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白
じ
ろ
と
一
反
も
め
ん
の
焚
火
か
な�

阿
部
　
草
薫

　
一
反
も
め
ん
は
水
木
し
げ
る
の
「
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
」
に
出
て

く
る
真
白
く
長
い
木
綿
様
の
妖
怪
で
あ
る
。
こ
の
句
で
は
、
当
た
っ

て
い
る
焚
火
の
炎
が
一
反
も
め
ん
の
形
を
し
、
白
じ
ろ
と
立
ち

昇
っ
て
い
る
と
詠
む
。「
白
じ
ろ
と
」
と
把
握
し
た
個
性
。

息
白
し
ふ
し
ぎ
ふ
し
ぎ
と
吹
き
吹
く
子�

伊
澤
や
す
ゑ

　
赤
子
が
少
し
成
長
し
、
自
分
の
口
か
ら
出
る
息
の
白
さ
に
気
付

い
た
。
息
を
し
て
い
る
な
ん
て
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
ず
、
只
々

そ
の
白
い
息
を
不
思
議
が
り
、
何
回
も
息
を
吹
い
て
面
白
が
る
。

そ
れ
を
「
吹
く
子
か
な
」
で
は
な
く
「
吹
き
吹
く
子
」
と
詠
ん
だ
。

「
吹
き
吹
く
子
」
の
措
辞
に
よ
り
、
赤
子
の
可
愛
い
様
子
が
増
幅

し
て
見
え
て
来
る
。
言
葉
を
大
切
に
し
て
い
る
人
の
句
で
あ
る
。

安
寧
を
希

こ
い
ね
が

ふ
歩
や
枯
野
中�

市
村
　
啓
子

　
今
回
の
作
品
に
は
「
穏
や
か
を
祈
ぎ
」「
笑
門
来
福
」
な
ど
の

言
葉
が
散
見
す
る
。
こ
の
句
も
ま
た
、
安
寧
を
こ
い
ね
が
っ
て
い

る
が
、
そ
の
歩
ん
で
い
る
の
が
枯
野
の
中
と
い
う
。
勿
論
、
こ
の

枯
野
は
自
身
の
人
生
に
お
け
る
枯
野
で
も
あ
る
。
万
象
枯
れ
る
そ

の
野
を
ひ
た
す
ら
歩
く
心
細
さ
に
処
す
に
は
、
ひ
た
す
ら
安
寧
を

祈
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。「
枯
野
中
」
が
重
く
、
切
な
い
。

か
き
回
す
リ
ト
ル
ル
ー
キ
ー
福
笑�

牛
込
は
る
子

　
リ
ト
ル
ル
ー
キ
ー
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
で
、
将
来
活
躍

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
子
。
希
望
の
星
。
そ
の
よ
う
に
理

解
し
た
。
そ
の
子
が
何
と
福
笑
い
の
顔
を
手
で
か
き
回
し
、
そ
の

顔
を
粉
々
に
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
、
天
使
の
顔
で
。
可
笑
し
い
。

誤
字
脱
字
な
ど
は
茶
飯
事
卒
業
す�

内
海
　
範
子

　
よ
く
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
が
、
な
か
な
か
身
に
付
か
ず
誤
字
脱
字

な
ど
は
日
常
茶
飯
事
。
そ
れ
で
も
大
目
に
見
て
も
ら
い
卒
業
で
き

た
の
だ
か
ら
大
し
た
も
の
。
俳
句
で
も
、
字
が
解
ら
な
い
時
は
辞

書
を
引
く
。
季
語
が
解
ら
な
け
れ
ば
俳
句
歳
時
記
を
引
こ
う
。

春
待
つ
や
雨
で
幸
ひ
病
弱
者�

大
下
　
壽
櫻

　
ご
自
身
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
陽
春
の
日
差
し
に
待
ち
焦
が

れ
な
が
ら
も
、
雨
が
降
っ
て
い
る
方
が
病
弱
の
体
に
は
い
い
の
だ

ろ
う
か
、「
雨
で
幸
ひ
」
と
言
っ
て
い
る
。
健
常
者
に
は
解
ら
な
い

体
調
を
「
雨
で
幸
ひ
病
弱
者
」
で
言
い
留
め
、
確
り
伝
え
て
い
る
。

均
し
た
る
枕
の
く
ぼ
み
初
明
り�

太
田
　
裕
子

　
初
明
り
に
粛
々
と
目
覚
め
た
そ
の
朝
。
枕
の
凹
み
に
気
づ
い
た

「
閏
」
一
句
鑑
賞

守
屋
　
明
俊

（
五
十
音
順
）
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ほ
ど
頭
は
冴
え
、
そ
の
凹
み
を
訝
し
げ
に
眺
め
、
そ
し
て
均
し
た
。

毎
晩
使
う
枕
で
あ
る
が
、
く
ぼ
ん
で
い
る
の
を
意
識
し
た
の
は
、

新
し
い
年
を
健
康
で
迎
え
た
い
と
の
思
い
か
ら
だ
ろ
う
。
無
意
識

に
枕
を
均
し
た
の
も
、
未
知
な
る
一
年
へ
の
深
い
祈
り
に
よ
る
も

の
。
全
て
は
、
あ
ら
た
ま
の
為
せ
る
業
。
淑
気
を
感
じ
る
一
句
。

餅
好
き
は
父
似
中
華
の
餡
を
か
け�

大
和
田
い
そ
子

　
作
者
の
住
む
愛
媛
で
も
、
餅
は
い
ろ
い
ろ
の
食
べ
方
が
あ
る
の

だ
ろ
う
。
餅
の
中
華
餡
か
け
は
、
想
像
だ
が
、
加
熱
し
た
切
り
餅

を
包
む
よ
う
に
、
水
溶
き
片
栗
粉
を
回
し
入
れ
た
熱
々
の
具
材
（
豚

肉
・
野
菜
な
ど
）
を
盛
り
付
け
る
。
見
る
か
ら
に
美
味
し
そ
う
だ
。

父
に
似
て
餅
が
好
き
と
の
こ
と
。
も
は
や
餅
の
中
華
餡
か
け
は
、

大
和
田
家
の
伝
統
料
理
の
一
品
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

風
花
す
旅
立
ち
ち
か
き
父
と
ゐ
る�
小
野
　
直
美

　
こ
の
句
の
前
に
〈
凍
星
や
命
の
秒
読
み
は
じ
ま
り
ぬ
〉
の
緊
迫

し
た
句
が
あ
る
の
で
、「
旅
立
ち
」
は
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
。

