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「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
に
お
け
る
詩
的
表
象
と
し
て
の
〈
桜
〉

高

熊

哲

也

一

記
号
論
的
に
は
、
言
語
芸
術
の
創
造
性
は
、
既
成
の
言
葉
と
概
念
の
固
着
し

た
関
係
を
越
え
て
、
新
し
い
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
の
付
与
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に

見
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
詩
の
言
語
の
創
造
性
に
つ
い
て
池
上
嘉
彦
氏
は
、

日
常
的
な
言
葉
で
表
わ
し
え
な
い
何
か
―
そ
う
い
っ
た
も
の
を
表
現
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
日
常
的
な
言
葉
の
枠
を
破
る
よ
り
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
新
し

い
経
験
の
表
現
に
は
新
し
い
言
葉
の
創
造
が
必
要
で
す
。
詩
で
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
新
し
い
こ
と
ば
を
創
造
す
る
と
い
う
試
み
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
し
か

も
大
切
な
こ
と
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
な
試
み
が
な
さ
れ
れ
ば
、

新
し
い
価
値
を
持
っ
た
表
現
を
生
み
出
す
だ
け
の
可
能
性
を
常
に
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

と
述
べ
て
い
る
。（
註
１
）
詩
人
が
発
見
す
る
新
し
い
世
界
の
見
え
方
は
、
既

成
の
言
葉
と
意
味
の
結
び
つ
き
を
超
え
る
表
現
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
新
し
い
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
の
創
造
と
い
う
観
点
か
ら
、「
桜
の
樹

の
下
に
は
」
を
捉
え
て
み
れ
ば
、
桜
が
爛
漫
と
咲
き
誇
る
さ
ま
に
、
そ
れ
と
は

お
よ
そ
そ
ぐ
わ
な
い
屍
体
を
、
透
視
あ
る
い
は
幻
視
と
し
て
樹
下
に
対
置
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
年
に
わ
た
っ
て
伝
統
文
学
の
中
で
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
で
繰
り
返
し
詩
的
モ
チ
ー
フ
と
し
て
扱
わ
れ
、
す
で
に
新
し
い
詩
美
を
生

ま
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
桜
に
、
新
し
い
想
像
の
広
が
り
を
与
え
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
屍
体
や
腐
臭
を
詩
美
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て

取
り
入
れ
た
こ
と
に
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
影
響
を
見
る
の
は
通
説
と
言
っ
て

よ
か
ろ
う
し
、
こ
の
種
の
試
み
と
し
て
は
萩
原
朔
太
郎
の
『
青
猫
』
に
収
め
ら

れ
た「
憂
鬱
な
る
花
見
」な
ど
を
先
駆
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。
朔
太
郎
は
、
人
々

が
季
節
の
風
物
と
し
て
喜
び
、
伝
統
的
な
文
芸
の
中
で
愛
で
ら
れ
て
き
た
桜
を

「
遠
く
桜
の
は
な
は
酢
え
／
桜
の
は
な
の
酢
え
た
匂
ひ
は
う
つ
た
う
し
い
」
と

捉
え
、
神
経
の
衰
弱
態
と
し
て
表
出
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
「
桜
の
樹
の
下
に

は
」
は
、
日
常
の
倦
怠
と
疲
労
を
背
景
に
、
表
現
者
の
資
質
に
即
し
て
美
的
想

像
性
を
広
げ
、
桜
を
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
す
る
表
象
と
し
て
捉
え
直
し
た
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と
こ
ろ
に
、
近
代
的
詩
精
神
を
見
て
お
け
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

作
品
を
構
成
す
る
他
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
も
同
様
に
詩
的
表
現
性
を
指
摘

で
き
る
。
桜
の
美
し
さ
を
屍
体
の
幻
視
を
通
し
て
初
め
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
主
人
公
は
、
そ
の
心
的
体
験
を
補
強
す
る
か
の
よ
う
に
次
の

よ
う
に
思
索
を
巡
ら
す
。

ど
う
し
て
俺
が
毎
晩
家
へ
帰
つ
て
来
る
道
で
、
俺
の
部
屋
の
数
あ
る
道
具
の

う
ち
の
、
選
り
に
選
つ
て
小
つ
ぽ
け
な
薄
つ
ぺ
ら
い
も
の
、
安
全
剃
刀
の
刃
な

ん
ぞ
が
、
千
里
眼
の
よ
う
に
思
い
浮
ん
で
来
る
の
か
―
お
前
が
そ
れ
が
わ
か
ら

な
い
と
云
つ
た
が
―
そ
し
て
俺
に
も
や
は
り
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
―
そ

