
　
　
　
聖
な
る
樹
々
　
（
下
）

　
　
　
　
　
　
ｊ
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
「
青
柳
物
語
」
と
「
十
六
桜
」
に
つ
い
て
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
　
　
野
　
　
陽
　
　
子

　
　
　
　
　
三
、
「
十
六
桜
」
－
樹
下
の
切
腹

　
「
十
六
桜
」
は
、
枯
れ
た
桜
の
樹
を
自
ら
の
命
を
絶
つ
こ
と
で
救
い
、
再
び
花
を
咲
か
せ
た
老
武
士
の
話
で
あ
る
。
き
わ
め
て
短

い
も
の
な
の
で
、
次
に
全
文
の
訳
を
引
く
。

　
　
伊
予
の
国
の
和
気
郡
に
、
十
六
桜
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
桜
の
老
樹
が
あ
る
。
そ
う
呼
ば
れ
る
の
は
、
陰
暦
の
正
月
十
六
日
に

　
な
る
と
花
が
咲
く
か
ら
で
、
し
か
も
そ
の
日
に
し
か
咲
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
桜
が
咲
く
の
は
普
通
、
春
が
来
る
の
を
待
っ
て
か

　
ら
だ
が
、
こ
の
樹
は
大
寒
の
最
中
に
花
が
咲
く
。
し
か
し
十
六
桜
は
自
分
の
命
の
力
で
咲
く
の
で
は
な
い
。
自
分
の
も
の
で
は
な

　
い
Ｉ
少
な
く
と
も
元
々
は
自
分
の
で
は
な
か
っ
た
ー
別
の
命
の
カ
で
花
が
咲
く
。
こ
の
樹
に
は
あ
る
人
の
霊
が
宿
っ
て
い
る

　
の
で
あ
る
。

　
　
　
聖
な
る
樹
々
　
（
下
）
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そ
の
人
は
伊
予
の
侍
で
あ
っ
た
。
そ
の
樹
は
侍
の
家
に
生
え
て
い
て
、
他
の
桜
と
同
様
、
三
月
末
か
四
月
の
初
め
に
花
を
つ
け

た
。
侍
は
子
供
の
こ
ろ
そ
の
樹
下
で
遊
ん
だ
。
も
う
百
年
以
上
も
、
花
の
季
節
に
な
る
と
父
母
も
祖
父
母
も
、
ま
た
そ
の
親
も
先

祖
代
々
、
桜
を
讃
え
る
漢
詩
や
和
歌
を
色
と
り
ど
り
の
短
冊
に
記
し
て
は
、
満
開
の
そ
の
樹
の
枝
に
結
ん
で
き
た
の
だ
。
だ
が
、

い
ま
は
侍
も
た
い
そ
う
老
い
て
、
子
供
た
ち
に
も
み
な
先
立
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
世
に
愛
す
る
も
の
は
、
も

は
や
こ
の
樹
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
ま
い
こ
と
か
、
あ
る
年
の
夏
、
樹
は
枯
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　
老
人
は
深
く
心
を
い
た
め
た
。
見
か
ね
た
近
所
の
人
が
親
切
に
も
美
し
い
桜
の
若
樹
を
見
立
て
て
老
人
の
庭
に
植
え
て
く
れ

た
。
そ
う
す
れ
ば
慰
め
に
な
ろ
う
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
老
人
は
近
所
の
人
に
礼
を
言
い
、
嬉
し
そ
う
な
様
子
を
し
て
み
せ
た
。

し
か
し
そ
の
実
、
嘆
き
悲
し
み
で
胸
は
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
心
に
か
け
た
老
樹
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
何
も
の
も
そ
れ

を
失
っ
た
嘆
き
に
代
わ
る
慰
め
と
は
な
ら
な
い
。

　
つ
い
に
妙
案
が
浮
か
ん
だ
。
こ
う
す
れ
ば
枯
れ
た
樹
を
款
え
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
方
策
を
老
人
は
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
正
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。
老
人
は
ひ
と
り
で
庭
へ
出
る
と
、
枯
れ
た
樹
の
前
で
一
礼
し
、
こ
う
話
し
か
け
た
。

