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坂
口
安
吾
作
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
は
昭
和
二
二
年
六
月
に
雑
誌
『
肉
体
』

の
第
一
号
で
発
表
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。

現
在
で
は
海
外
へ
の
翻
訳
や
映
画
化
に
舞
台
化
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
多

様
な
媒
体
で
の
展
開
を
み
せ
、
安
吾
の
代
表
作
と
し
て
の
知
名
度
を
得
て
い
る

『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
だ
が
、
当
初
は

一
流
雑
誌
で
あ
っ
た
雑
誌
『
新
潮
』

の
編
集
長
か
ら
掲
載
を
断
ら
れ
原
稿
が
返
却
さ
れ
た
と
の
逸
話
を
持
つ
作
品
で

も
あ
る
。
安
五
口
は
前
年
(
昭
和
二
一
年
)
の
『
新
潮
』
四
月
号
『
堕
落
論
』
や

同
誌
六
月
号
で
『
白
痴
』
を
発
表
し
、
戦
後
の
流
行
作
家
と
し
て
人
気
を
博
す

時
代
の
寵
児
で
あ
っ
た
。
当
然
、
そ
の
翌
年
で
あ
る
昭
和
二
二
年
の
「
新
潮
」

誌
上
で
も
引
き
続
き
、
創
作
や
評
論
は
掲
載
さ
れ
続
け
て
い
た
な
か
で
の
不
採

用
。
そ
の
理
由
を
相
馬
正
て
は
作
品
の
中
に
ダ
ン
ピ
ラ
を
振
り
ま
わ
し
て
人

を
殺
す
場
面
が
あ
る
の
で
、
編
集
長
が
G
H
Q
に
よ
る
言
論
統
制
の
検
閲
を
危

倶
し
過
剰
防
衛
に
出
た
結
果
と
推
察
し
て
い
る
。
ま
た
塚
越
和
夫
ニ
は
『
桜
の

森
の
満
開
の
下
』
が
没
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
当
時
の
『
新
潮
』
誌
の
風
潮

で
は
民
主
主
義
に
関
係
し
た
お
説
教
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
『
白

織

淳

子

田

痴
』
の
空
襲
の
シ
l
ン
の
よ
う
な
時
事
性
が
要
望
さ
れ
た
か
ら
だ
と
説
い
て
い

7
G
。こ

う
い
っ
た
経
緯
か
ら
三
流
カ
ス
ト
リ
雑
誌
で
の
発
表
と
な
っ
た
た
め
に

『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
は
発
表
直
後
で
は
世
評
に
昇
ら
な
か

っ
た
。

評
価
を

受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
安
五
口
の
死
後
か
ら
で
あ
る
。

奥
野
健
男
三
は
次
の
よ
う
に
最
上
の
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
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坂
口
安
吾
の
全
作
品
の
中
か
ら
た
だ
ひ
と
つ
作
品
を
撰
べ
と
言
わ
れ
れ
ば
、

こ
の
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
を
挙
げ
る
だ
ろ
う
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
傑
作

で
あ
る
。
芸
術
の
神
か
鬼
が
書
い
た
と
し
か
言
う
ほ
か
の
な
い
出
来
ば
え

で
あ
る
。
ぼ
く
は
こ
ん
な
美
し
く
、
、
グ
ロ
テ
ス
ク
で
恐
ろ
し
い
作
品
は
、

世
界
の
文
学
の
中
で
も
稀
だ
と
考
え
る
。

兵
藤
正
之
助
四
も
ま
た
「
こ
の
小
説
は
秀
れ
た
作
家
に
し
て
も
生
涯
に
数
少
な

く
し
か
想
像
し
得
ぬ
作
品
の

一
つ
と
い

っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
」と
高

く
評
価
し
て
い
る
。
野
口
武
彦
玉
は
「
安
吾
の
散
文
に
よ
る
絶
唱
で
あ
り
、
女

性
存
在
の
極
致
」
で
あ
り
、
「
た
だ
言
葉
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
そ
れ
自
体
の
他



に
、
何
の
支
え
も
持
た
な
い
」
か
ら
詩
的
で
あ
り
な
が
ら
、
「
道
化
じ
み
た
悪
戦

苦
闘
の
は
て
」
の
「
ひ
ら
け
た
一
遍
の
魂
」
の
寓
話
で
あ
る
と
の
見
解
で
絶
賛

す
る
。
七
木
俊
雄
に
至
る
と
「
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
と
い
う
説
話
形
式
は
美

し
い
。
こ
の
物
語
が
提
供
す
る
よ
う
な
「
奉
仕
」
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
い
く
ら
で

も
受
け
た
で
あ
ろ
う
に
」
と
し
て
「
孤
独
そ
の
も
の
と
な
り
お
お
し
、
人
間
回

帰
へ
の
方
途
を
見
い
だ
す
と
い
う
寓
意
を
含
み
、
同
時
に
美
し
く
暗
示
し
て
い

る
。
説
話
と
い
う
文
学
形
式
が
わ
れ
わ
れ
の
猪
疑
を
許
さ
な
い
か
ら
」
説
話
形

式
で
あ
る
こ
と
が
傑
作
の
要
素
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在
は
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
は
説
話
物
と
定
義
さ
れ
て
い

る
。
福
岡
怪
存
六
が
人
間
そ
ん
ざ
い
そ
の
も
の
本
質
に
つ
き
ま
と
う
悲
哀
を
追

求
し
よ
う
と
し
て
、
素
材
の
も
つ
現
実
性
が
邪
魔
に
な
り
、
説
話
形
式
に
想
い

い
た
っ
た
と
解
説
し
た
こ
と
か
ら
導
入
さ
れ
た
定
説
で
あ
る
。
塚
越
和
夫
は
「
説

話
文
学
の
ス
タ
イ
ル
な
ら
、
ど
ん
な
に
醜
悪
な
、
お
ぞ
ま
し
い
で
き
ご
と
で
も
、

臆
面
な
く
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
そ
れ
は
書

き
手
の
想
像
力
の
成
果
で
は
な
く
、
た
ん
に
伝
聞
を
記
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
か

ら
」
責
任
は
作
者
で
あ
る
安
吾
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
不
特
定
多
数
の
人
々

に
拡
散
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
に

説
話
体
が
選
ば
れ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

清
田
文
武
七
は
「
内
容
に
、
合
理
を
超
え
た
こ
と
が
描
か
れ
る
点
の
あ
る
こ

と
か
ら
、
筋
の
運
び
そ
の
他
を
不
自
然
な
感
を
与
え
な
い
た
め
に
も
説
話
風
に

書
き
す
す
め
た
も
の
に
違
い
な
い
。
」
と
先
達
へ
の
同
意
に
加
え
、
さ
ら
な
る
根

拠
を
追
加
し
て
い
る
。
安
吾
の
小
説
に
「
で
す
・
ま
す
」
体
を
と
る
も
の
が
多

く
は
な
い
こ
と
な
ど
、
文
体
の
語
り
の
要
素
が
濃
い
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
説