れ
も
こ
れ
も
や
つ
ぱ
り
同
じ
や
う
な
こ
と
に
ち
が
ひ
な
い
。

こ
の
一
節
に
関
し
て
は
以
前
か
ら
い
く
つ
か
の
言
及
が
あ
り
、
作
品
の
構
成

上
の
問
題
点
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
が
『
詩
と
詩
論
』
第

二
冊
（
一
九
二
八
年
一
二
月
刊
）
に
発
表
さ
れ
た
初
出
時
に
は
、
作
品
の
末
尾

に「
―
そ
れ
に
し
て
も
、
俺
が
毎
晩
家
へ
帰
つ
て
ゆ
く
と
き
、
暗
の
な
か
へ
思

い
浮
ん
で
来
る
、
剃
刀
の
刃
が
、
空
を
飛
ぶ
蝮
の
や
う
に
、
俺
の
頸
動
脈
へ
噛

み
つ
い
て
来
る
の
は
何
時
だ
ら
う
。
こ
れ
は
洒
落
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
刃

に
は

Ever
R
eady

（
さ
あ
、
何
時
な
り
と
）

と
書
い
て
あ
る
の
さ
。

と
い
う
一
段
が
付
さ
れ
て
あ
っ
た
。
後
に
単
行
本
「
檸
檬
」
に
収
め
ら
れ
時
に

は
、
梶
井
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
、
剃
刀
の
意
味
づ
け
が
取
り

に
く
く
曖
昧
な
印
象
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
福
永
武
彦
は
、
桜
の

樹
の
下
の
屍
体
と
剃
刀
の
刃
の
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
の
交
錯
に
つ
い
て
、「
作
品

の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。」（
註
２
）
と

い
う
評
価
を
下
し
、
削
除
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
す
る
。
安
藤
靖
彦
氏
は
先

行
研
究
を
踏
ま
え
、
村
人
と
同
列
に
立
つ
こ
と
の
資
格
の
模
索
が
、
こ
の
作
品

の
秘
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
だ
と
後
に
作
者
が
自
覚
し
た
と
き
、
当
該
部
分
が
そ
の

モ
チ
ー
フ
を
溷
濁
さ
せ
る
と
判
断
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。（
註

３
）
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
別
の
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
て
後
述
す
る
。

さ
て
、「
そ
れ
」
は
毎
晩
家
へ
帰
っ
て
来
る
道
で
安
全
剃
刀
の
刃
が
思
い
浮

か
ぶ
こ
と
、「
こ
れ
」
は
桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体
が
埋
ま
っ
て
い
る
と
し
か
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
に
共
通
の
要
素
を
見
出
そ
う
と
す
れ

ば
、
既
存
の
言
葉
の
枠
組
み
を
超
え
、〈
桜－

屍
体
〉
と
い
う
従
来
結
び
つ
き

得
な
か
っ
た
も
の
を
結
ぶ
線
に
並
立
す
る
形
で
、
剃
刀
の
刃
に
も
屍
体
に
あ
た

る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
剃
刀
の
刃
は
ち
っ
ぽ
け
で
薄
っ
ぺ

ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
光
が
怪
し
く
際
だ
つ
も
の
に
な
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
不
気
味
な
も
の
が
想
定
さ
れ
得
る
か
。Ever

R
eady

（
さ
あ
、
何
時
な
り
と
）

の
暗
い
諧
謔
も
捨
て
が
た
い
が
、
作
品
の
末
尾
で
種
明
か
し
を
す
る
か
の
よ
う

な
形
が
取
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
剃
刀
が
自
死
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

に
思
い
至
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。「
俺
」
の
置
か
れ
た
差
し

迫
っ
た
状
況
を
暗
示
し
つ
つ
、
重
層
的
・
多
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
交
錯
の
中
に

読
者
を
誘
う
。「
お
前
」
は
特
に
登
場
人
物
と
し
て
の
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
の
後
半
で
は
、
冷
や
汗
を
精
液
の
よ
う
に
思
う
こ
と
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で
憂
鬱
を
共
有
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
。「
俺
」
が
表
象
か
ら
受
け
取
る
意

味
に
つ
い
て
、
自
覚
的
に
反
芻
を
迫
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
的
存
在
性
を
帯
び

た
人
物
で
も
あ
ろ
う
。
語
り
手
の
独
白
の
世
界
に
い
や
お
う
な
く
読
者
を
も
巻

き
込
ん
で
し
ま
う
印
象
を
残
す
。

桜
の
美
の
神
秘
か
ら
自
由
に
な
っ
た
主
人
公
は
、
自
分
の
心
象
を
明
確
に
す

る
た
め
に
は
憂
鬱
を
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
惨
劇
が
必

要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
、
交
尾
の
た
め
に
谿
の
空
を
舞
っ

て
い
た
薄
羽
か
げ
ろ
う
が
、
磧
の
水
溜
り
に
何
万
匹
と
も
知
れ
な
い
死
骸
と
な

っ
て
、
石
油
を
流
し
た
光
彩
の
よ
う
に
浮
い
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
。
屍
体
か

