
の
付
与
を
顕
著
に
う
か
が
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
３
）
「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
一
一
章
と
「
金
魚
捺
乱
」
第
三
部
前
半

「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
二
章
は
、
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

こ
の
世
の
生
甲
斐
に
は
夢
殿
の
救
世
観
音
に
拮
抗
ふ
ほ
ど
の
仏
一
体
を

彫
刻
し
度
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
小
仏
師
の
唯
一
の
願
ひ
で
あ
っ
た
。

「
金
魚
捺
乱
」
第
三
部
の
は
じ
め
に
は
、
復
一
の
以
下
の
よ
う
な
同
様
の

心
境
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。

真
佐
子
に
似
た
捺
乱
の
金
魚
を
一
ぴ
き
で
も
創
り
出
し
て
、
凱
歌
を
奏

し
た
い
。
こ
れ
こ
そ
今
、
彼
の
人
生
に
残
っ
て
ゐ
る
唯
一
の
希
望
だ
、

こ
の
後
二
人
は
お
の
れ
の
め
ざ
す
美
の
創
出
に
没
頭
し
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、

両
主
人
公
の
試
行
錯
誤
に
は
興
味
深
い
共
通
項
が
う
か
が
え
る
。
小
仏
師
は

観
音
像
の
身
体
の
ほ
う
を
先
に
彫
り
あ
げ
る
。
し
か
し
顔
を
彫
る
段
に
な
る

と
、
ど
う
し
て
も
救
世
観
音
像
に
匹
敵
す
る
ま
で
に
到
れ
な
い
。
い
つ
ぽ
う

復
一
は
、
真
佐
子
の
姿
を
蘭
鋳
に
擬
し
て
い
た
。
蘭
鋳
の
胴
は
、
真
佐
子
に

ふ
さ
わ
し
か
っ
た
が
、
顔
は
「
檸
猛
」
で
、
真
佐
子
の
器
量
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

そ
れ
で
改
良
を
試
み
る
が
、
予
想
通
り
に
は
ゆ
か
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

小
仏
師
は
失
敗
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
心
に
観
音
を
浮
か
べ
る
。
彼
を
落

胆
さ
せ
、
同
時
に
勇
気
づ
け
も
し
た
の
は
救
世
観
音
像
だ
っ
た
。
復
一
も
真

佐
子
か
ら
、
同
様
の
心
理
的
影
響
を
う
け
て
い
る
。
小
仏
師
の
胸
に
う
か
ぶ

観
音
の
慈
顔
は
、
復
一
が
想
起
す
る
真
佐
子
と
彼
女
が
浴
び
せ
た
ま
ま
心
に

貼
り
つ
い
た
花
び
ら
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
、
小
仏
師
の
作
る
仏
頭
に

は
「
作
意
だ
け
が
眼
に
つ
一
き
、
復
一
の
交
配
さ
せ
る
金
魚
は
「
媚
び
過
ぎ

九



（
４
）
「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
三
章
と
「
金
魚
撹
乱
」
第
三
部
後
半

「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
三
章
の
は
じ
め
に
は
、
小
仏
師
の
次
の
よ
う
な
動

作
が
あ
っ
た
。

小
仏
師
は
（
中
略
）
仰
向
け
に
倒
れ
、
眼
を
洞
に
し
て
天
井
を
見
て
居

た
。
（
中
略
）
け
だ
る
そ
う
に
起
き
上
が
っ
た
。

「
金
魚
捺
乱
」
冒
頭
部
に
も
、
復
一
に
同
じ
よ
う
な
動
作
の
描
写
が
あ
る
。

復
一
は
（
中
略
）
無
表
情
の
ま
ま
仰
向
け
に
ど
た
り
と
ね
た
。
（
中
略
）

む
っ
く
り
起
き
上
っ
て
、
煙
草
に
火
を
つ
け
た
。

小
仏
師
は
こ
こ
に
き
て
「
い
つ
の
間
に
か
張
合
っ
て
来
た
」
大
仏
の
事
業

が
成
就
さ
れ
る
噂
を
耳
に
す
る
。
そ
の
事
実
は
「
彼
を
寂
し
く
」
さ
せ
て
い

る
。
こ
れ
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
は
、
復
一
が
崖
上
の
邸
の
真
佐
子
の
会
話
を