話
と
も
い
う
べ
き
印
象
を
効
果
的
に
与
え
る
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

示
唆
し
た
。

登
場
人
物
達
に
誰
ひ
と
り
と
し
て
名
前
は
な
く
、
物
語
内
で
の
具
体
的
な
時

代
を
明
記
さ
れ
な
い
本
作
は
、
た
し
か
に
説
話
物
に
違
い
な
い
。
時
代
に
関
し

て
は
、
少
な
く
と
も
書
き
出
し
か
ら
豊
臣
秀
吉
が
権
力
誇
示
の
ひ
と
つ
と
し
て

執
り
行
っ
た
と
さ
れ
る
大
花
見
会
を
起
源
と
す
る
、
庶
民
に
も
行
事
と
し
て
桜

の
花
見
が
普
及
し
た
江
戸
時
代
よ
り
も
前
と
判
断
で
き
る
。
さ
ら
に
作
中
で
言

葉
だ
け
だ
が
登
場
し
た
白
拍
子
が
存
在
す
る
の
は
平
安
末
期
以
降
で
あ
る
の
で
、

大
雑
把
き
わ
ま
り
な
い
絞
り
込
み
は
で
き
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
味

の
な
い
考
証
な
の
だ
ろ
う
。

『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
は
説
話
物
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
幻
想
小
説
と

も
分
類
で
き
る
。
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そ
の
着
物
は
一
枚
の
小
袖
と
細
紐
だ
け
で
は
事
足
り
ず
、
何
枚
か
の
着
物

と
い
く
つ
も
の
紐
と
、
そ
し
て
そ
の
紐
は
妙
な
形
に
む
す
ば
れ
不
必
要
に

垂
れ
流
さ
れ
て
、
色
々
の
飾
り
物
を
つ
け
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
姿

が
完
成
さ
れ
て
行
く
の
で
し
た
。
男
は
目
を
見
は
り
ま
し
た
。
そ
し
て
嘆

声
を
も
ら
し
ま
し
た
。
彼
は
納
得
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
か
く
し
て
一
つ

の
美
が
成
り
た
ち
、
そ
の
美
に
彼
が
満
た
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
疑
る
余

地
が
な
い
、
個
と
し
て
は
意
味
を
も
た
な
い
不
完
全
か
つ
不
可
解
な
断
片

が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
物
を
完
成
す
る
、
そ
の
物
を
分
解
す
れ

ば
無
意
味
な
る
断
片
に
帰
す
る
、
そ
れ
を
彼
は
彼
ら
し
く
一
つ
の
妙
な
る

魔
術
と
し
て
納
得
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
た

(
中
略
)



魔
術
は
現
実
に
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
自
ら
が
そ
の
魔
術
の
助
手
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
行
わ
れ
る
魔
術
の
結
果
に
常
に
訴
り
そ
し
て
嘆
賞
す
る
の
で

し
た
。

ビ
ツ
コ
の
女
は
朝
毎
に
女
の
長
い
黒
髪
を
く
し
け
ず
り
ま
す
。
そ
の
た
め

に
用
い
る
水
を
、
男
は
谷
川
の
特
に
遠
い
清
水
か
ら
く
み
と
り
、
そ
し
て

特
別
そ
の
よ
う
に
注
意
を
払
う
自
分
の
労
苦
を
な
つ
か
し
み
ま
し
た
。
自

分
自
身
が
魔
術
の
一
つ
の
カ
に
な
り
た
い
と
い
う
こ
と
が
男
の
願
い
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
自
身
く
し
け
ず
ら
れ
る
黒
髪
に
わ
が
手
を
加

え
て
み
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
や
よ
、
そ
ん
な
手
は
、
と
女
は
男

を
払
い
の
け
て
叱
り
ま
す
。
男
は
子
供
の
よ
う
に
手
を
ひ
っ
こ
め
て
、
て

れ
な
が
ら
、
黒
髪
に
ツ
ヤ
が
立
ち
、
結
ば
れ
、
そ
し
て
顔
が
あ
ら
わ
れ
、

一
つ
の
美
が
描
か
れ
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
見
果
て
ぬ
夢
に
恩
う
の
で
し

た
。

こ
の
よ
う
に
女
が
都
で
す
る
よ
う
な
装
い
は
男
に
と
っ
て
、
身
支
度
が
完
了

す
る
ま
で
、
個
々
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
え
な
い
小
物
逮
を
用
い
た
魔
術
な
の

で
あ
る
。
そ
の
魔
術
は
女
を
美
し
く
す
る
か
ら
現
実
性
を
持
ち
、
男
は
助
手
と

な
っ
て
苦
労
し
て
で
も
カ
に
な
り
た
が
る
。
魔
術
の
存
在
を
特
別
な
カ
と
し
て

登
場
さ
せ
る
の
は
、
幻
想
小
説
の
常
套
手
段
で
あ
る
。

ま
た
松
田
悠
美
八
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
能
の
場
合
は
情
念
の
鬼
型

化
と
い
う
明
ら
か
な
鬼
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
ひ
き
か
え
、
桜
の
森
の
満
開
の

下
に
顕
現
し
た
鬼
は
山
賊
に
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鬼
も
女
も
幻
覚
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
現
実
と
非
現
実
の
区
別
が
つ
か
な
い
共
存
が
成
り
立
つ
。
鬼
は

安
五
ロ
の
美
学
を
結
晶
さ
せ
た
観
念
で
あ
り
な
が
ら
、
魔
術
の
介
在
と
し
て
の
存

在
だ
と
す
る
。
女
は
鬼
と
変
ず
る
魔
術
、
言
い
換
え
れ
ば
現
実
と
非
現
実
を
一

体
化
さ
せ
る
た
め
の
儀
式
を
執
行
す
る
座
女
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
鬼
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
説
話
形
式
を
形
成
す
る
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
断

っ
て
お
く
。
そ
の
う
え
で
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
の
鬼
は
女
と
区
別
が
媛
味