ら
桜
の
咲
き
誇
る
様
に
灼
熱
し
た
性
欲
を
幻
覚
し
、
そ
れ
を
意
識
下
に
自
死
を

も
思
う
よ
う
な
切
迫
し
た
主
人
公
の
状
況
と
重
ね
る
。
さ
ら
に
夥
し
い
屍
体
は
、

ア
フ
ロ
デ
ィ
ッ
ト
よ
う
な
か
げ
ろ
う
の
交
尾
と
産
卵
の
帰
結
で
あ
る
こ
こ
と
明

ら
か
に
し
て
、
桜
、
剃
刀
、
か
げ
ろ
う
の
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
は
、〈
死
〉
か
ら

〈
生
〉
そ
し
て
そ
の
象
徴
た
る
〈
性
〉
を
も
照
ら
し
出
す
喩
と
し
て
並
列
さ
れ

る
。
こ
の
意
味
で
は
、
福
永
の
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題
を
孕
み
つ
つ
も
、
散
文

詩
と
し
て
の
表
現
性
を
備
え
て
お
り
、
桜
は
そ
の
表
象
の
も
っ
と
も
重
要
な
役

割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

二

小
川
和
佑
氏
は
著
書
「
桜
の
文
学
史
」（
註
４
）
の
中
で
「
桜
の
樹
の
下
に

は
」
に
つ
い
て

梶
井
は
さ
く
ら
に
死
を
み
た
の
で
は
な
い
。
咲
き
極
ま
っ
た
さ
く
ら
に
生
の

輝
き
の
極
点
を
見
た
の
だ
っ
た
。
自
身
の
日
々
に
衰
え
て
い
く
生
命
に
対
し
て
、

生
命
の
輝
き
を
見
せ
る
世
古
峡
の
さ
く
ら
に
激
し
い
憧
れ
を
抱
い
た
か
ら
こ
そ
、

彼
は
さ
く
ら
に
死
を
見
た
の
だ
、
こ
れ
は
彼
の
逆
説
だ
ろ
う
。

生
の
極
点
は
死
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
が
て
死
の
訪
れ
を

予
覚
し
て
い
る
梶
井
の
死
生
観
が
い
わ
せ
て
い
る
こ
と
ば
だ
っ
た
。
梶
井
の
新

し
い
桜
観
は
彼
の
不
可
避
の
死
が
い
わ
せ
た
一
行
な
の
だ
。

と
い
う
解
し
方
を
提
示
し
て
い
る
。

か
げ
ろ
う
の
死
骸
を
見
て
「
墓
場
を
発
い
て
屍
体
を
嗜
む
変
質
者
の
や
う
な

残
忍
な
よ
ろ
こ
び
」
を
味
わ
う
主
人
公
「
俺
」
に
は
、
鶯
や
四
十
雀
や
木
の
芽

と
い
っ
た
、
春
の
訪
れ
と
と
も
に
生
を
謳
歌
す
る
存
在
も
そ
れ
だ
け
で
は
「
も

う
ろ
う
と
し
た
心
象
」
に
過
ぎ
な
い
。
か
げ
ろ
う
の
数
知
れ
な
い
死
骸
に
象
徴

さ
れ
る
む
ご
た
ら
し
い
死
が
あ
っ
て
初
め
て
、
生
が
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
見

え
て
く
る
。
桜
の
生
命
感
は
「
一
種
神
秘
な
雰
囲
気
」「
灼
熱
の
生
殖
の
幻
覚

さ
せ
る
後
光
」「
不
思
議
な
、
生
き
生
き
と
し
た
、
美
し
さ
」
と
表
現
さ
れ
る

が
、
桜
の
美
し
さ
も
、
そ
の
正
体
・
秘
密
を
解
し
得
な
い
う
ち
は
不
安
を
も
た

ら
し
、
受
け
入
れ
、
認
め
、
楽
し
む
気
に
な
れ
ぬ
憂
鬱
、
意
味
を
喪
失
し
た
空

虚
を
感
じ
さ
せ
る
。
作
者
が
造
形
す
る
「
俺
」
に
は
そ
う
い
っ
た
生
命
感
や
命

の
営
み
が
欠
如
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
無
縁
に
思
わ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
輝

き
あ
ふ
れ
る
生
命
感
を
静
寂
の
う
ち
に
た
た
え
、
命
を
つ
な
ぐ
営
み
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
静
か
に
渦
巻
く
桜
の
像
は
、
屍
体
の
幻
視
を
介
し
て
回
復
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
作
者
が
主
人
公
の
眼
を
通
し
て
小
川
氏
の
言
う
「
生