聴
こ
う
と
し
た
折
、
真
佐
子
が
「
非
現
実
的
な
美
女
に
気
化
し
て
行
く
よ
う

で
傍
い
哀
感
が
沁
々
と
湧
く
」
の
を
感
じ
る
箇
所
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
平
凡

そ
う
な
家
庭
生
活
を
送
り
な
が
ら
も
へ
そ
の
趣
味
を
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
よ
り
現

実
を
遊
離
し
た
ロ
コ
コ
へ
と
変
え
、
ま
す
ま
す
中
年
と
な
っ
て
も
度
を
加
え

る
真
佐
子
の
美
し
さ
に
は
、
超
現
実
へ
と
向
か
う
美
の
事
業
の
完
成
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

て
下
品
」
な
の
で
あ
っ
た
。

小
仏
師
も
復
一
も
、
外
部
と
の
接
触
を
厭
い
、
孤
独
に
と
じ
こ
も
る
。
各

々
、
救
世
観
音
像
、
真
佐
子
の
「
美
の
圧
制
」
下
に
あ
り
つ
づ
け
、
失
敗
を

重
ね
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
第
二
章
か
ら
は
、
「
金
魚

捺
乱
」
第
三
部
前
半
と
の
共
通
項
が
い
く
つ
か
拾
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

三
○

そ
し
て
と
う
と
う
、
小
仏
師
は
自
分
の
仕
事
に
絶
望
し
て
、
仏
頭
を
焼
い

て
し
ま
う
。
彼
の
心
も
同
時
に
一
‐
空
し
く
な
」
る
。
か
た
や
復
一
は
、
た
び

重
な
る
増
水
の
結
果
、
交
配
用
の
種
金
魚
を
失
い
、
精
根
つ
き
て
意
識
を
失

っ
て
い
る
。
そ
の
後
目
覚
め
た
時
に
は
、
自
然
と
一
体
化
し
た
「
透
明
な
観

照
体
」
に
な
る
。
両
者
は
結
末
の
事
件
を
前
に
、
生
涯
を
賭
し
た
事
業
の
成

功
の
夢
が
つ
い
え
た
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
の
心
境
は
そ
れ
ま
で
の
欲

望
が
無
と
化
し
た
点
で
通
底
す
る
。
復
一
の
場
合
、
心
身
が
無
と
な
っ
て
自

然
と
の
融
合
に
つ
な
が
り
、
胱
惚
感
に
ひ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
描
写

は
、
作
者
が
次
の
団
円
へ
の
伏
線
と
し
て
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
よ
り
も
さ

ら
に
劇
的
な
描
写
を
必
要
と
し
た
結
果
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
小
仏
師
が
仏
頭
を
焼
い
た
の
も
、
復
一
が
金
魚
を
失
っ
た
の
も
、

同
じ
秋
で
あ
る
。
小
仏
師
は
十
二
年
、
復
一
は
十
四
年
の
間
、
こ
こ
ま
で
に

仏
頭
、
金
魚
作
り
を
続
け
て
い
る
。

両
作
の
結
末
の
事
件
か
ら
も
、
類
似
性
は
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ
る
。
復

一
は
「
初
秋
の
太
陽
」
に
こ
こ
で
照
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
仏
師
の

心
に
は
光
が
射
し
て
い
る
。
こ
の
光
明
の
直
後
、
両
者
は
自
分
の
予
想
を
超

え
た
理
想
美
を
感
得
す
る
。
ま
ず
復
一
は
そ
れ
ま
で
失
敗
作
と
し
て
古
池
に

「
捨
て
飼
い
」
に
し
て
い
た
金
魚
同
士
の
自
然
交
配
か
ら
、
自
分
の
予
想
だ

に
し
な
か
っ
た
名
金
魚
を
見
出
し
て
い
る
。
小
仏
師
は
、
た
だ
光
を
感
じ
た

な
か
で
、
「
わ
た
し
の
観
音
」
を
直
観
し
、
そ
の
よ
う
に
叫
ん
で
い
る
だ
け

だ
が
、
復
一
が
で
あ
っ
た
理
想
魚
が
、
執
勘
と
さ
え
思
え
る
描
写
の
な
か
で
、

真
佐
子
を
超
え
る
美
を
そ
な
え
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
類
推
す