で
、
幻
想
の
存
在
で
あ
る
主
張
に
注
目
し
た
い
。
女
は
座
女
が
そ
の
身
に
神
を

降
ろ
す
た
め
の
儀
式
を
行
う
よ
う
に
、
鬼

へ
変
ず
る
魔
術
を
行
う
こ
と
で
非
現

実
さ
を
物
語
に
介
在
さ
せ
る
役
目
を
持
っ
て
い
る
。
安
吾
の
美
学
を
話
に
取
り

込
む
た
め
に
鬼
は
存
在
す
る
し
、
鬼
を
限
界
さ
せ
る
た
め
に
は
魔
術
と
い
う
幻

想
小
説
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

『桜
の
森
の
満
開
の
下
』
に
よ
く
似
た
安
吾
の
説
話
物
に
『
夜
長
姫
と
耳
男』

が
あ
る
。
主
従
関
係
に
あ
る
高
貴
な
ロ聞
各
を
有
す
る
美
少
女
と
技
術
し
か
持
た

な
い
不
作
法
な
男
、
身
分
差
に
よ
る
教
養
の
違
い
な
ど
対
照
的
な
二
人
の
登
場

人
物
。
美
し
い
姫
は
無
邪
気
に
人
々
の
死
を
喜
び
望
む
、
男
が
そ
ん
な
姫
に
見

惚
れ
な
が
ら
も
恐
怖
し
、
姫
を
殺
し
て
男
が
意
識
を
失
っ
て
終
幕
と
な
る
と
こ

ろ
な
ど
類
似
点
が
多
い
作
品
で
あ
る
。

も
う

一
つ
坂
口
安
吾
の
説
話
物
と
し
て

『紫
大
納
言
』

の
天
女
に
魅
了
さ
れ

た
大
納
言
の
ラ
ス
ト
に
も
共
通
点
が
あ
る
。

-54-

大
納
言
は
、
て
の
ひ
ら
に
水
を
す
く
い
、
が
つ
が
つ
と
、
そ
れ
を一

気
に

飲
も
う
と
し
て
、
顔
を
よ
せ
た
。
と
、
彼
の
か
ら
だ
は
、
わ
が
て
の
ひ
ら

の
水
の
中
へ
、
頭
を
先
に
す
る
り
と
ば
か
り
す
べ
り
こ
み
、
そ
こ
に
溢
れ

る
た
だ

一
掬
の
水
と
な
り
、
せ
せ
ら
ぎ
で
ば
ち
ゃ
り
と
落
ち
て
、
流
れ

て
し
ま
っ
た
。



美
し
い
女
を
求
め
た
結
果
は
己
の
破
滅
で
あ
り
、
超
自
然
的
に
消
滅
す
る
人

物
と
い
う
点
は
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
と
同
じ
作
風
と
い
え
る
。

原
卓
史
九
は
昭
和
五
年
二
月
『
改
造
』
で
谷
崎
純
一
郎
が
発
表
し
た
『
芦
刈
』

の
終
わ
り
部
分
で
主
人
公
が
消
え
る
点
が
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
と
同
一
で

あ
る
こ
と
か
ら
安
否
が
受
け
た
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
昭
和
十
一
年

に
『
文
芸
汎
論
』
で
石
川
淳
が
発
表
し
た
『
山
桜
』
で
も
女
が
男
の
前
か
ら
消

え
る
、
登
場
人
物
が
消
え
て
し
ま
う
終
わ
り
方
で
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
も
石
川

淳
も
安
吾
愛
読
し
て
い
た
こ
と
か
ら
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
が
二
作
品
に
連

な
る
系
譜
と
判
じ
て
い
る
。

清
田
文
武
は
首
遊
び
の
描
写
に
関
し
て
影
響
関
係
の
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。

谷
崎
純
一
郎
が
昭
和
六
年
一

O
月
か
ら
七
年
一
一
月
に
『
新
青
年
』
誌
上
で
掲

載
し
、
後
に
昭
和
十
年
九
月
中
央
公
論
者
か
ら
単
行
本
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
『
武

州
公
秘
話
』
か
ら
着
想
を
得
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は
戦
が
激
し

く
な
っ
た
際
、
城
内
の
女
に
生
首
を
洗
わ
せ
、
化
粧
に
従
事
さ
せ
た
武
士
社
会

を
書
い
て
あ
る
。
谷
口
は
う
ら
わ
か
い
女
が
微
笑
を
た
た
え
な
が
ら
生
首
を
整

え
る
様
を
、
妖
艶
な
も
の
と
し
て
描
写
し
た
。
安
五
口
は
仕
事
で
な
く
遊
興
と
し

て
描
き
出
す
こ
と
で
、
子
供
の
無
邪
気
な
残
酷
さ
を
連
想
さ
せ
る
。
女
に
と
っ

て
小
さ
な
虫
の
足
や
羽
を
も
ぐ
よ
う
な
、
た
わ
い
な
い
悪
逆
で
あ
っ
た
。
読
者

も
居
を
し
か
め
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
仕
方
な
い
と
受
け
止
め
て
し
ま
え
る
。
そ

れ
こ
そ
女
の
魅
了
の
力
で
あ
り
、
安
五
口
自
身
が
読
者
に
向
か
っ
て
人
形
劇
を
行

っ
た
と
い
え
よ
う
。

松
田
悠
美
は
ワ
イ
ル
ド
の
サ
ロ
メ
、
そ
の
帰
絵
を
描
い
た
ビ
ア
ス
リ
ー
の
サ

ロ
メ
|
銀
の
盆
に
載
せ
た
ヨ
カ
ナ
l
ン
の
首
と
戯
れ
る
サ
ロ
メ
の
絵
か
ら
示
唆

を
受
け
た
と
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
日
本
で
の
サ
ロ
メ
の
翻
訳
は
明
治
四

O
年
八
月
『
歌
舞
伎
』
に
て

森
鴎
外
が
『
脚
本
「
サ
ロ
メ
」
の
略
筋
』
を
紹
介
し
た
も
の
が
最
初
で
あ
っ
た
。

島
村
抱
月
率
い
る
芸
術
座
が
松
井
須
磨
子
を
主
役
に
全
国
各
地
で
上
演
す
る
こ

と
で
、
大
正
初
期
に
一
大
サ
ロ
メ
ブ

l
ム
が
起
っ
た
。
安
五
口
は
年
齢
か
ら
ブ
ー

ム
に
直
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
サ
ロ
メ
を
享
受
し
た
森
鴎

外
、
泉
鏡
花
や
谷
崎
潤
一
郎
が
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
新
た
な
作
品
を
生
み
出

し
て
い
る
。
安
吾
よ
り
先
に
出
た
文
豪
達
が
影
響
を
受
け
た
原
作
、
を
日
本
語

訳
や
英
訳
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
纏
能
な
安
吾
が
原
語
の
ま
ま
読
み
下
し

て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

安
五
ロ
は
『
日
本
文
化
私
観
』
内
で
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
多
く
の
模

倣
精
神
か
ら
出
発
し
、
発
見
に
よ
っ
て
結
実
す
る
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
似
か
よ

っ
た
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
も
驚
く
こ
と
も
な
い
。
物
語
を
構
築
す
る
要
素
を
他

か
ら
見
つ
け
出
し
て
も
、
安
否
に
し
か
で
き
な
い
独
創
性
の
も
と
使
用
し
た
こ

と
は
揺
る
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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四