　
　
「
お
願
い
で
す
。
い
ま
一
度
花
を
咲
か
せ
て
下
さ
い
。
－
私
が
あ
な
た
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
死
に
ま
す
」
。
（
神
明
の
加
護

に
よ
り
、
人
は
自
分
の
命
を
他
の
人
、
他
の
生
き
物
や
樹
木
に
対
し
て
も
譲
り
渡
す
こ
と
が
本
当
に
出
来
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
自
分

の
命
を
他
へ
転
移
す
る
こ
と
を
日
本
語
で
〃
身
代
わ
り
に
立
フ
と
言
う
の
で
あ
る
。
）
そ
れ
か
ら
侍
は
桜
の
下
に
白
布
や
敷
物
を
広
げ
、

そ
こ
に
正
座
す
る
と
、
武
家
の
作
法
に
の
っ
と
っ
て
腹
を
切
っ
た
。
す
る
と
、
侍
の
霊
は
樹
に
の
り
う
っ
り
、
即
座
に
老
樹
に
花

を
咲
か
せ
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
毎
年
、
正
月
十
六
日
、
雪
の
季
節
の
さ
な
か
に
、
そ
の
桜
に
は
今
も
花
が
咲
く
の
で
あ
る
。

　
　
「
十
六
桜
」
と
は
、
伊
予
の
国
に
実
際
に
あ
っ
た
有
名
な
寒
咲
き
の
桜
で
あ
る
。
そ
の
名
木
に
ま
つ
わ
る
言
い
伝
え
を
物
語
る
と

い
う
形
の
平
易
で
淡
々
と
し
た
語
り
口
で
、
静
け
さ
の
背
後
に
何
か
烈
し
い
も
の
が
漂
う
こ
の
話
は
始
ま
る
。

　
す
べ
て
が
ま
だ
冬
の
奥
に
固
く
閉
ざ
さ
れ
た
大
寒
の
最
中
に
、
一
早
く
花
を
咲
か
せ
る
寒
咲
き
の
桜
は
、
そ
れ
だ
け
で
尊
く
、
神

秘
的
な
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
六
桜
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
「
自
分
の
も
の
で
は
な
い
、
別
の
命
の
力
」
に
他
な

ら
な
い
、

　
"
T
h
e
r
e

i
s
t
h
eg
h
o
s
to
f
a
m
a
n
i
n
t
h
a
tt
r
e
e
.
"
　
（
こ
の
樹
に
は
、
人
の
霊
が
宿
っ
て
い
る
）
と
ハ
ー
ン
は
言
う
。

　
霊
が
宿
る
特
別
な
樹
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
簡
明
直
接
な
表
現
で
述
べ
、
一
行
の
空
白
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気

を
漂
わ
せ
た
桜
の
老
樹
の
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
提
示
し
た
後
に
、
言
い
伝
え
が
語
ら
れ
、
そ
の
樹
に
宿
っ
て
い
る
人
の
霊
魂
と
は
、

そ
の
桜
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
が
た
め
に
身
代
わ
り
に
命
を
絶
っ
た
老
武
士
の
魂
だ
と
わ
か
る
。

　
ハ
ー
ン
が
素
材
と
し
た
原
語
は
、
『
文
蘇
倶
楽
部
』
第
七
巻
三
号
（
明
治
三
十
四
年
二
月
）
の
「
諸
国
奇
談
」
六
篇
の
ひ
と
つ
で
、

　
〃
愛
媛
　
淡
水
生
〃
と
い
う
人
の
「
十
六
日
楼
」
で
あ
る
。

　
　
「
伊
予
国
温
泉
郡
山
越
村
竜
穏
寺
の
境
内
に
十
六
日
桜
と
言
う
一
つ
の
桜
樹
あ
り
…
…
」
と
始
ま
っ
て
、
昔
か
ら
文
人
墨
客
、
天

皇
ま
で
が
こ
の
花
を
訪
ね
て
愛
で
て
き
た
こ
と
を
述
べ
、
「
諸
君
も
道
後
温
泉
に
入
浴
の
際
に
は
一
度
杖
を
曳
き
賜
え
何
で
も
道
後