の
極
点
」
を
見
て
い
る
と
い
う
説
は
妥
当
で
あ
る
。
確
か
に
樹
下
の
屍
体
群
の

幻
視
は
、
桜
そ
の
も
の
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
に
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述
べ
た
朔
太
郎
が
桜
そ
の
も
の
が
「
酢
え
た
匂
ひ
」
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
を

感
じ
取
っ
て
い
る
の
と
は
、
若
干
構
造
が
異
な
る
。

小
川
氏
が
「
梶
井
の
新
し
い
桜
観
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
桜
を
新
し
い
詩

的
表
象
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
作
品
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
が
、

欠
如
を
内
包
す
る
憧
憬
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
桜
や

花
見
が
都
市
空
間
や
近
代
的
憂
愁
の
中
に
お
い
て
、
詩
的
表
象
と
し
て
い
か
な

る
表
現
を
取
り
得
る
か
を
先
駆
的
に
捉
え
て
い
る
の
は
、む
し
ろ
朔
太
郎
の「
憂

鬱
な
る
花
見
」
の
方
で
あ
ろ
う
。

白
幡
洋
三
郎
氏
は
著
書
「
花
見
と
桜
」（
註
５
）
の
中
で
、
精
神
性
や
観
念

の
美
と
結
び
つ
く
桜
論
と
は
一
線
を
画
し
、「
群
桜
」「
飲
食
」「
群
衆
」
を
軸

に
花
見
に
つ
い
て
考
察
を
展
開
す
る
。「
貴
族
文
化
と
農
民
文
化
の
二
つ
が
、

元
禄
期
の
都
市
文
化
の
形
成
と
結
び
つ
い
て
大
衆
化
し
た
し
た
も
の
が
、
現
在

に
つ
な
が
る
花
見
で
あ
ろ
う
。」
と
花
見
の
歴
史
を
た
ど
り
、
文
学
に
表
れ
た

桜
、
あ
る
い
は
花
見
に
つ
い
て
も
社
会
学
的
に
分
析
し
て
い
る
。
白
幡
氏
は
小

川
氏
の
見
解
に
批
判
的
で
、「
軍
国
の
桜
を
非
難
す
る
の
は
た
や
す
い
が
、
あ

の
桜
観
に
振
り
回
さ
れ
た
心
と
、
西
行
や
梶
井
基
次
郎
の
よ
う
な
桜
観
に
共
感

す
る
心
と
の
距
離
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
。」
と
述
べ
、
中
野
孝
次
の
「
文
学
は

孤
独
な
個
人
の
心
に
目
を
向
け
、
花
見
な
ど
は
、
俗
な
大
衆
が
す
る
こ
と
と
な

っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、「
大
正
か
ら
昭
和
戦
前
、
花
見
と
桜
が
切
り

離
さ
れ
た
」
と
い
う
判
断
を
下
す
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
の
主
人
公
が
屍
体
の
幻

視
を
媒
介
と
し
て
希
求
し
た
の
は
、
生
き
る
営
み
の
喜
び
を
享
受
し
楽
し
む
権

利
の
獲
得
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
花
見
の
酒
宴
を
開
く
村
人
た
ち
は

無
条
件
に
そ
の
権
利
を
有
し
て
い
る
が
、
生
活
者
と
し
て
も
無
能
で
、
共
同
体

に
も
属
さ
ず
、
生
の
充
実
感
を
持
て
な
い
「
俺
」
は
、「
憂
鬱
」
を
完
成
さ
せ

る
空
想
を
巡
ら
し
て
、
逆
説
的
に
美
し
さ
を
実
感
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
回
復

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら
も
欠
如
態
と
し
て
希
求
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
白
幡
氏
の
言
う
よ
う
に
、
社
会
文
化
的
な
営
為
で
あ
る
花
見
を
、

伝
統
文
学
か
ら
引
き
継
が
れ
た
文
芸
の
相
に
捉
え
た
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

む
し
ろ
、
白
幡
氏
流
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
花
見
か
ら
桜
が
分
断
さ
れ
た
あ
り
方

な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
梶
井
は
倦
怠
へ
の
半
措
定
を
、
こ
の
よ
う
な
花
見
と

い
う
桜
文
化
の
享
受
の
あ
り
か
た
に
求
め
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
梶
井
基
次
郎
の
小
説
観
と
関
わ
り
が
あ
る
。

梶
井
は
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
が
『
詩
と
詩
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
き
、
後

に
詩
の
欄
に
置
か
れ
た
こ
と
を
知
り
、
友
人
た
ち
に
あ
れ
は
小
説
だ
、
と
苦
情

を
漏
ら
し
た
と
い
う
。（
註
６
）
梶
井
基
次
郎
は
自
分
の
作
品
を
「
小
説
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
残
さ
れ

た
多
数
の
作
品
の
大
多
数
に
お
い
て
、
作
者
の
感
受
性
の
投
影
の
色
濃
い
人
物

が
造
形
さ
れ
、
そ
の
狭
い
日
常
の
見
聞
と
思
索
を
も
と
に
構
成
さ
れ
る
作
品
群

を
、
自
身
は
小
説
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
作
家
の
創
作
意
識
と
し
て
そ