男
が
女
と
初
め
て
連
れ
立
っ
て
花
盛
り
の
下
を
訪
れ
る
と
、
女
は
鬼
に
変
身

す
る
。
こ
の
作
品
の
山
場
に
お
け
る
場
面
で
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
と
い
う
空

間
の
異
様
さ
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。



そ
し
て
桜
の
森
が
彼
の
眼
前
に
現
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
し
く

一
面
の
満

開
で
し
た
。
風
に
吹
か
れ
た
花
び
ら
が
バ
ラ
バ
ラ
と
落
ち
て
い
ま
す
。
桜

の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
は
誰
に
も
今
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
土
肌
の
上
は

一
面
に
花
び
ら
が
し
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
花
び
ら
は
ど
こ
か
ら
落
ち

て
き
た
の
だ
ろ
う
?
な
ぜ
な
ら
花
び
ら
の

一
ひ
ら
す
ら
も
落
ち
た
と
思
は

れ
な
い
満
開
の
花
の
ふ
さ
が
見
は
る
か
す
頭
上
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
か
ら

で
し
た
。

完
壁
な
花
房
を
保
っ
た
ま
ま
、
地
面
を
覆
う
ほ
ど
の
花
弁
を
降
ら
し
て
い
る

桜
。
こ
の
静
止
と
運
動
が
同
居
す
る
矛
盾
し
た
叙
述
か
ら
は
、
花
盛
り
の
下
が

特
異
な
空
間
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
同
じ
く
矛
盾
し
た
存
在
の
叙
述

は
男
が
女
と
出
会
う
前
、
一
人
で
花
盛
り
の
下
に
来
た
際
に
も
用
い
ら
れ
る
。

花
の
下
で
は
風
が
な
い
の
に
ゴ
ウ
ゴ
ウ
風
が
鳴
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。
そ
の
く
せ
風
が
ち
っ
と
も
な
く
、

一
つ
も
物
音
が
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
震
音
ば
か
り
で
、
そ
れ
が
ひ
っ
そ
り
冷
め
た
い
そ
し
て
動
か
な
い

風
の
中
に
つ
つ
ま
れ
て
い
ま
し
た。

風
が
吹
か
な
い
な
か
、
風
鳴
り
が
聞
こ
え
る
と
男
自
身
が
矛
盾
を
吐
く
。
そ

し
て
一
切
の
物
音
は
な
い
と
し
た
直
後
、
己
の
足
音
ば
か
り
す
る
と
い

っ
た
叙

述
が
続
き
、
動
か
な
い
風
と
い
う
表
現
も
端
的
に
花
の
下
に
お
け
る
空
間
の
特

異
性
を
示
し
て
い
る
。

作
中
で
は
花
の
下
そ
の
も
の
を
呼
ぴ
表
わ
す
記
述
が
あ
る
。
女
に
乞
わ
れ
て

都
へ
の
転
居
を
決
意
し
た
男
が
、
急
か
す
女
に
対
し
て
桜
が
満
開
に
な
る
ま
で

待
つ
こ
と
だ
け
は
譲
ら
ず
、
ま
た
女
が
花
の
下
へ
の
同
行
を
願
い
出
て
も
拒
否

し
て
男
が
単
身
出
か
け
た
場
面
で
あ
る
。

花
の
下
の
冷
た
さ
は
涯
の
な
い
四
方
か
ら
ど
っ
と
押
し
寄
せ
て
き
ま
し
た
。

彼
の
身
体
は
忽
ち
そ
の
風
に
吹
き
さ
ら
さ
れ
て
透
明
に
な
り
、
四
方
の
風

は
ゴ
ウ
ゴ
ワ
と
吹
き
通
り
、
す
で
に
風
だ
け
が
は
り
つ
め
て
い
る
の
で
し

た
。
彼
の
声
の
み
が
叫
び
ま
し
た
。
彼
は
走
り
ま
し
た。

何
と
云
う
虚
空

で
し
ょ
ャ
フ。

こ
の
よ
う
に
花
の
下
を
虚
空
と
す
る
表
記
は
物
語
の
終
幕
場
面、

男
が
鬼
と

見
な
し
て
絞
殺
し
た
女
の
死
体
の
傍
ら
、
始
め
て
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
座
っ

た
時
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
。

po
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そ
こ
は
桜
の
森
の
ち
ょ
う
ど
ま
ん
な
か
の
あ
た
り
で
し
た
。
四
方
の
涯
は

花
に
隠
れ
て
奥
が
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
中
略
)
頭
上
に
花
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
下
に
ひ
っ
そ
り
と
無
限
の
虚
空
が
み
ち
て
い
ま
し
た。

ひ
そ
ひ

そ
と
花
が
降
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
。

虚
空
と
は
天
地
の
間
に
あ
た
る
空
間
そ
の
も
の
指
す
言
葉
で
あ
る。

ま
た
仏

教
用
語
に
お
け
る
虚
空
と
は
一
切
の
も
の
の
存
在
す
る
場
所
、
も
の
の
存
在
を

邪
魔
し
な
い
特
徴
を
持
つ
空
間
。
形
容
と
し
て
の
虚
空
は
架
空
の
意
味
を
も
っ

表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
。
以
上
を
考
慮
す
る
と
、
虚
空
と
は
現
実
で
は
あ
り
え

な
い
全
て
の
存
在
を
内
包
す
る
空
間
と
判
読
で
き
る
。



五

作
中
主
人
公
た
ち
は
、
転
居
の
た
め
山
か
ら
都
へ
の
進
行
と
都
か
ら
山
へ
の

帰
還
と
い
う
舞
台
移
動
を
行
う
。
重
大
な
場
面
展
開
に
お
い
て
、
出
発
地
点
と

到
着
地
点
が
ど
ち
ら
も
桜
の
森
の
満
開
の
下
で
あ
る
こ
と
に
注
目
に
値
す
る
。

作
品
に
は
同
一
地
点
に
前
後
の
異
な
る
時
聞
が
重
な
る
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
桜
の
森
の
満
開
の
下
で
は
、
過
去
と
現
在
が
同
時
並
行
的
に
流
れ
て
い

る
と
解
釈
で
き
る
。

男
は
始
め
て
女
を
得
た
日
の
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
の
日
も
彼
は

女
を
背
負
っ
て
峠
の
あ
ち
ら
側
の
山
径
を
登
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
日
も

幸
せ
で
一
ぱ
い
で
し
た
が
、
今
日
の
幸
せ
は
さ
ら
に
豊
か
な
も
の
で
し
た
。

「
は
じ
め
て
お
前
に
会
っ
た
日
も
オ
ン
ブ
し
て
貰
っ
た
わ
ね
」

と
、
女
も
思
い
出
し
て
、
言
い
ま
し
た
。

「
俺
も
そ
れ
を
思
い
出
し
て
い
た
の
だ
ぜ

男
は
嬉
し
そ
う
に
笑
い
ま
し
た
。

都
か
ら
山
へ
と
帰
る
道
す
が
ら
、

二
人
は
始
め
て
濯
遁
し
た
と
き
の
行
為
と

会
話
で
回
想
し
な
が
ら
行
為
も
再
現
す
る
場
面
は
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
は
過