山
を
越
え
て
舞
っ
て
く
る
風
花
に
、
今
ま
さ
に
旅
立
と
う
と
し
て

い
る
父
へ
の
思
い
が
滲
む
。「
父
と
ゐ
る
」
の
強
い
思
い
に
圧
倒

さ
れ
た
。
尊
い
命
に
向
き
合
う
一
句
で
あ
る
。

水
仙
や
海
を
遠
く
に
夫
の
墓�

金
子
か
ほ
る

　
海
辺
に
建
つ
夫
君
の
墓
。
そ
の
辺
り
に
は
水
仙
が
楚
々
と
し
て

咲
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
墓
と
水
仙
の
向
う
に
は
青
い
海
が
果
て

し
な
く
続
く
と
、
こ
の
句
は
語
っ
て
い
る
。「
海
を
遠
く
に
」
で
、

夫
追
悼
の
美
し
い
一
句
に
仕
上
が
っ
た
。

父
と
観
し
箱
根
駅
伝
一
人
観
る�

金
田
　
知
子

　
今
ま
で
季
語
で
は
な
か
っ
た
箱
根
駅
伝
が
、
ど
う
い
う
経
緯
か

知
ら
な
い
が
、
新
年
の
季
語
に
仲
間
入
り
し
た
の
は
喜
ば
し
い
こ

と
。
こ
の
句
で
は
亡
き
父
上
を
追
想
し
つ
つ
、
現
在
は
箱
根
駅
伝

を
一
人
で
観
て
い
る
。
嘆
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
の
流
れ

の
早
さ
。
そ
の
現
実
を
直
視
し
て
い
る
作
者
が
こ
の
句
に
い
る
。

七
草
や
土
鍋
に
残
る
草
匂
ひ�

金
田
　
喜
子

　
七
草
粥
な
の
だ
ろ
う
、
食
べ
終
え
て
な
お
土
鍋
に
残
る
そ
の
草

の
匂
い
に
思
い
浸
っ
て
い
る
。
七
草
粥
は
人
日
に
食
べ
る
七
草
の

祝
食
。
芽
を
出
し
た
ば
か
り
の
若
草
を
粥
に
入
れ
、
神
と
共
に
食

べ
る
こ
と
で
新
し
い
生
命
力
を
身
に
付
け
る
。
そ
う
い
う
願
い

が
、
こ
の
七
草
粥
に
は
籠
め
ら
れ
て
い
る
。「
土
鍋
に
残
る
草
匂

ひ
」
か
ら
も
そ
れ
は
感
じ
ら
れ
る
。

一
万
歩
枯
葉
一
万
踏
み
尽
く
す�

北
　
　
好
夫

　
一
日
に
一
万
歩
を
達
成
し
た
作
者
。
枯
れ
た
落
葉
の
道
を
ず
っ

と
歩
い
た
の
で
、
結
局
そ
の
一
万
歩
は
枯
葉
を
一
万
枚
踏
ん
だ
こ

と
に
な
る
。
そ
の
達
成
感
が
「
踏
み
尽
く
す
」
に
表
れ
て
い
る
。
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白
粥
を
い
の
ち
の
粥
と
覚
え
た
り�

木
山
　
有
衣

　
米
を
ふ
か
し
た
も
の
が
飯
で
、
煮
た
も
の
が
粥
。
粥
は
「
じ
ゅ

く
」
と
読
み
、
そ
れ
が
祝
（
し
ゅ
く
）
に
通
じ
る
の
で
目
出
度
い

の
だ
と
、
楠
本
憲
吉
が
書
い
て
い
る
。
こ
の
粥
は
本
来
白
粥
で
、

具
を
入
れ
ず
塩
も
加
え
な
か
っ
た
。
淡
泊
こ
の
上
も
な
い
味
で
、

「
い
の
ち
の
粥
と
覚
え
た
り
」
と
は
、
よ
く
ぞ
申
し
た
。〈
骨
の
上

に
春
滴
る
や
粥
の
味
　
夏
目
漱
石
〉

過
去
と
い
ふ
低
音
や
け
ど
霜
を
踏
む�

久
保
田
勝
一

　
自
分
の
過
去
を
一
時
の
「
火
傷
」
に
喩
え
る
の
は
容
易
い
。
そ

こ
へ
い
く
と
、
こ
の
句
の
よ
う
に
低
音
火
傷
の
よ
う
だ
と
言
わ
れ

て
み
る
と
、
そ
の
過
去
の
様
子
が
も
う
少
し
微
妙
で
繊
細
な
感
じ

も
し
て
く
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
低
音
火
傷
は
「
比
較
的
温
度

の
低
い
暖
房
器
具
な
ど
に
長
時
間
接
触
し
て
起
こ
る
火
傷
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
目
立
た
ず
長
い
間
気
付
か
な
い
で
い
る
う
ち
に

じ
わ
じ
わ
と
進
行
す
る
火
傷
は
、
も
は
や
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

過
去
の
様
。
作
者
は
う
ま
い
こ
と
を
言
っ
た
。「
霜
を
踏
む
」
に
、

忸
怩
た
る
現
在
の
心
境
が
し
み
じ
み
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