る
と
、
小
仏
師
の
感
取
し
た
観
音
は
、
救
世
観
音
像
以
上
の
美
を
あ
ら
わ
し



「
大
仏
と
小
仏
師
」
と
「
金
魚
捺
乱
」
と
の
比
較
の
結
果
、
両
作
の
構
想

・
叙
述
に
は
全
体
的
な
類
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
両
作
の
構

成
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
照
応
関
係
に
あ
る
。

「
大
仏
と
小
仏
師
」
「
金
魚
捺
乱
」

第
一
章
前
半
冒
頭
部

第
一
章
後
半
第
一
・
二
部

第
二
・
三
章
第
三
部

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
大
仏
と
小
仏
師
一
と
一
金
魚
捺
乱
」
に
お
け
る
小
仏

師
と
復
一
は
、
近
似
し
た
人
物
像
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
は
自
分
の
感
得
し

た
美
を
、
自
ら
創
造
し
、
超
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
目
的
に
没
頭
し
て
、
他

は
顧
み
な
い
。
そ
う
し
て
十
年
以
上
、
失
敗
を
く
り
か
え
す
。
結
末
で
は
つ

い
に
小
仏
師
と
復
一
の
生
涯
の
業
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
両
者
の
予
期

を
超
え
た
美
が
現
れ
る
。

そ
の
他
に
も
、
小
仏
師
が
彫
り
続
け
る
仏
頭
は
、
復
一
が
交
配
さ
せ
る
金

魚
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
執
心
し
て
き
た
対
象
が
、
す
べ
て
失
わ
れ

て
、
主
人
公
の
意
欲
を
な
く
さ
せ
て
後
、
は
じ
め
て
理
想
の
姿
を
あ
ら
わ
す

の
は
両
作
に
共
通
し
た
骨
子
だ
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
の
救
世
観
音
像
と
大
仏
の
造
営
事
業
は
、

あ
わ
せ
て
「
金
魚
捺
乱
」
の
真
佐
子
に
投
影
さ
れ
て
い
た
。
「
漂
秒
」
と
し

て
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

三
、
霊
験
小
説
「
金
魚
撹
乱
」

岡
本
か
の
子
「
金
魚
僚
乱
」
成
立
考

た
、
「
天
女
型
」
ゞ
の
美
女
・
真
佐
子
に
は
、
さ
し
て
現
世
へ
の
意
欲
が
う
か

が
え
な
い
。
つ
ま
り
人
生
を
達
観
し
た
神
格
者
と
し
て
の
性
格
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る
。
そ
の
神
格
性
は
、
復
一
以
外
の
人
に
は
感
取
さ
れ
て
い
な
い

が
、
こ
れ
は
小
仏
師
だ
け
が
、
秘
仏
の
救
世
観
音
の
美
を
見
知
っ
た
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
仏
の
造
営
は
、
真
佐
子
と
彼
女
が
住
む

崖
上
の
邸
を
連
想
さ
せ
る
が
、
小
仏
師
の
大
仏
の
事
業
へ
の
競
争
心
は
、
復

一
の
真
佐
子
へ
の
そ
れ
に
も
あ
て
は
ま
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
両
作
を
比
較
し
て
み
た
結
果
、
復
一
は
小
仏
師
、
金
魚

は
仏
頭
、
真
佐
子
は
救
世
観
音
像
・
大
仏
造
営
の
発
展
で
あ
り
、
「
大
仏
と

小
仏
師
」
が
「
金
魚
捺
乱
」
の
原
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
お
そ

ら
く
、
作
者
は
、
｜
‐
金
魚
捺
乱
」
を
、
霊
験
證
を
下
敷
き
に
し
た
、
現
代
風

の
仏
教
文
学
と
し
て
企
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
’
一
一
）

こ
こ
で
、
前
掲
「
新
神
秘
主
義
に
つ
い
て
」
と
「
観
音
霊
験
記
新
解
釈
」

か
ら
、
作
者
の
霊
験
記
に
対
す
る
解
釈
を
み
て
お
き
た
い
。
「
新
神
秘
主
義

に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
か
の
子
は
霊
験
を
単
な
る
迷
信
と
せ
ず
、
そ
こ
か