の
傾
向
を
見
る
こ
と
は
困
難
で
な
い
。
意
図
が
成
功
し
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、

初
期
作
品
で
も
、「
雪
後
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
物
を
一
定
の
社
会
的
位

置
や
立
場
に
置
い
て
描
出
し
、
時
間
的
経
過
、
事
件
の
展
開
を
物
語
る
形
の
作

品
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、「
あ
る
崖
上
の
感
情
」
や
絶
筆
と
な
っ
た
「
の
ん
き

な
患
者
」
に
引
き
継
が
れ
る
。
と
は
言
え
「
あ
る
崖
上
の
感
情
」
は
二
人
の
青

年
を
対
比
し
て
は
い
る
が
、
同
じ
心
的
状
況
の
二
面
性
を
負
わ
せ
た
に
過
ぎ
な

い
。「
の
ん
き
な
患
者
」
の
主
人
公
吉
田
の
人
物
造
形
も
本
質
的
に
は
そ
れ
ま
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で
の
作
品
と
は
変
わ
ら
な
い
し
、
母
親
を
は
じ
め
他
の
登
場
人
物
た
ち
も
、
あ

く
ま
で
吉
田
の
視
点
か
ら
言
動
が
写
し
取
ら
れ
る
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
主
人
公

吉
田
が
ど
う
感
じ
、
ど
う
行
動
し
た
か
を
記
述
す
る
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
多

様
な
人
物
そ
れ
ぞ
れ
を
主
体
的
な
存
在
と
し
て
描
き
分
け
、
虚
構
の
作
品
空
間

を
設
計
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
梶
井
が
晩
年
「
資
本
論
」
を
熱
心
に
読
ん
だ
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
時
代
思
潮
と
相
ま
っ
て
、
周
囲
が
左
傾
し
て
い
く
こ
と

に
影
響
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
書
簡
な
ど
を
材
料
に
考
察
し
、
社
会
的
関
心
と
視

野
の
広
が
り
を
「
の
ん
き
な
患
者
」
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
む
し
ろ
創
作
意
識
と
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
時
代
思
潮
と
は
一
線
を
画
し
、

本
質
的
に
人
間
関
係
の
中
に
一
定
の
心
的
状
況
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を

見
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
梶
井
自
身
は
そ
う
い
っ
た
形
態
の
作
品
群

を
小
説
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
檸
檬
」
を
『
青
空
』
に
発
表
す
る
以
前
の
習
作
期
に
書
か
れ
た
作
品
を
概

括
す
る
と
、
暴
力
に
よ
る
圧
迫
等
を
題
材
に
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
介
し
た
自

己
認
識
を
扱
い
、
認
識
主
体
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
を
執
拗
に
追
及
し
た
こ

と
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。（
註
７
）
そ
し
て
そ
の
執
拗
な
追
及
を
ベ
ー

ス
に
、
感
性
に
起
き
た
美
的
ド
ラ
マ
を
描
く
と
い
う
方
法
的
な
自
覚
を
以
っ
て

書
か
れ
た
「
檸
檬
」
を
梶
井
の
文
学
的
出
発
と
考
え
る
な
ら
、
梶
井
が
志
賀
直

哉
の
文
学
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
も
こ
の
あ
た
り
の
創
作
意
識
と
関
わ
る
と
言

っ
て
よ
い
。

安
藤
靖
彦
氏
の
先
述
の
著
書
に
は
、「
桜
の
樹
の
下
で
」
の
末
尾
に
関
し
て

・
・
・
村
人
た
ち
を
生
活
人
と
と
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
梶
井
が
生
活
、
な
い

し
生
活
人
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
こ
の
場
面
と
比
較
し

て
も
よ
さ
そ
う
な
、「
闇
の
絵
巻
」
の
渓
流
の
音
に
大
工
や
左
官
な
ど
の
酒
宴
、

そ
し
て
高
笑
い
を
幻
想
す
る
場
面
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
憂
鬱
を
完
成
す

る
と
は
、
彼
に
あ
っ
て
そ
の
終
了
を
意
味
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
桜
の
下
に
集
い
遊
ぶ
人
を
見
て
、
わ
が
こ
こ
ろ
「
つ
め
た
く
し
て
」

と
涙
す
る
朔
太
郎
の
「
桜
」
の
あ
り
よ
う
と
は
対
極
す
る
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
引
用
部
分
か
ら
だ
け
だ
と
、
や
や
意
味
が
取
り
に
く