落
し
物
届
け
徳
積
む
初
詣�

栗
原
　
季
星

　
初
詣
に
出
掛
け
た
折
、
作
者
は
そ
こ
で
落
し
物
を
拾
っ
た
と
い

う
。
直
ぐ
に
そ
れ
を
届
け
出
た
そ
う
で
、
こ
れ
は
善
行
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
徳
積
む
」。
こ
の
心
掛
け
が
一
年
を

明
る
く
し
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
晴
れ
晴
れ
と
し
た
一
句
。

寒
く
な
い
大
寒
地
球
は
火
の
車�

小
圷
あ
ゆ
み

　
大
寒
は
必
ず
し
も
そ
の
名
の
と
お
り
の
寒
さ
に
な
る
と
は
限
ら

な
い
。
昔
の
よ
う
な
極
端
な
寒
さ
は
東
京
で
も
稀
で
、
暖
冬
と
い

う
言
葉
は
随
分
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
来
て
、
気
候

変
動
。
こ
の
先
ど
う
な
る
の
か
。
今
夏
も
暑
い
と
い
う
。
火
の
車

は
地
獄
で
罪
人
が
乗
せ
ら
れ
る
猛
火
の
燃
え
て
い
る
車
で
、
悪
業

の
あ
る
者
を
、
死
ぬ
前
に
迎
え
に
来
る
と
い
う
。
故
に
こ
の
句
、

火
の
車
で
あ
る
地
球
に
乗
っ
て
い
る
者
は
悪
業
の
人
類
で
あ
る
。

寒
林
ゆ
く
孤
高
の
人
の
や
う
に
ゆ
く�

小
泉
ま
り
子

　
落
葉
樹
が
葉
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
、
寒
む
ざ
む
と
し
た
冬
の

林
が
寒
林
。
そ
こ
へ
深
く
入
り
込
む
に
つ
れ
、
雑
念
も
消
え
孤
高

の
人
の
よ
う
な
超
然
と
し
た
心
境
に
作
者
は
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

決
し
て
寂
し
い
わ
け
で
は
な
い
。〈
寒
林
を
馳
せ
た
れ
ば
息
新
し

き
　
細
見
綾
子
〉

の
つ
そ
り
と
猫
が
見
に
来
る
福
笑
ひ�

幸
喜
美
恵
子

　
作
者
に
は
も
う
一
句
〈
吾
輩
は
鯛
焼
好
き
な
猫
で
あ
る
〉
が
あ

る
。
鯛
焼
は
兎
も
角
、
福
笑
に
は
興
味
の
無
さ
そ
う
な
猫
だ
が
、

一
応
、
の
っ
そ
り
と
見
に
来
た
。
見
て
か
ら
ぷ
い
と
引
き
返
し
て

い
く
様
も
面
白
く
想
像
で
き
よ
う
。
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き
し
め
ん
の
味
噌
鍋
焼
や
「
で
ぇ
ら
う
み
ゃ
あ
ー
」�

小
濱
け
え
子

　
き
し
め
ん
は
平
打
ち
の
う
ど
ん
で
、
名
古
屋
の
名
産
。
そ
の
味

噌
鍋
焼
な
の
で
作
者
も
美
味
し
く
戴
い
て
い
る
。
名
古
屋
で
食
べ

た
の
だ
ろ
う
か
、
地
元
の
人
の
「
で
ぇ
ら
う
み
ゃ
あ
ー
」
の
言
葉

が
強
く
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
句
に
仕
立
て

て
い
る
。
記
念
の
一
句
。

句
の
出
来
を
よ
す
が
に
張
り
ぬ
老
の
春�

小
林
ゆ
き
お

　
俳
句
に
精
進
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
句
で
あ
る
。〈
余
寒

な
ほ
投
函
前
に
二
度
キ
ッ
ス
〉
す
る
く
ら
い
、
俳
句
に
よ
っ
て
心

を
奮
い
起
し
て
い
る
。「
老
の
春
」
は
初
春
を
め
で
る
言
葉
。
互

い
に
張
り
の
あ
る
老
の
春
で
あ
り
ま
す
よ
う
。

こ
の
先
は
薄
氷
を
踏
む
ゲ
ー
ム
と
も�
小
林
　
　
玲

　
自
分
の
余
生
の
こ
と
と
も
、
過
ち
を
繰
り
返
し
て
き
た
人
の
世

の
こ
と
と
も
思
え
る
薄
氷
。
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
「
こ
の
先
」

ま
で
も
薄
氷
は
破
滅
を
包
含
し
て
私
た
ち
の
足
下
に
あ
る
。
踏
む

か
踏
ま
な
い
か
、
こ
れ
は
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
。
で
も
ゲ
ー
ム
と
も

思
え
る
の
が
と
て
も
悲
し
い
。
弱
者
は
い
つ
も
弄
ば
れ
て
い
る
。

軒
下
の
「
音
が
す
る
砂
利
」
年
の
暮�

佐
藤
　
和
子

　「
音
が
す
る
砂
利
」
は
防
犯
砂
利
。
そ
の
撒
い
た
砂
利
の
上
を

歩
く
と
大
き
な
音
が
鳴
り
、
空
き
巣
な
ど
の
存
在
を
知
ら
せ
て
く

れ
る
由
。
そ
の
音
量
は
蟬
の
鳴
き
声
を
間
近
で
聴
い
て
い
る
の
と

同
じ
レ
ベ
ル
と
の
こ
と
で
で
、
こ
の
句
で
は
、
こ
れ
を
侵
入
経
路

に
撒
き
、
年
の
暮
を
安
心
し
て
迎
え
て
い
る
。
昼
日
中
か
ら
押
入

り
強
盗
が
出
没
す
る
怖
い
世
の
中
。
こ
う
い
う
自
衛
も
悲
し
い
。

我
が
老
を
亡
夫
は
知
ら
ず
や
冬
椿�

島
　
　
昌
子

　
我
が
家
も
父
は
52
歳
で
、
母
は
97
歳
で
他
界
し
て
い
る
の
で
当

然
の
こ
と
な
が
ら
父
は
母
の
老
い
や
老
後
の
暮
し
を
知
ら
な
い
。

人
の
世
は
そ
の
繰
り
返
し
で
代
を
重
ね
て
い
る
の
だ
か
ら
致
し
方

な
い
け
れ
ど
も
、
我
が
老
を
ど
こ
か
で
見
守
っ
て
い
て
欲
し
い
と

い
う
思
い
は
解
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
早
咲
き
の
赤
い
冬
椿
の
美