ら
は
科
学
の
解
決
で
き
な
い
「
物
心
二
元
の
交
渉
状
態
」
の
神
秘
を
明
ら
か

に
す
る
「
錬
金
術
に
似
た
ア
シ
ト
ラ
ク
チ
ー
ブ
な
生
命
の
更
生
術
」
が
う
か

が
え
る
、
と
み
て
い
る
。
「
歪
め
ら
れ
た
人
生
」
を
「
仏
神
の
名
に
よ
る
生

命
力
」
に
よ
っ
て
「
金
の
如
き
人
生
」
に
つ
く
り
か
え
る
。
そ
の
結
果
、

「
物
心
二
元
」
は
。
如
」
と
な
れ
る
の
だ
と
い
う
。
人
間
界
を
超
越
し
た

「
聖
能
の
存
在
」
す
な
わ
ち
「
神
秘
」
、
を
「
直
観
」
す
る
の
が
、
霊
験
の
特

性
と
な
る
。
こ
の
特
性
の
再
発
見
を
、
｜
新
ら
し
き
神
秘
主
義
」
と
か
の
子

は
名
づ
け
た
。

三



「
観
音
霊
験
記
新
解
釈
」
で
も
、
霊
験
は
「
心
身
一
如
の
境
地
に
於
い
て

宇
宙
生
命
の
円
滑
な
る
霊
智
力
を
感
得
す
る
時
に
起
る
所
業
一
で
あ
り
、
こ

れ
は
い
わ
ゆ
る
「
霊
感
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
」
と
も
換
言
で
き
る
と

解
説
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
今
一
度
霊
験
證
を
原
型
と
し
た
「
金
魚
捺
乱
」

を
吟
味
し
て
み
る
と
、
わ
が
力
で
美
を
創
造
し
よ
う
と
長
く
自
分
の
「
煩

悩
」
に
し
ば
ら
れ
続
け
、
絶
望
に
よ
り
「
美
の
圧
制
」
か
ら
と
き
は
な
た
れ

た
復
一
は
「
物
心
一
如
」
、
つ
ま
り
一
種
の
悟
り
の
境
地
に
到
り
、
そ
こ
で

「
聖
能
の
存
在
」
の
も
つ
真
の
美
を
感
得
し
た
と
い
う
読
み
を
可
能
に
す
る
“

こ
こ
か
ら
作
者
の
、
小
仏
師
・
復
一
の
生
を
描
く
意
図
が
「
煩
悩
」
の
「
菩

提
」
へ
の
転
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
霊
験
の
直
観
と
い
う
構
想
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

小
仏
師
は
観
音
そ
の
も
の
の
姿
を
霊
感
で
得
た
が
、
復
一
の
感
得
し
た
真

の
美
、
す
な
わ
ち
古
池
の
名
金
魚
は
「
ど
こ
か
無
限
の
彼
方
か
ら
そ
の
生
を

操
ら
れ
る
よ
う
な
神
秘
な
動
き
」
を
し
て
い
た
。
「
無
限
の
彼
方
」
の
存
在

と
は
、
霊
験
を
お
こ
し
た
存
在
を
示
唆
す
る
。
小
仏
師
は
救
世
観
音
像
を
み

て
美
の
創
造
へ
の
「
煩
悩
」
を
お
こ
し
た
が
、
復
一
の
場
合
、
「
半
神
半
人
」

（
か
の
子
の
遺
作
一
富
士
」
に
は
一
半
神
半
人
」
が
「
自
然
に
は
冥
通
あ
る

超
人
」
だ
が
「
純
粋
の
神
」
で
な
い
、
と
書
か
れ
て
い
る
）
の
真
佐
子
へ
の

愛
着
心
と
と
も
に
、
弁
財
天
を
喚
嶮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
琵
琶
湖
の
畔

（
四
）

で
の
研
究
生
活
が
彼
の
「
煩
悩
」
発
願
の
機
縁
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
遺
作
「
女
体
開
顕
」
か
ら
作
者
が
日
本
の
弁
財
天
発
祥
の
地
を