よ
り
は
二
十
町
に
不
足
そ
う
な
」
と
終
わ
る
、
い
わ
ば
地
元
の
名
所
旧
跡
の
縁
起
を
記
し
た
短
い
文
章
で
あ
る
。
早
咲
き
の
由
来
の

部
分
は
、
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往
昔
此
里
に
花
を
愛
す
る
翁
あ
り
し
が
、
成
年
の
正
月
十
六
日
、
此
樹
下
に
た
た
ず
み
て
「
吾
が
齢
已
に
ハ
旬
に
余
り
た
れ

　
ば
、
ま
た
花
咲
く
春
に
逢
ふ
こ
と
も
あ
る
ら
ん
か
」
と
独
言
せ
し
に
不
思
議
や
桜
樹
忽
ち
二
三
の
菅
綻
び
け
れ
ば
、
翁
の
喜
び
言

　
は
ん
か
た
な
く
見
る
人
皆
涙
を
催
し
け
る
。
実
に
草
木
さ
へ
も
心
あ
り
て
其
惜
に
感
ぜ
し
な
ら
ん
、
夫
よ
り
今
に
至
る
迄
日
を
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
え
ず
蕾
を
結
び
花
咲
く
と
言
ふ
。

　
と
な
っ
て
い
て
、
桜
は
老
木
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
枯
れ
た
そ
の
樹
の
身
代
わ
り
に
老
人
が
死
ぬ
と
い
う
部
分
も
ま
っ

た
く
な
い
。
竜
穏
寺
の
十
六
桜
に
関
す
る
記
述
は
『
諸
国
怪
人
談
』
（
菊
岡
沾
涼
著
）
な
ど
当
時
の
他
の
書
物
に
も
あ
る
が
、
そ
こ
で

も
内
容
は
た
だ
、
病
に
伏
し
た
寺
の
老
僧
が
、
慈
し
ん
で
き
た
樹
に
向
か
っ
て
「
花
を
見
る
ま
で
は
存
命
ふ
べ
か
ら
ず
と
名
残
を
惜

し
み
」
、
す
る
と
季
節
を
早
め
て
花
が
咲
い
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
寒
桜
伝
説
に
類
し
た
言
い
伝
え
は
、
お
そ
ら
く
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
日
本
各
地
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
主
眼

は
、
も
ち
ろ
ん
、
「
実
に
草
木
さ
へ
も
心
あ
り
て
其
情
に
感
ぜ
し
な
ら
ん
」
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
』
の
中
の
桜
町
中
納

言
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
、
中
納
言
が
花
の
命
の
短
い
こ
と
を
惜
し
ん
で
神
に
祈
る
と
、
屋
敷
内
の
桜
が
、
普
通
は
七
日
で
散
る
の
を
、

　
「
花
も
心
あ
り
け
れ
ば
、
二
十
日
の
齢
を
保
ち
け
り
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
花
や
樹
に
も
心
が
あ
り
、
花
を
見
た
い
と
願
う
人
の
気
持
ち
に
応
え
る
と
い
う
感
応
話
は
、
話
と
し
て
は
単
純
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
日
本
人
の
基
本
的
な
植
物
観
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
さ
り
げ
な
さ
と
穏
や
か
な
優
し
さ
と
が
感
じ
ら

れ
る
。

　
そ
こ
に
ハ
ー
ン
は
、
原
話
に
は
な
い
、
身
代
わ
り
と
な
る
た
め
の
。
樹
下
の
切
腹
〃
と
い
う
要
素
を
付
け
加
え
た
。
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ハ
ー
ン
は
、
文
中
に
μ
身
代
わ
り
に
立
つ
〃
と
い
う
日
本
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
お
り
、
こ
の
言
葉
に
強
く
ひ
か
れ
た
こ
と
が
察

せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
他
者
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
精
神
を
。
旧
日
本

〃

特
有
の
尊
い
美
徳
で
あ
る
と
ハ
ー
ン
が
考
え
て
い

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
「
ハ
ル
」
「
君
子
」
「
勇
子
」
な
ど
に
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た