し
い
こ
と
。「
亡
夫
は
知
ら
ず
や
」
は
作
者
の
胸
の
内
に
。

初
み
く
じ
凶
と
は
愉
し
浅
草
寺�

嶋
谷
　
宗
泰

　
浅
草
寺
の
御
神
籤
は
昔
か
ら
凶
が
多
い
の
で
す
。
初
み
く
じ
で

も
容
赦
な
く
凶
が
た
く
さ
ん
出
ま
す
。
で
も
、
作
者
は
そ
の
こ
と

を
む
し
ろ
愉
し
ん
で
い
る
様
子
。
凶
ぐ
ら
い
で
は
驚
か
な
い
。
む

し
ろ
、
大
吉
な
ど
が
出
た
ら
落
ち
着
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

た
は
む
れ
に
舞
ひ
た
る
落
葉
無
垢
の
恋�

清
水
　
悠
太

　
こ
の
「
た
は
む
れ
に
舞
ひ
た
る
落
葉
」
は
作
者
自
身
の
こ
と
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
純
粋
で
、
ひ
た
す
ら
舞
う
。
そ
れ
が
「
無
垢

の
恋
」
か
と
も
。
老
境
に
入
っ
て
の
ラ
ブ
ソ
ン
グ
で
美
し
い
。
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月
光
や
湖
い
つ
ぱ
い
に
鴨
の
水
脈�

首
藤
　
久
枝

　〈
人
生
に
落
し
穴
あ
り
冬
木
の
芽
〉〈
鼻
の
穴
左
右
交
互
に
春
気

吸
ふ
〉
な
ど
面
白
い
句
が
あ
る
中
で
、
掲
出
の
句
は
美
し
い
冬
の

月
光
を
詠
む
。
そ
の
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
湖
上
の
鴨
が
幾
つ
も
水

脈
を
引
い
て
行
く
。「
湖
い
つ
ぱ
い
に
」
の
景
の
広
が
り
が
素
敵
。

山
茶
花
の
花
の
盛
り
は
散
る
さ
か
り�

正
田
　
和
子

　
山
茶
花
は
咲
い
て
も
散
っ
て
も
見
応
え
の
あ
る
花
だ
。
咲
き
な

が
ら
散
り
敷
い
て
い
る
様
は
、
振
り
返
っ
て
見
て
し
ま
う
ほ
ど
の

魅
力
が
あ
る
。「
花
の
盛
り
は
散
る
さ
か
り
」
を
人
生
に
は
喩
え

た
く
な
い
。
山
茶
花
だ
け
の
特
権
で
あ
る
。

戦
後
一
〇
〇
年
あ
れ
と
祈
る
や
寒
卵�
新
海
あ
ぐ
り

　
今
年
は
戦
後
八
〇
年
。
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
戦
争
を
起
こ
さ
ず
、

戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
戦
前
に
帰
る
こ
と
な
く
、
一
〇

〇
年
に
な
る
ま
で
日
本
は
戦
後
で
い
て
欲
し
い
と
。
寒
卵
を
潰
し

て
は
な
ら
な
い
。

臘
梅
の
青
き
空
よ
り
生
ま
れ
け
り�

杉
渕
真
喜
子

　
臘
梅
に
青
い
空
と
い
う
組
合
せ
の
句
は
た
く
さ
ん
在
る
と
思
う
。

で
も
、
こ
の
句
は
臘
梅
が
そ
の
青
い
空
か
ら
生
ま
れ
た
と
詠
ん
で

い
て
独
創
的
で
あ
る
。
青
空
か
ら
滲
ん
で
く
る
よ
う
に
咲
き
始
め

た
の
だ
。
臘
梅
は
そ
の
名
の
と
お
り
透
明
感
が
あ
る
の
で
、
そ
う

感
じ
た
の
に
は
無
理
が
な
い
。「
け
り
」
と
言
い
切
り
、
潔
い
。

稜
線
は
冬
銀
河
へ
の
滑
走
路�

高
橋
　
章
子

　
何
が
滑
走
す
る
か
を
言
っ
て
な
い
が
い
い
の
だ
ろ
う
。
と
て
も

夢
の
あ
る
句
で
あ
る
。
山
の
な
だ
ら
か
な
稜
線
を
滑
走
し
た
先
に

冬
銀
河
が
輝
く
。
そ
の
稜
線
を
「
冬
銀
河
へ
の
滑
走
路
」
と
見
立

て
た
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
に
脱
帽
だ
。

年
明
く
る
ま
づ
あ
ん
こ
餅
風な

ら
い習
と
て�

髙
橋
満
利
子

　
年
の
餅
を
ど
の
よ
う
に
し
て
戴
く
か
は
、
生
れ
故
郷
の
し
き
た

り
や
家
庭
の
習
慣
に
よ
り
異
な
る
。
因
み
に
我
が
家
で
は
安
倍
川

餅
で
黄
粉
や
餡
を
ま
ぶ
す
か
、
焼
餅
に
醤
油
を
つ
け
海
苔
を
巻
い

て
の
磯
辺
巻
き
。
番
外
と
し
て
納
豆
餅
が
あ
る
。
掲
出
句
の
髙
橋

家
で
は
あ
ん
こ
餅
を
戴
く
の
が
風
習
と
か
。
あ
ん
こ
は
多
く
の
人

に
好
ま
れ
飽
き
な
い
。
い
い
お
正
月
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