琵
琶
湖
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

か
の
子
の
初
の
本
格
評
伝
「
芸
術
餓
鬼
岡
本
か
の
子
伝
」
（
七
曜
社
、

昭
和
三
十
七
・
八
・
一
）
を
書
い
た
岩
崎
呉
夫
は
、
「
観
音
霊
験
記
新
解
釈
」

に
ふ
れ
、
そ
の
霊
験
観
が
「
そ
の
後
つ
い
に
小
説
と
し
て
は
表
現
さ
れ
な
か

っ
た
」
と
し
、
「
お
そ
ら
く
い
つ
か
は
か
の
子
自
身
、
一
つ
の
超
現
実
的
な

物
語
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
を
創
造
す
る
腹
案
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」
（
一
九
六
頁
）
と
述
べ
て
い
た
。

し
か
し
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
を
書
い
た
九
年
後
に
、
こ
の
「
腹
案
」
は

実
現
し
て
い
た
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
「
二
人
の
生
ひ
立
ち
」
の
少
女

の
作
文
を
か
の
子
自
身
の
作
と
仮
定
す
る
時
、
「
金
魚
擦
乱
」
の
遠
い
「
腹

案
」
さ
え
想
像
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ
か
の
子
は
、
そ
も
そ
も
次
の
よ
う
な
文
学
観
を
も
っ
て
い
た
。

将
来
は
仏
教
を
形
の
上
に
持
ち
越
し
た
芸
術
の
復
興
も
必
要
で
あ
ら
う
。

し
か
し
仏
教
の
形
を
一
つ
も
そ
の
中
に
見
せ
ず
し
て
、
し
か
も
仏
教
の

（
五
〉

理
解
と
一
致
す
る
芸
術
は
な
ほ
必
要
で
あ
ら
う
。

昭
和
八
年
に
端
を
発
し
た
「
文
芸
復
興
」
の
機
運
に
く
み
す
る
な
か
で
、

以
上
の
よ
う
に
、
「
金
魚
僚
乱
」
は
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
の
構
想
を
基
底

と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
霊
験
記
の
構
造
に
よ
る
「
煩
悩
即
菩

提
」
の
寓
意
性
が
存
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
金
魚
僚
乱
」
は
、
仏
教
思
想

の
芸
術
的
表
現
を
企
図
し
た
「
新
神
秘
主
義
」
小
説
と
作
者
に
意
識
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に



か
の
子
が
と
ら
え
た
文
学
観
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
仏
教
復
興
」
の
意
志
が

融
合
さ
れ
て
い
た
。
か
の
子
が
小
説
と
し
て
は
初
め
て
、
当
時
の
有
力
誌

「
中
央
公
論
」
に
載
せ
た
自
信
作
「
金
魚
捺
乱
」
に
内
在
す
る
仏
教
思
想
は
、

い
わ
ば
「
轄
晦
」
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
構
想
が
霊
験

謹
に
よ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
理
想
魚
の
美
を
感
取
し
た
復
一
の
心
に
閃

い
た
感
慨
、
「
意
識
し
て
求
め
る
方
向
に
求
め
る
も
の
を
得
ず
、
思
ひ
捨
て

て
放
榔
し
た
過
去
や
思
は
い
岐
路
か
ら
、
突
兀
と
し
て
与
へ
ら
れ
る
人
生
の

不
思
議
さ
」
の
一
節
か
ら
も
あ
ら
た
め
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
岡
本
か
の
子
「
金
魚
捺
乱
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ
の
原
型
が
霊

験
毒
「
大
仏
と
小
仏
師
」
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
検
証
し
、
そ
こ
に
「
新
神
秘

主
義
」
思
想
の
脈
路
の
通
じ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
「
金
魚
捺
乱
」
の

成
立
と
思
想
性
に
つ
い
て
は
、
な
お
続
稿
で
考
察
を
継
続
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
そ
う
し
て
、
岡
本
か
の
子
の
文
学
思
想
を
、
今
後
も
仏
教
の
神
秘
観

の
融
解
を
視
座
と
し
て
、
作
品
の
読
解
を
中
心
に
し
な
が
ら
あ
き
ら
か
に
し

て
ゆ
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

註
（
二
「
新
神
秘
主
義
」
の
原
拠
に
は
、
他
に
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
奇
跡
」
（
「
延
命
地
蔵
菩
薩
経
直
談
紗
」
巻
十
二
第
五
十
六
話
）