人
の
哀
れ
深
い
話
が
描
か
れ
て
お
り
、
「
十
六
桜
」
で
、
枯
死
寸
前
の
桜
の
樹
を
救
う
た
め
に
命
を
絶
っ
た
老
武
士
の
行
為
に
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

た
し
か
に
、
同
じ
気
高
さ
と
悲
し
さ
が
あ
る
。

　
た
だ
ハ
ー
ン
は
、
侍
の
死
を
、
自
己
犠
牲
と
し
て
の
み
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
侍
が
死
を
決
意
す
る
台
詞
の
後
に
ハ
ー
ン
は

次
の
よ
う
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。

　
　
i
t

i
s

b
e
l
i
e
v
e
d

t
h
a
t

o
n
e

c
a
n

r
e
a
l
l
y

g
i
v
e

a
w
a
y

o
n
e
'
s

l
i
f
e

t
o

a
n
o
t
h
e
r

p
e
r
s
o
n
｡

o
r

t
o

a

c
r
e
a
t
u
r
e
｡

o
r

e
v
e
n

t
o

a

t
r
e
e
…
…
a
n
d

　
t
h
u
s

t
o

t
r
a
n
s
f
e
r

o
n
e
'
s

l
i
f
e

i
s

e
x
p
r
e
s
s
e
d

b
y

t
h
e

t
e
r
m

'
m
i
g
a
w
a
r
i
.
-
n
i
-
t
a
t
s
u
'
｡

'
t
o

a
c
t

a
s

s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
'
｡
（
人
は
自
分
の
命
を
他
の
人
、

　
他
の
生
き
物
や
樹
木
に
対
し
て
も
譲
り
渡
す
こ
と
が
本
当
に
出
来
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
自
分
の
命
を
他
へ
転
移
す
る
こ
と
を
、
日
本

　
語
で
ご
ぞ
代
わ
り
に
立
つ
〃
と
言
う
の
で
あ
る
。
）

　
こ
こ
で
ハ
ー
ン
は
ご
牙
代
わ
り
に
立
つ
〃
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
'
t
o

a
c
t

a
s

s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
'

　
（
人
の
身
代
わ
り
と
な
る
）
と
い
う
直
訳

を
添
え
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
前
に
自
ら
の
言
葉
と
し
て
述
べ
て
い
る
'
t
o

t
r
a
n
s
f
e
r

o
n
e
'
s

l
i
f
e
"
（
自
分
の
命
を
他
へ
転
移
す
る
こ
と
）

の
方
に
む
し
ろ
ハ
ー
ン
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
ハ
ー
ン
は
老
武
士
の
死
の
真
の
意
味
を
、
自
己
の
生
命
の
転
移
と
解
し
た
の
で
は
な
い
か
。
武
士
は
自
ら
命
を
絶
つ
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が
、
そ
の
結
果
、
他
者
の
生
と
ひ
き
か
え
に
己
が
身
の
滅
却
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
老
武
士
は
霊
と
な
っ
て
樹

木
に
乗
り
移
る
。

　
"
T
h
e
r
e

i
s
t
h
e
g
h
o
s
to
f
a

m
a
n
i
n
t
h
a
tt
r
e
e
.
"

先
に
引
用
し
た
、
こ
の
い
か
に
も
直
截
な
表
現
が
、
樹
霊
と
な
っ
て
樹
の
中

に
再
生
し
た
武
士
の
姿
を
映
し
出
し
て
生
き
て
く
る
。
し
か
も
、
こ
こ
の
動
詞
の
現
在
時
制
"
T
h
e
r
e

i
s
"
は
、
霊
の
存
在
の
事
実
を

た
だ
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
が
い
わ
ば
時
を
超
え
て
不
変
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
現
在
も
未
来
も
続
い
て
い
く
こ
と
を
示
唆

す
る
。
老
武
士
は
、
樹
の
中
で
、
永
遠
に
生
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
「
十
六
桜
」
を
樹
木
へ
の
転
生
の
物
語
と
し
て
語
っ
た
の
だ
と
、
ま
ず
は
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
物
語
を
、
他