去
の
時
間
と
現
在
が
同
居
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
い
え
る
。

先
に
述
べ
た
桜
の
森
の
満
開
の
下
は
特
殊
で
超
現
実
な
空
間
で
あ
る
こ
と
を

合
わ
せ
る
と
、
過
去
と
現
在
だ
け
で
な
く
未
来
も
並
行
し
う
る
も
の
と
考
え
る

こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

空
間
の
特
異
性
に
時
間
軸
が
絡
ん
で
い
る
と
考
え
た
場
合
、
本
文
の
時
間
に

関
す
る
描
写
に
男
の
心
象
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。

来
年
、
花
が
さ
い
た
ら
、
そ
の
と
き
じ
っ
く
り
考
え
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

毎
年
そ
う
考
え
て
、
も
う
十
何
年
も
た
ち
、
今
年
も
亦
、
来
年
に
な
っ
た

ら
考
え
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、
又
、
年
が
暮
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

山
で
暮
し
て
い
た
男
は
花
の
下
に
怖
ろ
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
白
体
を
お
か
し

い
と
思
う
。
そ
こ
で
理
由
を
考
え
よ
う
と
す
る
が
、
結
局
考
え
る
こ
と
を
先
送

り
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
男
が
大
雑
把
と
い
う
よ
り
、
自
然
そ
の
も
の
に
近
い

山
の
動
物
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
人
聞
社
会
の
時
間
概
念
を
持
ち
え

な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
花
の
下
の
時
空
間
に
対
す
る
理
解

を
、
無
意
識
下
で
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
意
図
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

n
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u

鏡
っ
き
堂
で
は
一
人
の
坊
主
が
ヤ
ケ
に
な
っ
て
鐘
を
つ
い
て
い
ま
す
。
な

ん
と
い
う
バ
カ
げ
た
こ
と
を
や
る
の
だ
ろ
う
と
彼
は
思
い
ま
し
た
。
何
を

や
り
だ
す
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
奴
等
と
顔
を
見
合
っ
て
暮
す
と

し
た
ら
、
俺
で
も
奴
ら
を
首
に
し
て
一
緒
に
暮
す
こ
と
を
選
ぶ
だ
ろ
う
さ
、

と
思
う
の
で
し
た
。

男
は
退
屈
と
感
じ
る
た
め
に
嫌
っ
た
都
の
生
活
、
そ
の
軸
と
な
る
人
聞
社
会

で
の
時
間
を
知
ら
せ
る
行
動
i
鐘
つ
き
を
理
解
で
き
な
い
と
判
じ
て
い
る
。
そ



の
う
え
殺
し
て
で
も
止
め
さ
せ
た
い
と
す
ら
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
男
は

時
間
概
念
の
受
容
を
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
都
に

移
る
前
、
都
に
対
し
て
敵
意
ば
か
り
を
持
っ
て
い
た
理
由
知
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
対
す
る
差
恥
と
不
安
に
も
通
じ
る
。

六

男
の
不
安
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
る
と
、
男
が
始
め
て
感
じ
た
不
安
井
」
は
男

が
女
の
命
令
で
古
い
女
一
房
一
た
ち
を
殺
し
た
後
に
起
こ
っ
て
い
る
。

ど
う
い
う
不
安
だ
か
、
何
が
、
不
安
だ
か
、
彼
に
は
分
ら
ぬ
の
で
す
。
女

が
美
し
す
ぎ
て
、
彼
の
魂
が
そ
れ
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
胸
の

不
安
の
波
立
ち
を
さ
し
て
気
に
せ
ず
に
い
ら
れ
た
だ
け
で
す
。

な
ん
だ
か
、
似
て
い
る
よ
う
だ
な
、
と
彼
は
思
い
ま
し
た
(
中
略
)
桜
の

森
の
満
開
の
下
で
す
。
あ
の
下
を
通
る
時
に
似
て
い
ま
し
た
。
ど
こ
が
、

何
が
、
ど
ん
な
風
に
似
て
い
る
の
だ
か
分
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
何
か
、

似
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
し
た
。

不
安
に
感
じ
た
の
は
花
の
下
に
似
た
女
の
美
し
さ
で
あ
り
、
花
の
下
と
は
今

ま
で
述
べ
た
よ
う
に
時
空
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
時
間
を
体
現
す
る
怖
ろ
し
い

花
の
下
に
、
女
が
重
な
る
こ
と
が
不
安
の
正
体
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
し
て
時
間
社
会
で
あ
る
都
の
生
活
に
苦
し
み
、
時
間
概
念
の
な
い
山
で

し
か
暮
せ
な
い
と
気
付
い
た
男
は
女
に
都
を
離
れ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
生
活

の
全
て
を
男
に
依
存
し
て
い
た
女
は
、
と
り
あ
え
ず
共
に
帰
る
こ
と
に
従
う
。

だ
が
そ
れ
は
過
去
も
現
在
も
未
来
も
並
行
す
る
特
殊
な
時
空
間
|
男
の
不
安
の

正
体
で
あ
る
時
間
概
念
が
渦
巻
く
桜
の
森
の
下
に
女
を
連
れ
て
い
く
こ
と
に
も

な
っ
た
の
で
あ
る
。

男
は
桜
の
森
の
花
ざ
か
り
を
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
然
し
、
こ
の

幸
福
な
日
に
、
あ
の
森
の
花
ざ
か
り
下
が
何
ほ
ど
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。

彼
は
怖
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

(
中
略
)

男
は
満
開
の
花
へ
歩
き
こ
み
ま
し
た
。
あ
た
り
は
ひ
っ
そ
り
と
、
だ
ん
だ

ん
冷
た
く
な
っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
俄
に
不
安
に
な
り
ま
し

た
。
と
っ
さ
に
彼
は
分
り
ま
し
た
。
女
が
鬼
で
あ
る
こ
と
を
。

男
、
が
女
を
背
負
い
な
が
ら
始
め
て
共
に
花
ざ
か
り
を
通
り
か
か
っ
た
際
に
、

女
が
老
い
の
姿
で
あ
る
鬼
へ
と
変
わ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
時
聞
が
存
在
す
る
花
の

下
に
は
、
美
し
い
女
が
醜
い
老
婆
と
な
る
未
来
も
含
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
し
か

し
、
女
が
鬼
に
変
わ
る
の
は
特
殊
な
時
空
間
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。