い
面
も
あ
る
が
、
要
は
朔
太
郎
が
桜
に
集
い
遊
ぶ
人
た
ち
と
は
結
局
は
相
容
れ

な
い
位
置
に
立
つ
の
に
対
し
て
、
梶
井
は
生
活
者
と
し
て
立
と
う
と
す
る
自
覚

が
あ
っ
た
と
見
る
立
場
で
あ
る
。
安
藤
氏
は
、
近
藤
直
人
に
あ
て
た
書
簡
に
生

活
の
た
め
の
原
稿
料
を
稼
ぐ
必
要
が
出
て
き
た
こ
と
を
報
告
し
た
書
簡
を
も
と

に
、
生
活
者
と
し
て
立
つ
こ
と
を
、
認
識
的
な
け
じ
め
と
し
て
意
識
し
つ
つ
あ

っ
た
と
指
摘
す
る
。「
わ
が
こ
こ
ろ
は
つ
め
た
く
し
て
」
は
『
純
情
小
曲
集
』
の

愛
憐
詩
編
の
中
の
一
編
「
桜
」
に
出
る
表
現
だ
が
、
創
作
年
代
と
し
て
は
先
に

示
し
た
「
憂
鬱
な
る
花
見
」
に
先
行
す
る
作
品
で
、
ま
だ
桜
に
「
酢
え
た
匂
ひ
」

を
嗅
ぎ
取
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
花
び
ら
の
散
る
桜
の
下
に
た
た

ず
ん
で
も
、
憂
愁
の
み
が
心
を
満
た
す
悲
し
さ
を
歌
っ
て
い
る
。
満
開
の
桜
の

下
に
酒
宴
を
開
く
村
人
た
ち
と
同
じ
権
利
を
、
欠
如
し
た
も
の
を
幻
想
を
介
し

て
希
求
す
る
と
い
う
形
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
登
場
人
物
が
認
識
主
体
と
し

て
、
自
己
の
あ
り
方
を
定
め
よ
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
、
作
品
の
言
説
を
組

み
立
て
よ
う
と
す
る
梶
井
の
創
作
意
識
と
の
間
に
は
開
き
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

生
活
者
と
し
て
立
つ
こ
と
の
表
明
自
身
が
作
品
の
主
調
を
な
す
わ
け
で
は
な
い

が
、「
桜
の
樹
の
下
」
に
お
け
る
桜
と
い
う
詩
的
表
象
は
、
そ
れ
を
通
し
て
認

識
主
体
と
し
て
の
あ
り
方
を
捕
捉
す
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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三

風
物
詩
と
し
て
の
花
見
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
は
も
と
よ
り
、
桜
を
題
材
と

し
た
文
芸
を
読
み
解
く
と
き
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
と
い
う
品
種
が
開
発
さ
れ
た
こ

と
が
与
っ
て
大
き
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
小
川
和
佑
氏
は
し
き
り
に
説
く
。
江

戸
末
期
染
井
村
（
現
豊
島
区
駒
込
）
で
生
ま
れ
た
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
、
葉
が
出

る
前
に
花
が
咲
き
、
薄
紅
色
の
花
弁
の
花
が
花
期
を
終
え
る
と
一
斉
に
散
る
性

質
が
、
も
て
は
や
さ
れ
て
全
国
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。
清
楚
で
健
康
な
生
命
感

よ
り
は
、
華
や
か
で
は
あ
る
が
か
え
っ
て
は
か
な
さ
を
強
調
す
る
よ
う
な
咲
き

振
り
が
、「
桜
」
の
典
型
像
を
形
成
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
伊
豆
湯

ヶ
島
の
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
を
題
材
に
若
山
牧
水
が
『
山
桜
の
歌
』
を
詠
ん
で
い
る
が
、

梶
井
基
次
郎
は
世
古
峡
か
ら
当
時
か
ら
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も
見
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
小
川
氏
は
言
う
。
確
か
に
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
の
、「
灼
熱
の
生
殖
」
の

イ
メ
ー
ジ
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
そ
れ
で
あ
る
。

屍
体
の
幻
視
を
通
し
て
回
復
さ
れ
た
の
は
、
先
に
引
い
た
小
川
氏
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
「
生
の
極
点
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
水
た
ま
り
に
石
油
を
流
し
た
よ

う
に
輝
く
光
彩
が
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
ッ
ト
の
よ
う
に
舞
っ
た
か
げ
ろ
う
が
産�

卵�

を

終
え
た
屍
体
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
悪
鬼
の
よ
う
に
憂
鬱
に
渇
く
俺
の
話
に
、「
お

前
」
が
流
す
冷
や
汗
を
精�

液�

だ
と
思
う
よ
う
強
要
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し

て
、「
灼
熱
の
生
殖
」
に
は
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
増
幅
さ
れ
る
。（
以
上
傍
点
筆
者
）

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
烈
さ
で
も
あ
り
、
次
代
に
命
を
繋
ぐ