寒
卵
生
醤
油
の
滴
寄
せ
付
け
ず�

高
橋
美
智
子

　
寒
卵
を
割
り
落
と
し
た
上
に
生
醤
油
を
垂
ら
す
。
す
る
と
ど
う

だ
、
そ
の
滴
を
弾
く
で
は
な
い
か
。
鮮
や
か
な
色
を
し
て
盛
り
上

が
っ
た
黄
身
は
、
ま
る
で
防
水
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
新
鮮
な
寒
卵
は
滋
養
に
良
い
と
さ
れ
て
い

る
。「
滴
寄
せ
付
け
ず
」
の
的
確
な
措
辞
か
ら
そ
れ
が
窺
え
る
。
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年
暮
る
る
一
人
芝
居
の
幕
が
下
り�

竹
森
　
美
喜

　
幕
が
開
く
の
で
は
な
く
「
幕
が
下
り
」
と
い
う
。
ど
き
っ
と
し

た
。「
一
人
芝
居
の
幕
が
下
り
」
は
実
際
に
ご
覧
に
な
っ
た
一
人
芝

居
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て

み
る
と
、
作
者
自
身
の
こ
の
一
年
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
、
不
思
議

な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
一
人
芝
居
は
一
人
で
何
役
も
こ
な
す
芝
居

で
あ
り
、
そ
れ
は
役
者
で
な
く
て
も
、
一
人
の
人
間
の
生
き
方
を

表
わ
す
言
葉
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
多
彩
な
役
を
一
人
で

背
負
い
、
こ
の
一
年
を
全
う
し
た
。
そ
の
充
実
感
、
安
堵
感
が
「
年

暮
る
る
」
だ
と
、
読
も
う
と
思
え
ば
読
め
る
。
深
い
句
で
あ
る
。

大
窓
に
日
の
出
見
ゆ
る
湯
女
正
月�

田
中
　
　
京

　
女
正
月
で
温
泉
に
で
も
行
か
れ
た
か
。
広
い
浴
槽
の
大
き
な
窓

か
ら
今
ま
さ
に
日
が
上
っ
て
く
る
。
そ
の
日
の
出
の
眩
し
さ
に
触

れ
正
月
の
疲
れ
も
さ
ぞ
か
し
癒
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
女
性
同
士

の
賑
や
か
な
語
ら
い
も
想
像
で
き
る
、
和
や
か
な
一
句
。

劈へ
き

頭と
う

と
し
て
初
雪
の
降
り
し
き
る�

寺
田
　
幸
子

　
劈
頭
は
硬
い
言
葉
だ
が
音
の
響
き
が
い
い
。
俳
句
は
そ
の
内
容

も
重
要
だ
が
、
音
の
調
べ
も
ま
た
大
切
。
こ
の
句
、
一
気
に
読
み

下
し
た
と
き
の
語
感
が
心
地
良
い
。
劈
頭
は
、
事
の
初
め
に
と

い
う
意
。
初
雪
の
降
る
様
を
言
っ
て
い
る
だ
け
の
句
で
あ
る
が
、

「
劈
頭
と
し
て
」
に
対
し
「
し
き
る
」
と
言
い
切
っ
た
後
に
些
か

の
空
白
が
感
じ
ら
れ
、
印
象
深
い
句
と
な
っ
た
。

今
少
し
の
ん
び
り
と
せ
よ
初
す
ず
め�

長
井
　
敦
子

　
初
雀
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
雀
で
あ
る
が
、
厳
粛
で
あ
り
な
が
ら

ど
う
し
て
ど
う
し
て
活
発
に
、
そ
こ
ら
を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
そ

の
初
雀
か
ら
作
者
は
「
今
少
し
の
ん
び
り
せ
よ
」
と
た
し
な
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
程
に
作
者
も
元
旦
か
ら
元
気
に
動
き
回
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
雀
は
よ
く
見
て
い
る
。

鬼
の
豆
啄
む
鳩
の
首
に
虹�

中
嶋
き
よ
し

　
鳩
の
首
に
虹
の
色
を
発
見
し
た
の
が
こ
の
句
の
手
柄
。
豆
撒
き

の
あ
と
の
豆
を
鳩
が
忙
し
そ
う
に
啄
ん
で
い
る
、
そ
の
首
に
は
確

か
に
虹
が
広
が
っ
て
い
る
。
複
雑
に
詠
ま
ず
、
鳩
の
首
に
焦
点
を

当
て
て
一
句
を
成
し
た
。

三
日
は
や
花
び
ら
餅
に
目
が
く
ら
み�

中
村
　
敬
子

　「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
に
目
が
く
ら
み
」
の
「
目
が
く
ら
み
」
で
あ

る
。
こ
の
句
、
面
白
い
の
は
高
価
な
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
で
は
な
く

「
花
び
ら
餅
」
に
目
が
く
ら
ん
だ
と
詠
ん
だ
こ
と
。
作
者
に
と
っ

て
花
び
ら
餅
は
ダ
イ
ア
よ
り
価
値
が
あ
る
の
だ
。「
三
日
は
や
」

と
、
も
う
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
花
び
ら
餅
は
京
都
の

銘
菓
。
半
月
形
の
餅
皮
か
ら
ご
ぼ
う
の
両
端
が
少
し
出
る
。
中
の

餡
の
紅
色
が
仄
と
透
け
、
そ
れ
が
春
の
初
花
を
思
わ
せ
て
素
敵
。
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ベ
ッ
ド
か
ら
再
起
の
手
紙
野
水
仙�

中
村
　
東
子

　
入
院
中
あ
る
い
は
療
養
中
の
親
し
い
方
か
ら
手
紙
を
戴
き
、
そ

の
手
紙
に
は
「
再
起
」
を
決
意
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
内
容
に
季
語
「
野
水
仙
」
を
取
り
合
わ
せ
た
句

で
あ
る
。
野
水
仙
は
、
極
寒
に
海
岸
な
ど
海
の
見
え
る
地
に
咲
く

花
。
荒
波
の
立
つ
海
を
背
に
楚
々
と
咲
き
、
凜
と
咲
く
。

歌
垣
の
径
を
た
ど
れ
ば
黄
水
仙�

中
村
　
幹
子

　
ど
こ
の
歌
垣
な
の
だ
ろ
う
。
筑
波
山
か
も
知
れ
な
い
。
筑
波
水

仙
公
園
に
小
林
一
茶
の
〈
水
仙
や
垣
に
ゆ
ひ
込
む
つ
く
ば
山
〉
の

句
碑
が
建
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
歌
垣
と
の
関
連
は
解
ら
な
い
。

「
歌
垣
の
径
を
た
ど
れ
ば
黄
水
仙
」
は
リ
ズ
ム
が
流
麗
で
美
し
い
。

寒
紅
梅
も
は
や
見
納
め
棺
出
す�
野
沢
　
慶
子

　
出
棺
の
お
見
送
り
の
と
き
の
句
。
寒
紅
梅
の
見
納
め
で
あ
り
、

ま
た
、
故
人
の
お
顔
の
見
納
め
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の

前
の
句
に
〈
容
赦
な
く
か
く
も
冷
た
き
身
と
な
れ
り
〉
が
あ
る
の

で
、
寒
い
一
日
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寒
紅
梅
が
印
象
的
。

佳
き
日
の
み
記
憶
に
留
む
古
暦�

野
村
　
雅
美

　
昨
年
の
古
暦
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
冷
や
汗
た
ら
り
の
、
思
い

出
し
た
く
な
い
厄
日
も
あ
れ
ば
、
楽
し
か
っ
た
日
も
幾
日
か
あ
る
。

こ
の
句
で
作
者
は
「
佳
き
日
の
み
記
憶
に
留
む
」
と
詠
ん
で
い
る

が
、
こ
れ
は
賢
い
処
世
だ
し
、
前
向
き
な
生
き
方
だ
と
思
う
。

寄
せ
鍋
の
無
口
な
夫
よ
く
語
り�

橋
本
か
を
る

　
普
段
の
生
活
の
中
で
は
あ
ま
り
口
を
利
か
な
い
夫
が
、
寄
鍋
に

な
る
と
不
思
議
に
打
ち
解
け
て
、
蘊
蓄
を
語
り
始
め
た
り
軽
口
も

叩
い
た
り
す
る
。
だ
か
ら
、
毎
晩
寄
鍋
を
囲
め
ば
会
話
が
成
り
立

つ
筈
だ
が
、
そ
う
も
い
か
ぬ
。
作
者
が
あ
れ
こ
れ
世
話
を
焼
い
て

い
て
く
れ
れ
ば
、
夫
は
安
心
し
て
無
口
で
居
ら
れ
る
。
幸
せ
な
家

庭
を
築
か
れ
た
、
幸
せ
な
一
句
で
あ
る
。

雪
原
に
神
の
一
筆
書
き
の
川�

橋
本
　
恭
子

　
一
筆
書
き
な
の
で
、
直
線
と
は
限
ら
な
い
。
神
が
く
ね
く
ね
と

一
気
に
書
い
た
そ
の
線
が
雪
原
を
染
め
て
い
く
。
そ
れ
が
川
で
あ

る
。
地
球
上
に
見
ら
れ
る
大
小
の
川
は
、
い
ず
れ
も
神
が
お
書
き

に
な
っ
た
。
ロ
マ
ン
溢
れ
る
一
句
。

霜
柱
朝
日
の
中
の
背
競
べ�

長
谷
川
菊
男

　
霜
柱
同
士
が
背
競
べ
を
し
て
い
る
。
朝
日
を
浴
び
な
が
ら
輝
い

て
い
る
。
中
に
は
背
伸
び
し
て
い
る
よ
う
な
霜
柱
も
い
て
、
わ
い

わ
い
が
や
が
や
。
見
て
い
て
飽
き
な
い
。
踏
ま
れ
れ
ば
ひ
と
た
ま

り
も
な
い
霜
柱
の
小
さ
な
命
と
向
き
合
っ
た
可
愛
い
句
で
、
作
者

の
純
粋
な
心
、
童
心
が
句
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
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よ
そ
ん
家
の
金
柑
含
み
バ
ス
を
待
つ�

長
谷
部
幸
子

　「
よ
そ
の
お
う
ち
」
を
「
よ
そ
ん
家
」
と
ラ
フ
な
言
葉
で
呼
ん

で
い
る
が
、
そ
の
家
の
庭
に
生
る
金
柑
を
失
敬
し
た
内
容
の
句
で

あ
る
か
ら
（
多
分
）、「
よ
そ
ん
家
」
と
い
う
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方