の
い
わ
ゆ
る
樹
木
変
身
譚
や
死
体
化
生
伝
説
の
中
に
置
い
て
み
る
と
、
ハ
ー
ン
の
「
十
六
桜
」
が
も
つ
物
語
と
し
て
の
イ
ン
パ
ク
ト

が
明
ら
か
に
な
る
。

　
植
物
に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
死
者
の
灰
や
血
、
墓
か
ら
花
や
木
が
生
え
出
て
、
そ
の
中
で
死
者
の
魂
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

き
続
け
る
と
い
う
伝
説
は
、
洋
の
東
西
を
と
わ
ず
世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
中
世
の
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
の
悲

恋
物
語
の
よ
う
に
、
不
幸
な
恋
人
た
ち
の
墓
か
ら
生
れ
た
草
木
が
互
い
に
向
か
っ
て
伸
び
、
枝
や
蔓
を
絡
み
合
わ
せ
、
二
人
が
永
遠

に
結
ば
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
う
形
の
話
も
、
ト
リ
ス
タ
ン
伝
説
の
発
祥
地
と
さ
れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
は
じ
め
、
類
話
が
少

な
く

七
ぺ

。
こ
の
よ
う
な
古
今
東
西
の
植
物
の
神
話
伝
説
を
研
究
収
集
し
た
圭

」
匹

が
ヘ
ル
ン
文
庫
に
残
っ
て
お
り
、
ハ
ー
ン
は
「
青

柳
物
語
」
同
様
「
十
六
桜
」
の
再
話
に
あ
た
っ
て
も
、
当
然
、
古
代
よ
り
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
樹
木
へ
の
再
生
譚
を
念
頭
に
お
い

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
古
来
、
樹
々
は
自
然
の
永
遠
の
生
命
力
を
象
徴
し
、
ま
た
冬
の
死
か
ら
春
の
新
た
な
命
へ
と
生
命
の
再
生
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
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あ
っ
た
。
死
し
て
樹
木
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
伝
説
に
は
、
不
本
意
な
死
を
遂
げ
た
者
に
対
す
る
鎮
魂
と
浄
化
の
意
味
も
込
め
ら

れ
て
い
よ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
中
の
、
ア
ネ
モ
ネ
や
水
仙
、
月
桂
樹
、
糸
杉
な
ど
へ
の
変
身
譚
も
、
神
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の

主
人
公
を
哀
れ
に
思
っ
て
花
や
樹
に
変
え
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
う
し
た
再
生
譚
と
異
な
り
、
「
十
六
桜
」
の
老
武
士
の
死
は
不
本
意
な
も
の
で
は
な
い
。
死
後
、
た
だ
結
果
と
し
て
樹

木
に
再
生
し
た
の
で
も
な
い
。
本
人
が
意
図
し
て
自
ら
死
に
、
霊
が
桜
の
樹
に
乗
り
移
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
の
大
胆
さ
と
強

さ
が
、
物
語
の
表
面
的
な
静
け
さ
に
烈
し
さ
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。
切
腹
と
い
う
様
式
化
さ
れ
た
死
の
形
は
、
こ
こ
に
、
武
士
的
行

動
と
い
う
よ
り
、
樹
木
へ
の
意
志
的
な
転
生
の
儀
式
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
、
生
彩
を
放
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
老
人
は
樹
の
下
に
真
っ
白
な
布
を
広
げ
、
武
家
の
作
法
の
通
り
に
、
腹
を
切
る
。
す
る
と
、

　
"
t
h
e

g
h
o
s
t

o
f

h
i
m

w
e
n
t

i
n
t
o

t
h
e

t
r
e
e
｡
a
n
d

m
a
d
e

i
t

b
l
o
s
s
o
m

i
n

t
h
a
t

s
a
m
e

h
o
u
r
.
"
　
（
侍
の
霊
は
樹
の
中
に
す
っ
と
入
っ
て
い
き
、
即

座
に
花
を
咲
か
せ
た
）
、
と
い
う
。

　
こ
こ
に
ハ
ー
ン
が
冒
頭
に
提
示
し
た
、
樹
の
中
の
霊
に
ま
つ
わ
る
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
再
現
さ
れ
る
。
侍
の
体
か
ら
抜
け
出