営
み
の
し
た
た
か
さ
で
も
あ
る
。

さ
て
村
人
た
ち
の
酒
宴
は
、
そ
の
生
を
謳
歌
す
る
た
め
に
開
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
先
に
白
幡
氏
の
所
説
を
紹
介
し
た
が
、
花
見
が
そ
の
起
源
か
ら
発

達
し
て
い
く
過
程
で
、
お
そ
ら
く
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
楽
し
み
ご
と
と
い
う
性

格
が
備
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
文
芸
に
お
い
て
花
見
と
桜
が
分
断
さ
れ
よ
う
が
、

い
か
な
る
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、
や
は
り
桜
は
巡
る
春
に
爛

漫
と
咲
く
。
そ
し
て
村
人
た
ち
は
そ
の
花
を
眺
め
な
が
ら
酒
を
飲
む
の
で
あ
る
。

「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
に
お
け
る
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
欲
求
あ
る
い
は
衝
動

の
側
面
で
捉
え
る
の
一
つ
の
方
向
性
で
は
あ
る
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
季
節
の
営

み
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
梶
井

が
、
病
を
得
て
病
状
の
進
行
と
と
も
に
、
逆
に
自
ら
の
身
体
の
客
観
的
状
況
を

徐
々
に
納
得
さ
せ
ら
れ
て
い
く
過
程
に
、
性
欲
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
。

（
註
８
）
桜
の
精
気
の
横
溢
が
、
自
分
の
生
の
状
況
を
逆
説
的
に
突
き
つ
け
、

一
種
の
認
識
や
覚
悟
を
迫
っ
た
面
は
否
め
な
い
し
、
だ
か
ら
こ
そ
桜
と
い
う
表

象
は
認
識
主
体
と
し
て
の
自
己
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
も
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、「
村
人
た
ち
と
同
じ
権
利
」
と
は
、
何
ら
の
観
念
的

な
操
作
を
抜
き
に
し
て
、
冬
枯
れ
の
季
節
を
終
え
て
、
例
え
ば
種
ま
き
と
い
っ

た
野
良
仕
事
の
再
開
と
い
う
季
節
感
と
直
結
し
て
お
り
、
桜
の
盛
り
を
契
機
に

共
同
体
の
紐
帯
を
確
か
め
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
。
要
は
巡
る
季
節
を
共
有
す
る

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
こ
そ
生
活
感
に
結
び
つ
い
た
健
康
な
生
が
営
ま
れ
る
。

近
年
（
こ
こ
十
年
く
ら
い
）
歌
謡
曲
界
で
は
春
に
な
る
と
桜
ソ
ン
グ
が
ヒ
ッ

ト
す
る
。
福
山
雅
治
の
「
桜
坂
」（
２
０
０
０
年
）
あ
た
り
が
そ
の
嚆
矢
で
、

「
森
山
直
太
朗
「
桜
（
独
唱
）」（
２
０
０
３
年
）
コ
ブ
ク
ロ
「
桜
」（
２
０
０
５

年
）
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
ア
キ
「
サ
ク
ラ
色
」（
２
０
０
７
年
）
な
ど
を
そ
の
代
表

と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
詞
を
引
い
て
詳
述
は
し
な
い
が
、
共
通
の

主
調
は
学
校
や
社
会
の
年
度
替
わ
り
、
あ
る
い
は
桜
の
思
い
出
に
こ
と
よ
せ
て

― ６６ ―



出
会
い
と
別
れ
を
描
く
こ
と
に
あ
る
。
感
傷
に
乗
せ
な
が
ら
、
恋
や
友
情
を
歌

い
聴
き
手
の
共
感
を
呼
ぶ
。
桜
は
も
ち
ろ
ん
巡
り
来
る
季
節
の
象
徴
で
あ
る
。

マ
ス
コ
ミ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
力
も
関
与
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
現
在

概
ね
３０
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
、
自
分
の
作
品
に
桜
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て

取
り
入
れ
る
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
桜
の
樹
の
下
で
入
学
式
の

記
念
写
真
を
撮
る
と
い
う
、
花
見
と
並
ん
で
、
一
種
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な

桜
風
景
を
享
受
す
る
慣
習
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
大
衆
経
験
を
呼
び
覚
ま
し
、

一
方
で
繊
細
な
日
本
の
伝
統
的
な
風
物
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
若
者
た
ち
を

中
心
と
し
た
人
々
の
心
を
捉
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。「
散
華
」
と
い
う

言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
軍
国
主
義
的
イ
メ
ー
ジ
と
の
交
錯
を
忌
避
す
る
た
め
か
、

歌
謡
曲
と
い
う
大
衆
文
化
の
中
で
は
桜
は
デ
リ
ケ
ー
ト
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
伝