女
を
背
負
う
幸
福
か
ら
桜
の
下
に
感
じ
た
怖
れ
を
忘
れ
た
男
だ
が
、
以
前
女

と
連
れ
立
っ
て
花
盛
り
の
下
に
来
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
最
大
の
理
由
に
気
付

い
て
し
ま
う
。
不
安
の
正
体
で
あ
る
時
間
概
念
と
女
を
重
ね
て
し
ま
い
、
時
間

経
過
に
女
の
美
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
i
老
い
を
知
っ
た
。
男
は
時
間
概
念
を
会

得
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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男
の
背
中
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
は
、
全
身
が
紫
色
の
顔
の
大
き
な

老
婆
で
し
た
。
そ
の
口
は
耳
ま
で
さ
け
、
ち
ぢ
く
れ
た
髪
の
毛
は
緑
で
し

た
。
間
刀
は
走
り
ま
し
た
。
振
り
落
そ
う
と
し
ま
し
た
。
鬼
の
手
に
力
が
こ



も
り
彼
の
喉
に
く
い
こ
み
ま
し
た
。
彼
の
目
は
見
え
な
く
な
ろ
う
と
し
ま

し
た
。
彼
は
夢
中
で
し
た
。
全
身
の
力
を
こ
め
て
鬼
の
手
を
ゆ
る
め
ま
し

た
。
そ
の
手
の
隙
聞
か
ら
首
を
ぬ
く
と
、
背
中
を
す
べ
っ
て
、
ど
さ
り
と

鬼
は
落
ち
ま
し
た
。
今
度
は
彼
が
鬼
に
組
み
つ
く
番
で
し
た
。
鬼
の
首
を

し
め
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
が
ふ
と
気
付
い
た
と
き
、
彼
は
全
身
の
カ
を
こ

め
て
女
の
首
を
し
め
つ
け
、
そ
し
て
女
は
す
で
に
息
絶
え
て
い
ま
し
た
。

彼
の
目
は
霞
ん
で
い
ま
し
た
。
彼
は
よ
り
大
き
く
目
を
見
開
く
こ
と
を

試
み
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
視
覚
が
戻
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
し
め
殺
し
た
の
は
さ
っ
き

と
変
ら
ず
矢
張
り
女
で
、
同
じ
女
の
屍
体
が
そ
こ
に
在
る
ば
か
り
だ
か
ら

で
あ
り
ま
し
た
。

彼
の
呼
吸
は
と
ま
り
ま
し
た
。
彼
の
力
も
、
彼
の
思
念
も
、
す
べ
て
が

同
時
に
ど
ま
り
ま
し
た
。
女
の
屍
体
の
上
に
は
、
す
で
に
幾
つ
か
の
桜
の

花
び
ら
が
落
ち
て
き
ま
し
た
。
彼
は
女
を
ゆ
さ
ぶ
り
ま
し
た
。
呼
び
ま
し

た
。
抱
き
ま
し
た
。
徒
労
で
し
た
。
彼
は
ワ
ツ
と
泣
き
ふ
し
ま
し
た

鬼
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
夢
中
に
な
っ
て
ま
で
鬼
を
殺
そ
う
と
し
た
の
は
、

美
か
ら
醜
に
転
じ
る
老
い
が
受
け
入
れ
難
い
た
め
に
取
っ
た
否
定
行
為
で
あ
る
。

し
か
し
鬼
が
女
の
未
来
の
姿
で
あ
る
こ
と
は
確
定
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
時
間

概
念
を
得
て
し
ま
っ
た
男
が
見
開
い
た
目
は
、
時
間
概
念
を
持
た
な
か
っ
た
こ

ろ
の
視
覚
に
は
一
戻
れ
な
い
。
拒
絶
は
し
て
も
鬼
が
女
へ
変
ず
る
こ
と
を
、
理
解

は
で
き
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
物
語
の
主
題
は
時
間
に
よ
る
美
醜
の
二
面
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

首
遊
び
の
首
が
腐
っ
た
こ
と
も
、
満
開
の
桜
が
散
っ
て
花
び
ら
と
な
る
こ
と
も

主
題
へ
の
伏
線
な
の
で
あ
っ
た
。
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彼
の
呼
吸
は
と
ま
り
ま
し
た
。
彼
の
力
も
、
彼
の
思
念
も
、
す
べ
て
が
同

時
に
と
ま
り
ま
し
た
。
女
の
屍
体
の
上
に
は
、
す
で
に
幾
つ
か
の
桜
の
花

び
ら
が
落
ち
て
き
ま
し
た
。
彼
は
女
を
ゆ
さ
ぶ
り
ま
し
た
。
呼
び
ま
し
た
。

抱
き
ま
し
た
。
徒
労
で
し
た
。
彼
は
ワ
ツ
と
泣
き
ふ
し
ま
し
た
。
た
ぶ
ん

彼
が
こ
の
山
に
住
み
つ
い
て
か
ら
、
こ
の
日
ま
で
、
泣
い
た
こ
と
は
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
彼
が
自
然
に
我
に
か
え
っ
た
と
き
、
彼
の
背
に

は
白
い
花
び
ら
が
つ
も
っ
て
い
ま
し
た
。

男
は
自
ら
時
間
を
止
め
よ
う
と
し
た
。
泣
い
て
否
定
す
る
ほ
ど
に
、
受
け
入

れ
が
た
い
事
実
が
時
間
概
念
の
確
立
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
花
弁
が

降
り
積
も
る
程
の
時
間
を
す
ご
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
多
大
な
時
間
が
流
れ
た
こ

と
を
自
覚
し
て
し
ま
う
。
ど
う
あ
が
こ
う
と
も
一
度
得
た
特
閑
概
念
を
無
に
帰

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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彼
は
始
め
て
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
坐
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
ま
で
も
そ

こ
に
坐
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼
は
も
う
帰
る
と
こ
ろ
が
な
い
の

で
す
か
ら
。

帰
る
所
が
な
い
の
は
、
過
去
に
引
き
返
す
こ
と
も
、
未
来
へ
進
む
こ
と
も
で

き
な
い
状
態
と
と
れ
る
。
こ
の
変
化
の
し
ょ
う
が
な
い
状
態
と
は
、
す
な
わ
ち

男
の
死
を
表
現
し
た
状
態
で
あ
る
。



彼
は
女
の
顔
の
上
の
花
び
ら
を
と
っ
て
や
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
彼
の
手
が

女
の
顔
に
と
ど
こ
う
と
し
た
時
に
、
何
か
変
っ
た
こ
と
が
起
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
彼
の
手
の
下
に
は
降
り
つ
も
っ
た
花
び
ら
ば

か
り
で
、
女
の
姿
は
緩
き
消
え
て
た
だ
幾
つ
か
の
花
び
ら
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
花
び
ら
を
掻
き
分
け
よ
う
と
し
た
彼
の
手
も
彼
の