「
世
に
無
駄
事
無
し
」
二
古
事
談
」
巻
三
第
二
百
十
五
話
／
「
古
事
談
抜

書
」
七
十
話
）

一
藁
一
す
じ
一
二
今
昔
物
語
集
」
巻
十
六
第
二
十
八
話
／
「
古
本
説
話
集
」

下
巻
五
十
八
話
／
「
雑
談
集
」
巻
五
／
「
御
伽
草
紙
」
／

岡
本
か
の
子
「
金
魚
僚
乱
」
成
立
考

｜
‐
大
悦
物
語
一
／
「
日
本
昔
話
大
成
」
）

「
碁
打
ち
羅
漢
」
（
「
今
昔
物
語
集
」
巻
四
第
九
話
／
「
宝
物
集
」
巻
六
／

「
醒
睡
抄
」
巻
三
）

「
纐
纈
城
」
（
「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
一
第
十
一
話
／
「
打
間
集
」
十
八
話

／
「
私
聚
百
因
縁
集
」
巻
七
第
七
話
）

原
拠
の
比
較
に
あ
た
っ
て
は
、
今
井
み
ゑ
子
他
編
「
宇
治
拾
遺
物
語
類
話
一

覧
」
（
「
新
日
本
古
典
文
学
体
系
躯
」
岩
波
書
店
、
平
成
二
・
十
一
・
二
十

五
一
九
頁
）
を
参
照
し
た
。

な
お
、
「
く
う
介
仏
供
養
」
は
原
話
の
前
半
部
の
み
、
「
纐
纈
城
」
は
背
景

と
人
物
の
一
部
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
ま
た
「
纐
纈
城
」
か
ら
は
、
他
の

話
が
翻
案
な
の
に
対
し
、
作
者
の
創
造
性
が
う
か
が
え
る
。
詳
し
い
内
容
は

割
愛
す
る
が
、
主
人
公
の
額
か
ら
仏
神
が
現
れ
る
場
面
は
、
「
宇
治
拾
遺
物

語
」
巻
一
第
十
六
話
、
巻
九
第
二
話
に
も
あ
り
、
そ
こ
を
作
者
が
参
考
に
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
刊
本
は
、
管
見
で
は
「
新
神
秘
主
義
」
の
書
か
れ

た
昭
和
三
年
ま
で
に
十
二
種
あ
る
。
こ
の
う
ち
か
の
子
が
読
み
、
直
接
参
照

し
た
可
能
性
が
最
も
あ
る
の
は
、
懇
意
に
し
て
い
た
与
謝
野
寛
・
晶
子
が
編

纂
校
訂
に
加
わ
っ
て
い
た
、
正
宗
敦
夫
編
『
日
本
古
典
全
集
第
二
回
宇

治
拾
遺
物
語
』
（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
昭
和
二
・
十
二
・
二
十
五
）
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
刊
行
が
機
縁
と
な
り
、
半
年
後
に
「
新
神
秘
主
義
」
が
執

筆
さ
れ
た
と
想
像
す
る
。

（
二
）
参
考
と
し
て
、
「
大
仏
と
小
仏
師
」
の
原
拠
を
推
測
し
て
お
き
た
い
。
中

国
の
宋
時
代
に
成
っ
た
、
洪
邇
「
夷
堅
誌
』
の
補
巻
第
二
十
四
の
第
七
話
に

三

二



一
話
を
意
訳
し
て
い
る
。

（
四
）
復
一
は
「
関
西
の
大
ゞ

し
て
い
た
。
こ
の
モ
デ
を

「
賀
観
音
」
と
い
う
霊
験
説
話
が
あ
る
。

内
容
を
紹
介
し
て
お
く
。
海
州
の
駒
山
賀
氏
は
常
日
頃
か
ら
身
を
清
め
、

多
数
の
観
音
の
絵
を
描
き
、
そ
の
技
量
は
卓
越
し
て
い
た
。
あ
る
日
皮
膚
の

た
だ
れ
た
乞
食
が
現
れ
、
手
に
し
た
藍
の
鯉
の
絵
を
描
く
よ
う
頼
ん
だ
。
そ

の
姿
を
み
て
忌
み
嫌
う
賀
に
、
乞
者
は
、
ま
だ
あ
な
た
の
描
く
観
音
は
真
を

得
な
い
、
良
い
手
本
を
示
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
。
喜
ん
で
賀
が
入
室
さ
せ