統
文
化
尊
重
の
方
向
性
と
戦
争
体
験
の
希
薄
化
が
桜
を
取
り
入
れ
る
機
運
を
盛

り
上
げ
た
も
の
か
、
と
も
か
く
２１
世
紀
を
迎
え
て
盛
ん
に
桜
が
歌
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
「
さ
ま
ざ
ま
の
事
思
ひ
出
す
桜
か
な
」
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
古
代

か
ら
一
貫
し
て
桜
と
い
う
表
象
を
支
え
る
属
性
は
、
巡
る
春
ご
と
に
回
帰
し
て

花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
文
学
表
象
は
当
然
、
仮
に
否
定

や
超
越
を
眼
目
と
す
る
表
現
形
態
で
あ
っ
て
も
、
先
行
す
る
伝
統
的
文
芸
の
中

に
お
け
る
意
味
づ
け
や
価
値
を
必
然
的
に
帯
び
て
し
ま
う
。
ま
し
て
梶
井
基
次

郎
は
そ
の
伝
統
文
芸
を
積
極
的
に
自
分
の
作
品
世
界
に
生
か
そ
う
す
る
傾
向
が

あ
る
。
例
え
ば
「
冬
の
日
」
は
芭
蕉
の
猿
蓑
か
ら
名
付
け
ら
れ
も
の
で
あ
り
、

未
完
に
終
わ
っ
て
全
体
構
想
作
品
中
で
は
ど
う
扱
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
梅
の
香
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
を
成
す
は
ず
で
あ
っ
た
。「
旅

情
」
と
い
う
梶
井
基
次
郎
文
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
も
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
よ
か

ろ
う
。

梶
井
の
作
品
は
、
抽
象
的
な
用
語
に
よ
っ
て
執
拗
に
心
的
状
況
を
追
及
し
、

そ
の
結
果
飛
躍
の
あ
る
表
現
も
散
見
し
、
難
解
で
晦
渋
な
一
面
も
あ
る
一
方
、

創
作
意
識
の
根
底
で
、
単
純
で
平
明
な
世
界
へ
の
憧
れ
や
志
向
も
あ
り
、
そ
れ

と
関
わ
っ
て
言
葉
遊
び
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
頻
出
す
る
。「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は

前
者
の
傾
向
を
主
調
と
す
る
作
品
で
は
あ
る
が
、
桜
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な

季
節
感
や
桜
に
ま
つ
わ
る
価
値
意
識
が
作
品
に
響
く
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
書

か
れ
た
と
見
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
近
代
的
な
憂
愁
や
倦
怠
が

主
題
で
は
あ
る
が
、
観
念
的
な
自
己
認
識
の
世
界
の
あ
り
方
に
引
き
ず
ら
れ
す

ぎ
ず
、
爛
漫
と
咲
く
桜
の
も
と
で
酒
宴
を
楽
し
む
人
々
の
姿
を
、
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
思
い
浮
か
べ
つ
つ
読
む
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

註
記

（
１
）
池
上
嘉
彦
『
こ
と
ば
の
詩
学
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
二
年
）

（
２
）
福
永
武
彦
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
１８
中
島
敦
・
梶
井
基
次
郎
』（
角

川
書
店
・
一
九
五
九
年
）

（
３
）
安
藤
靖
彦
『
梶
井
基
次
郎
』（
明
治
書
院
・
一
九
九
六
年
）
所
収
の
「「
桜

の
樹
の
下
に
は
」「
あ
る
崖
上
の
感
情
」
と
「
愛
撫
」」

（
４
）
小
川
和
佑
『
桜
の
文
学
史
』（
文
藝
春
秋
社
・
二
〇
〇
二
年
）。
小
川
氏

に
は
、
桜
の
文
学
に
関
す
る
概
説
書
と
し
て
、『
桜
誌
』（
一
九
九
八
年

・
原
書
房
）『
桜
と
日
本
人
』（
新
潮
社
・
一
九
九
三
年
）
な
ど
が
あ
り
、

参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
５
）
白
幡
洋
三
郎
『
花
見
と
桜
〈
日
本
的
な
る
も
の
〉
再
考
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研

究
所
・
二
〇
〇
〇
年
）
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（
６
）
鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』（
作
品
社
・
二
〇
〇
一
年
）
の
評

伝

梶
井
基
次
郎

に
詳
し
い
考
証
が
あ
る
。

（
７
）
拙
稿
「
梶
井
基
次
郎
の
習
作
群
を
め
ぐ
っ
て
」（
富
山
工
業
高
等
専
門

学
校
紀
要
３４
巻
・
二
〇
〇
〇
年
）

（
８
）
鈴
木
貞
美

前
掲
書
。

文
中
の
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
の
引
用
は
、
校
註
も
含
め
て
鈴
木
貞
美

氏
の
編
集
に
よ
る
新
版
「
梶
井
基
次
郎
全
集
」
に
よ
っ
た
。
引
用
に
当

た
っ
て
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
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