身
体
も
延
し
た
時
に
は
も
は
や
消
え
て
い
ま
し
た
。
あ
と
に
花
び
ら
と
、

冷
め
た
い
虚
空
が
は
り
つ
め
て
い
る
ば
か
り
で
し
た
。

生
物
の
未
来
に
必
ず
死
は
あ
る
し
、
死
体
も
ま
た
過
ぎ
る
時
間
に
よ
っ
て
朽

ち
て
消
え
る
。
女
の
姿
が
消
え
た
こ
と
は
、
時
間
の
摂
理
に
則
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
男
が
消
え
た
こ
と
も
同
様
で
あ
り
、
死
に
よ
っ
て
男
の
存
在

は
過
去
に
な
っ
た
。
男
が
い
つ
ま
で
も
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
未
来
に

は
二
人
と
も
い
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
原
卓
史
が
「
「
物
語
の
〈
終
り
〉
で
は

過
去
か
ら
現
代
へ
、
非
現
実
か
ら
現
実
へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
る
。
」
と
解
し
た

よ
う
に
、
物
語
の
ラ
ス
ト
に
お
い
て
過
去
と
な
っ
た
男
が
消
え
た
空
間
の
座
標

は
二
人
と
も
い
な
く
な
る
未
来
と
い
う
現
実
で
あ
り
な
が
ら
、
読
者
の
現
在
と

シ
ン
ク
ロ
す
る
構
造
と
も
い
え
よ
う
。

男
は
都
で
、
空
が
明
暗
を
繰
り
返
し
な
が
ら
永
遠
に
続
い
て
い
く
も
の
と
し

た
。
こ
れ
も
時
間
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
無
限
を
感
じ
た
と
あ
ら
ば
、
反
転
し
て

有
限
を
知
っ
た
こ
と
も
同
然
で
あ
る
。
女
の
欲
望
に
キ
リ
が
な
い
こ
と
に
気
付

い
た
山
賊
は
、
止
め
る
た
め
に
は
女
を
斬
る
し
か
な
い
と
考
え
る
。
斬
れ
ば
女

の
時
聞
は
止
ま
る
が
、
同
時
に
男
も
死
に
耐
え
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
結
末
に
お
け
る
二
人
の
消
滅
の
暗
示
で
も
あ
る
。

無
限
に
続
く
都
の
生
活
を
知
っ
た
山
賊
は
、
と
同
時
に
い
ず
れ
は
断
ち
切
ら

れ
る
有
限
を
も
知
っ
た
と
い
え
る
。
す
る
と
桜
の
森
は
有
限
と
無
限
を
分
か
つ
、

生
と
死
を
へ
だ
て
る
境
界
で
も
あ
る
。
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空
間
と
教
会
の
考
察
を
補
強
す
る
た
め
に
、
前
回
愛
の
「
空
間
の
テ
ク
ス
ト

テ
ク
ス
ト
の
空
間
」
を
参
考
に
ま
と
め
て
み
る
。

ロ
ト
マ
ン
の
『
芸
術
テ
キ
ス
ト
の
構
造
』
に
お
い
て
、
芸
術
作
品
は
無
限
的

世
界
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
作
品
に
た
い
し
て
外
的
な
世
界
(
読
者
・
作
者
の
生

き
る
世
界
)
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
空
間
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
た
。

芸
術
テ
ク
ス
ト
は
、
し
ば
し
ば
上
方
¥
下
方
、
遠
方
¥
近
辺
、
開
放
的
な
外
部

¥
閉
鎖
的
な
内
部
な
ど
の
対
構
造
と
し
て
編
成
さ
れ
る
。
こ
の
構
造
は
登
場
人

物
の
組
織
と
配
置
の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
よ
り
一
般
的
な
社
会
的
、
宗
教

的
、
精
神
的
な
価
値
を
表
現
す
る
た
め
の
原
語
と
す
る
も
で
も
あ
る
。
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ま
た
無
題
材
的
要
素
(
外
的
な
世
界
の
構
造
を
反
映
す
る
テ
ク
ス
ト
)
と
題

材
的
要
素
(
外
的
な
世
界
に
お
け
る
登
場
人
物
の
位
置
、
地
位
と
活
動
を
あ
ら

わ
す
テ
ク
ス
ト
)
の
葛
藤
が
劇
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
登
場
人
物
に
よ
る
境

界
の
横
断
で
あ
る
。

そ
し
て
境
界
を
横
断
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
人
物
は
題
材
的
要
素
に
属
す

る
動
的
な
登
場
人
物
。
も
う
一
方
に
無
題
材
的
要
素
に
属
す
る
無
題
材
的
要
素

に
属
す
る
人
物
。
題
材
が
動
く
事
件
と
は
、
無
題
材
的
構
造
が
確
立
す
る
禁
止

的
境
界
の
横
断
。
主
人
公
に
あ
て
が
わ
れ
た
空
間
内
で
の
移
動
は
事
件
で
は
な

い
。
題
材
は
つ
ね
に
主
要
な
対
構
造
の
境
界
の
横
断
に
圧
縮
さ
れ
る
。



境
界
は
一
義
的
で
、
内
部
空
間
か
外
部
空
間
の
ど
ち
ら
か
に
の
み
属
し
、
一

度
に
両
方
に
所
属
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
「
不
可
侵
性
」
な
ど
の
表
現
は
越

境
す
る
人
物
に
葛
藤
を
も
た
ら
す
障
壁
と
し
て
の
境
界
を
示
し
て
い
る
。
構
造

を
も
っ
内
部
と
未
組
織
で
構
造
を
も
た
な
い
外
部
と
い
う
対
立
項
は
、
文
化
と

野
蛮
、
イ
ン
テ
リ
と
民
衆
、
コ
ス
モ
ス
と
カ
オ
ス
と
い
う
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
可
変
体
と
し
て
読
み
か
え
ら
れ
る
。

『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
に
お
い
て
、
山
¥
都
、
自
然
¥
人
口
が
対
構
造
と

分
析
で
き
る
。
ま
た
男
は
山
の
自
然
に
、
女
は
都
と
人
工
の
組
織
内
に
配
置
さ

れ
る
。
そ
し
て
山
と
都
の
境
界
は
桜
の
森
で
あ
り
、
同
時
に
禁
止
的
空
間
で
と

な
る
。
動
的
人
物
の
山
賊
が
山
と
都
へ
の
横
断
の
為
に
、
花
、
ざ
か
り
の
下
に
踏

み
入
り
、
境
界
を
越
え
た
こ
と
で
結
末
は
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
男
に
あ
て
が

わ
れ
た
空
間
は
山
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
満
開
の
桜
の
森
の
下
は
登
場
人
物
達

に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
不
可
侵
性
の
空
間
で
あ
り
、
障
壁
と
し
て
の
境
界
で
あ