は
ぴ
っ
た
り
だ
。作
者
は
悠
々
と
バ
ス
の
来
る
の
を
待
っ
て
い
る
。

嗅

覚

の

衰

へ

確

か

花

柊�

畠
山
　
奈
於

　
柊
の
花
は
小
さ
く
、
上
品
で
甘
い
香
り
が
す
る
。
そ
の
香
り
が

作
者
に
は
あ
ま
り
届
い
て
い
な
い
の
か
「
嗅
覚
の
衰
へ
確
か
」
と

こ
の
句
は
言
う
。
加
齢
に
伴
う
衰
え
は
視
覚
聴
覚
だ
け
で
な
く
、

嗅
覚
に
も
及
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
嫌
な
香
り
な
ら
兎

も
角
、
素
敵
な
香
り
ま
で
し
て
こ
な
い
の
は
困
る
。
臘
梅
、
紅

梅
、
沈
丁
花
な
ど
で
も
う
一
度
確
認
さ
れ
て
は
と
思
い
ま
す
。

春
炬
燵
機
嫌
よ
き
子
の
絵
描
き
歌�
浜
田
　
優
子

　
絵
描
き
歌
は
、
歌
詞
の
と
お
り
に
描
い
て
い
く
と
自
然
と
絵
が

完
成
す
る
遊
び
歌
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
ン
パ
ン
マ
ン
、
ト
ト
ロ
、

ド
ラ
え
も
ん
な
ど
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
絵
描
き
歌
も
あ
っ
て
、
こ
の

句
の
「
機
嫌
よ
き
子
」
は
何
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
春
炬
燵

に
温
も
り
な
が
ら
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
の
が
解
か
る
。

究

極

の

色

は

透

明

枯

芒�

原
田
ミ
チ
子

　
枯
尾
花
で
あ
る
。
穂
も
葉
も
枯
れ
は
て
た
薄
で
と
て
も
侘
し

い
。
大
昔
、
宴
会
で
部
長
課
長
が
デ
ュ
エ
ッ
ト
し
た
「
船
頭
小

唄
」
の
枯
芒
が
と
て
も
侘
し
す
ぎ
た
の
で
、
そ
れ
以
来
イ
メ
ー
ジ

が
固
定
し
て
し
ま
っ
た
が
、
冬
の
日
に
輝
く
白
く
呆
け
た
景
色
は

美
し
い
。
こ
の
句
の
「
究
極
の
色
は
透
明
」
の
透
明
は
、
そ
の
冬

日
に
透
け
た
枯
芒
の
透
明
感
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
人
間
も

究
極
は
こ
う
在
り
た
い
と
い
う
作
者
の
思
い
も
感
じ
る
。

コ
ー
ヒ
ー
ル
ン
バ
聞
く
は
春
ま
つ
心
地
し
て�

春
田
　
千
歳

　
世
界
的
に
ヒ
ッ
ト
し
た
「
コ
ー
ヒ
ー
ル
ン
バ
」
は
、
日
本
で
は

西
田
佐
知
子
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
唱
法
で
大
ヒ
ッ
ト
。
原
曲
の
詞

と
は
異
な
る
日
本
語
詞
も
面
白
か
っ
た
。
荻
野
目
洋
子
の
カ
バ
ー

を
経
、
そ
の
後
は
井
上
陽
水
、
工
藤
静
香
な
ど
が
再
カ
バ
ー
し
、

リ
バ
イ
バ
ル
ヒ
ッ
ト
し
た
。
こ
の
歌
を
作
者
が
好
き
だ
っ
た
と

は
。
ル
ン
バ
の
リ
ズ
ム
に
は
春
を
待
つ
心
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
が
確

か
に
あ
る
。

忘
れ
き
て
花
壇
に
冷
え
て
ゐ
る
鋏�

平
野
　
美
子

　
冷
え
た
花
鋏
。
そ
の
冷
え
だ
け
に
焦
点
を
当
て
て
い
て
秀
抜
。

家
に
持
ち
帰
る
の
を
忘
れ
、
花
壇
に
そ
の
ま
ま
置
か
れ
て
い
る
鋏

な
の
だ
が
、
一
晩
経
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
数
時
間
の
こ

と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
再
び
手
に
し
た
と
き
の
鋏
の
冷
え
よ
う

は
想
像
を
越
え
て
い
た
の
だ
。
こ
の
句
を
読
む
う
ち
に
こ
ち
ら
の

手
も
冷
え
て
き
て
困
っ
た
。
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白
日
の
誰
そ
山
茶
花
を
散
ら
か
し
ぬ�

本
多
　
遊
子

　
白
日
の
下
に
山
茶
花
が
散
っ
て
い
る
。
い
や
、
た
だ
散
っ
た
の

で
は
な
い
ぞ
、
い
っ
た
い
誰
が
散
ら
か
し
た
ん
だ
。
そ
う
思
わ
れ
て

も
可
笑
し
く
は
な
い
散
り
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
こ
の
山
茶
花
は
。

「
誰
そ
」
の
「
そ
」
と
、「
散
ら
か
し
ぬ
」
の
「
ぬ
」
の
強
意
が
も

の
す
ご
く
良
く
響
き
合
い
、
一
句
に
緊
張
感
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
そ
の
こ
と
で
山
茶
花
の
美
し
さ
も
白
日
の
下
に
表
出
し
た
。

冬
夕
焼
夢
終
る
と
ぞ
如
是
我
聞�

松
本
　
直
方

　
如
是
我
聞
は
「
私
は
こ
の
よ
う
に
伝
え
聞
い
た
」
と
い
う
意
。

お
前
の
見
て
い
る
夢
は
も
う
終
わ
る
の
だ
よ
と
聞
こ
え
て
き
た
の

が
こ
の
句
。
冬
夕
焼
か
ら
伝
え
聞
い
た
と
も
読
め
る
が
、
神
か
ら

の
伝
聞
と
読
む
方
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
冬
夕
焼
が
消
え

か
か
る
と
同
時
に
我
が
夢
も
消
え
失
せ
て
ゆ
く
。「
如
是
我
聞
」

の
古
い
言
葉
が
切
な
さ
を
演
出
し
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
の
強
ひ
る
関
税
冴
ゆ
る
風�

水
谷
　
光
子

　
時
事
俳
句
と
し
て
残
し
て
置
き
た
い
句
で
あ
る
。
国
を
代
表
す

る
政
治
家
を
詠
む
の
を
川
柳
に
だ
け
に
任
せ
ず
、
俳
句
で
詠
む
こ

と
も
必
要
。
例
え
ば
虚
子
の
弟
子
阿
波
野
青
畝
は
三
十
五
年
前
の

湾
岸
戦
争
の
と
き
に
〈
寒
波
に
も
髭
の
フ
セ
イ
ン
意
地
ッ
張
り
〉

と
詠
ん
だ
。
詠
ま
ね
ば
収
ま
ら
な
い
の
な
ら
詠
む
べ
き
で
、
自
己

満
足
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
遠
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。

庭
下
駄
に
朝
の
山
茶
花
紅
一
片�

持
田
き
よ
え

　
山
茶
花
は
散
っ
て
も
綺
麗
。
庭
下
駄
の
上
に
乗
っ
て
い
る
だ
け

の
景
で
あ
る
が
「
紅
一
片
」
の
描
写
で
俄
然
、
趣
が
出
て
き
た
。

こ
の
句
も
シ
ン
プ
ル
に
作
ら
れ
て
い
て
、
座
五
に
紅
一
片
を
置
い

た
こ
と
で
余
情
が
生
ま
れ
た
。

絨
緞
を
舐
め
む
ば
か
り
に
鑑
識
課�

森
尻
　
礼
子

　
こ
の
前
の
句
に
〈
悴
み
て
家
探
し
被
害
届
書
く
〉
が
あ
る
。
泥

棒
に
入
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
憶
測
し
た
。
掲
出
の
句
の
鑑
識
課
の

職
員
が
「
絨
緞
を
舐
め
む
ば
か
り
」
に
調
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
彷
彿
さ
せ
て
リ
ア
ル
だ
。
絨
緞
は
冬
の
季
語
。

被
害
に
遭
っ
て
も
、
さ
す
が
に
俳
人
の
目
は
鋭
い
。

寒
柝
や
慈
し
む
者
あ
れ
ば
こ
そ�

山
田
　
径
子

　
火
の
用
心
と
声
に
出
し
な
が
ら
寒
柝
を
叩
く
年
末
の
防
災
パ
ト

ロ
ー
ル
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
。
火
事
は
怖
い
。
冬
季
は
殊
に

乾
燥
し
て
い
る
の
で
火
の
回
り
が
早
い
。
寒
柝
の
音
が
聞
こ
え
る

こ
と
で
失
火
が
少
し
で
も
防
げ
れ
ば
何
よ
り
。
小
火
を
出
し
た
喫

茶
店
の
前
で
再
度
「
火
の
用
心
」
と
声
を
上
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
れ
も
「
慈
し
む
者
あ
れ
ば
こ
そ
」
で
あ
る
。
納
得
の
一
句
。

霜
の
葉
の
真
紅
む
ら
さ
き
絹
の
道�

山
田
　
雅
子

　
こ
の
絹
の
道
は
、
八
王
子
周
辺
の
道
を
想
像
し
た
。
そ
の
絹
の
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道
を
歩
い
て
い
た
ら
、
葉
に
霜
が
降
り
て
い
る
の
を
発
見
し
た
と

い
う
。
真
紅
の
色
の
葉
も
あ
れ
ば
紫
の
色
の
葉
も
あ
り
、
作
者
は

楽
し
く
こ
れ
ら
に
見
入
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
句
は
「
真
紅
む

ら
さ
き
絹
の
道
」
の
表
記
、
調
べ
が
抜
群
に
い
い
。
更
に
「
し
ん

く
・
む
ら
さ
き
・
き
ぬ
の
み
ち
」
か
ら
絹
の
色
ま
で
見
え
て
来
る
。

巧
く
計
算
さ
れ
つ
つ
、
抒
情
に
満
ち
た
句
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

日
脚
伸
ぶ
遺
品
の
ス
イ
カ
で
何
処
行
か
む�

横
須
賀
智
子

　
こ
の
ス
イ
カ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
駅
の
改
札
口
で
使
う
あ
の

ス
イ
カ
で
あ
り
、
作
者
の
夫
君
が
遺
さ
れ
た
も
の
だ
。
私
の
母
も

こ
の
ス
イ
カ
を
遺
し
て
逝
っ
た
の
で
、
こ
の
句
は
我
が
こ
と
の
よ

う
に
読
ん
だ
。「
何
処
行
か
む
」
に
は
、
遺
さ
れ
た
こ
の
残
高
も

解
ら
な
い
よ
う
な
ス
イ
カ
で
故
人
の
面
影
と
一
緒
に
小
旅
行
を
楽

し
も
う
、
そ
れ
が
功
徳
だ
と
思
う
作
者
の
気
持
ち
が
籠
め
ら
れ
て

い
よ
う
。
日
脚
が
伸
び
、
直
ぐ
に
も
実
現
し
そ
う
で
あ
る
。

家
中
に
手
摺
を
つ
け
て
春
来
る�

和
田
　
郁
子

　
要
介
護
あ
る
い
は
将
来
の
介
護
に
供
え
て
手
摺
を
張
り
巡
ら
せ

て
い
る
家
を
想
う
。
家
の
中
で
転
ぶ
こ
と
も
多
い
の
で
、
生
活
空

間
で
あ
る
浴
室
、
ト
イ
レ
、
廊
下
、
自
室
な
ど
に
も
取
り
付
け
て

安
全
を
確
保
。「
春
来
る
」
に
よ
り
万
端
整
っ
た
こ
と
が
解
か
る
。

今
回
の
作
品
の
筆
致
は
ど
の
句
も
確
り
し
て
い
る
。
就
中
〈
す
み

れ
草
娘
ま
だ
ま
だ
化
粧
下
手
〉
に
は
諧
謔
と
母
の
愛
が
あ
る
。