る
と
、
そ
の
者
は
荘
厳
な
観
音
の
姿
に
変
じ
た
。
賀
は
こ
れ
を
絵
と
し
、
さ

ら
に
画
名
を
高
め
た
。

こ
の
話
は
『
仏
教
大
辞
彙
第
二
巻
』
（
冨
山
房
、
大
正
三
・
五
・
十
八
初

版
未
見
。
昭
和
六
十
・
八
・
二
十
第
九
版
所
見
）
七
七
八
頁
の
「
魚
藍
観

音
」
に
も
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
か
の
子
の
当
時
住
ん
で
い
た
青
山
高
樹
町

の
約
六
キ
ロ
先
、
現
在
の
港
区
三
田
に
は
、
江
戸
三
十
三
観
音
の
一
つ
で
あ

る
魚
藍
寺
が
あ
り
、
青
山
と
は
市
電
で
通
じ
て
い
た
。
観
音
信
者
の
か
の
子

が
こ
こ
に
参
詣
し
、
こ
の
話
を
知
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
得
る
。

（
三
）
『
観
音
経
附
法
華
経
』
（
大
東
出
版
社
、
昭
和
九
・
十
・
十
五
）
所
収
。

こ
こ
で
か
の
子
は
、
「
壺
坂
寺
霊
験
記
」
「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
六
第
二
十

）
復
一
は
「
関
西
の
大
き
な
湖
の
岸
」
の
「
水
産
試
験
所
」
で
金
魚
研
究
を

し
て
い
た
。
こ
の
モ
デ
ル
は
京
都
大
学
の
大
津
臨
湖
実
験
所
だ
と
渡
辺
守
順

「
近
江
文
芸
風
土
記
」
（
滋
賀
県
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
『
会
誌
』
昭

和
三
十
六
・
十
二
・
十
・
三
三
’
三
四
頁
）
が
指
摘
し
て
い
る
。
渡
辺
に

よ
れ
ば
「
実
験
所
に
は
金
魚
の
研
究
を
し
て
い
た
人
は
い
な
い
」
ら
し
い
。

か
の
子
は
夫
の
岡
本
一
平
と
と
も
に
琵
琶
湖
を
訪
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
か

補
註

作
品
の
引
用
は
、
冬
樹
社
版
「
岡
本
か
の
子
全
集
」
に
よ
っ
た
。

（
と
の
む
ら
．
あ
き
ら
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

の
子
の
「
取
返
し
物
語
」
の
「
前
が
き
」
か
ら
、
比
叡
山
か
ら
湖
岸
一
帯
を

「
彼
方
此
方
見
め
ぐ
」
り
、
「
源
兵
衞
の
閥
艘
」
の
伝
説
を
聴
い
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一
平
の
「
琵
琶
湖
め
ぐ
り
」
（
「
｜
平
傑
作
集
』
磯

部
甲
陽
堂
、
大
正
十
五
・
九
・
十
五
）
五
三
八
頁
に
は
「
源
兵
衛
の
閥
腰
」

が
あ
り
、
大
空
社
の
『
一
平
全
集
第
二
十
巻
』
の
年
譜
に
よ
れ
ば
「
琵
琶
湖

め
ぐ
り
」
は
大
正
七
年
（
六
・
二
十
五
’
七
・
十
二
）
に
発
表
さ
れ
て
い

る
。
臨
湖
実
験
所
の
創
立
は
、
「
滋
賀
の
文
学
地
図
」
（
サ
ン
ブ
ラ
イ
ト
出
版
、

昭
和
五
十
三
・
十
一
・
一
）
一
八
四
頁
に
よ
れ
ば
大
正
三
年
で
あ
る
。
大
正

七
年
頃
に
か
の
子
が
琵
琶
湖
の
実
験
所
を
み
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

と
思
わ
れ
る
。

（
五
）
「
仏
教
と
芸
術
」
（
「
国
民
仏
教
聖
典
」
秀
文
閣
書
房
、
昭
和
九
・
四
・
八
）

四
“
一
頁
。

四帯
を