っ
た
。
文
化
と
い
う
構
造
を
持
っ
た
都
は
内
部
空
間
で
あ
り
、
文
明
が
米
関
の

山
は
外
部
空
間
と
し
て
対
立
項
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
対
立
項
は
女
と
男

に
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

山
口
昌
男
は
文
化
の
秩
序
概
念
が
混
沌
と
対
の
構
造
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い

る
と
考
え
る
。
ロ
ト
マ
ン
と
の
違
い
は
境
界
が
両
義
的
で
、
内
と
外
、
生
と
死
、

此
岸
と
彼
岸
、
文
化
と
自
然
、
定
義
と
移
動
と
い
っ
た
多
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
が

重
な
る
場
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。
境
界
の
本
質
は
連
続
す
る
自
然
の
空
間

に
加
え
ら
れ
た
人
為
的
な
分
断
で
あ
る
と
し
、
そ
の
聖
性
と
唆
昧
性
を
指
摘
し

て
い
る
の
。
両
義
的
な
領
域
と
い
う
風
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
ち
ら
の
考
え
方
に
よ
る
と
桜
の
森
の
満
開
の
下
は
、
都
と
山
を
人
が
分
断

し
た
唆
味
で
聖
性
を
持
っ
た
境
界
と
な
る
。
対
と
な
る
構
造
は
都
に
お
け
る
文

化
と
山
の
自
然
で
あ
り
、
せ
め
ぎ
合
っ
て
混
沌
と
し
た
境
界
と
も
な
る
。
多
義

的
な
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
と
は
、
過
去
と
現
在
、
そ
し
て
未
来
と
い
う
時
間
概

念
の
こ
と
で
あ
り
、
時
間
概
念
に
は
生
死
が
深
く
関
与
し
て
く
る
。
そ
の
た
め

領
域
内
は
聖
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
同
時
に
、
踏
み
込
む
こ
と
は
禁
忌
と
な

る。
中
畑
邦
夫
一
O
は
「
社
会
契
約
説
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
自
然
状
態
社

会
状
態
」
、
「
自
然
人
|
社
会
人
」
対
立
を
軸
に
、
自
然
状
態
に
生
き
る
無
知
な

る
自
然
人
が
未
知
の
社
会
状
態
へ
進
む
こ
と
を
選
ん
だ
の
は
美
の
た
め
で
あ
る

と
し
た
。
相
反
す
る
二
人
が
出
会
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
美
も
ま
た
禁
忌
と
い

え
よ
う
。
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安
吾
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
い
が
な
い
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
唯
一
の
救
い
」
と
文
学
論
を
語
っ
て
い
る
。
ま
さ
に

『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
に
通
じ
る
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

た
だ
モ
ラ
ル
が
な
い
、
た
だ
突
き
放
す
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
簡
単
に
こ

の
凄
然
た
る
静
か
な
美
し
さ
が
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
た

だ
モ
ラ
ル
が
な
い
、
突
き
放
す
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
鬼
や
悪
玉
を
の
さ

ば
ら
せ
て
、
い
く
つ
の
物
語
で
も
簡
単
に
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う

い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
注
意
を
促
し
た
よ
う
こ
と
か
ら
も
、
た
だ
モ
ラ
ル
を
放
り
捨
て

る
だ
け
で
美
し
さ
を
表
現
で
き
る
わ
け
が
な
い
の
は
明
白
だ
。
読
者
を
突
き
放



す
た
め
、
た
だ
グ
ロ
テ
ス
ク
と
乱
暴
に
よ
っ
て
登
場
人
物
を
動
か
し
て
い
く
こ

と
を
安
吾
は
許
さ
な
い
。
シ
ヤ
ル
ル
・
ペ
ロ

l
の
『
赤
ず
き
ん
』
を
理
想
と
す

る
よ
う
に
、
読
者
に
終
幕
ま
で
突
き
放
す
こ
と
を
気
付
か
せ
て
は
い
け
な
い
の

で
あ
る
。

物
語
が
私
達
に
伝
え
て
く
れ
る
宝
石
の
冷
た
さ
の
よ
う
な
も
の
は
、
な
に

か
、
絶
対
の
孤
独
|
|
去
五
M

そ
れ
自
体
が
苧
ん
で
い
る
絶
対
の
孤
独
、
そ

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

読
了
後
は
物
語
か
ら
皆
が
消
え
て
し
ま
い
、
取
り
残
さ
れ
た
読
み
手
は
途
方

に
暮
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
安
吾
の
狙
い
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
孤
独
と
な
る

の
は
登
場
人
物
で
も
作
者
で
も
無
く
、
読
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

読
了
後
に
孤
独
の
中
で
生
ま
れ
る
疑
問
|
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
で
女
は

何
故
鬼
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

本
稿
で
は
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
お
い
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
は
不
可
逆

的
時
間
軸
で
は
な
く
多
重
層
的
に
同
時
並
行
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
男
が
拒
絶

し
て
い
た
時
間
概
念
の
自
得
が
鬼
の
召
喚
へ
繋
が
っ
た
も
の
と
し
て
決
着
を
つ

け
る
。

『
坂
口
安
否

一
相
馬
正
一

一
一
)

二
塚
越
和
夫
「
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
」
(
『
坂
口
安
吾
研
究
講
座
』
三
弥
井
書

庖
一
九
八
五
)

三
奥
野
健
男
「
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
と
『
花
妖
』
」
(
『
坂
口
安
吾
』
文
芸
春

戦
後
を
駆
け
抜
け
た
男
』
(
人
文
書
館

二
O
O六

秋
社
一
九
七
二
)

四
兵
藤
正
之
助
「
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』

(
冬
樹
社
一
九
七
二
・
一
二
)

玉
野
口
武
彦
「
は
な
か
げ
の
鬼
突
」
(
『
カ
イ
エ
』
七
号

冬
樹
社

一
九
七
九
・

七
)

六
福
田
恒
存
「
坂
口
安
吾
」
(
『
福
田
恒
存
全
集
』
文
芸
春
秋

一
九
八
七
・
こ

七
清
回
文
武
「
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
の
世
界
」
(
『
新
潟
県
郷
土
作
家
叢

書
坂
口
安
吾
』
野
島
出
版
一
九
七
八
・
四
)

八
松
田
悠
美
「
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
の
鬼
」
(
『
坂
口
安
吾
研
究
』
南
窓
者
一

九
七
三
)

九
原
卓
史

「坂
口
安
吾
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
の
〈
終
わ
り
ご
(
『
国
文
学

日
解

釈
と
鑑
賞
』

二
O
一
0
・
九
)

一O
原
卓
史

「
坂
口
安
吾
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
の

〈
終
わ
り
ご
(
『
国
文
学
一

解
釈
と
鑑
賞』

二
O
一
0
・
九
)
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