た
霊
魂
が
、
樹
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
乗
り
移
る
と
、
コ
茨
は
枯
れ
た
樹
に
た
ち
ま
ち
に
し
て
生
気
が
戻
り
、
見
る
ま
に
蕾

が
は
こ
ろ
ん
で
花
が
開
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
言
及
は
な
い
が
、
当
然
腹
を
切
っ
た
瞬
間
、
純
白
の
敷
物
に
赤
い
鮮

血
が
飛
び
散
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。
む
し
ろ
暗
黙
の
了
解
と
し
て
伏
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
な
お
大

寒
の
時
期
に
毎
年
花
を
咲
か
せ
続
け
る
美
し
い
桜
樹
の
姿
の
後
方
に
、
そ
の
凄
烈
な
転
生
の
儀
式
の
映
像
が
幻
影
の
よ
う
に
重
な
っ

て
く
る
。
桜
の
花
び
ら
の
ほ
ん
の
り
染
ま
っ
た
薄
紅
色
が
、
ま
さ
に
温
か
な
血
が
通
っ
て
い
る
が
ご
と
く
、
息
づ
い
て
み
え
る
の
で

あ
る
。
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「
青
柳
物
語
」
の
若
者
は
最
後
に
山
々
の
聖
域
に
入
っ
て
樹
々
の
世
界
と
結
ば
れ
る
が
、
「
十
六
桜
」
の
老
武
士
は
、
よ
り
端
的

に
烈
し
く
、
死
ぬ
こ
と
で
桜
の
樹
と
一
体
化
し
、
永
遠
の
生
を
共
に
得
る
。
で
は
、
何
か
こ
の
主
人
公
に
、
自
ら
の
命
を
絶
っ
て
ま

で
そ
う
望
む
よ
う
に
さ
せ
た
の
か
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
「
十
六
桜
」
の
原
話
で
は
、
現
在
は
寒
桜
の
老
樹
と
し
て
名
高
い
こ
の
樹
も
、
は
る
か
昔
、
花
を
見
た
い
と
い

う
老
人
の
願
い
に
応
え
て
冬
咲
き
に
な
っ
た
そ
の
時
点
で
は
、
特
に
樹
齢
を
へ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
ハ
ー
ン
の
再
話
で

は
、
桜
は
百
年
以
上
の
時
を
経
た
老
樹
で
あ
る
。
そ
の
桜
は
庭
に
あ
り
、
侍
に
と
っ
て
は
子
供
の
こ
ろ
を
そ
の
樹
下
で
遊
ん
で
す
ご

し
た
樹
だ
っ
た
。
隣
家
の
人
が
美
し
い
若
木
を
か
わ
り
に
植
え
て
も
侍
の
心
は
癒
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
原
話
に
な
い
一
節
を
付

け
加
え
た
の
は
、
老
樹
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
た
め
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ハ
ー
ン
は
神
戸
時
代
、
怪
談
を
再
話
し
て
一
巻
に
ま
と
め
る
事
を
考
え
て
い
た
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
出
版
社
ホ
ー
ト
ン

社
あ
て
に
そ
の
構
想
の
こ
と
を
述
べ
て
、
つ
い
て
は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
を
読
み
直
し
た
い
の
で
本
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
、
依
頼
し
て

い
る
。
「
私
は
読
み
ま
し
た
。
そ
し
て
心
の
中
が
感
動
で
渦
巻
き
ま
し
た
」
と
、
ハ
ー
ン
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
手
紙
に
記
し
、
ア

ン
デ
ル
セ
ン
の
「
大
き
な
空
想
力
、
素
朴
な
魔
術
、
驚
く
べ
き
圧
縮
力
」
に
あ
ら
た
め
て
感
嘆
し
た
こ
と
、
「
そ
の
霊
感
の
泉
に
学

び
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
岨
゜
後
の
、
東
大
で
の
文
学
講
義
「
散
文
芸
術
論
」
の
中
で
も
ア
ン
デ
ル
セ
ン
を
「
並
ぶ
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
な
い
童
話
の
語
り
手
、
深
遠
な
哲
学
的
意
味
に
満
ち
た
不
思
議
な
物
語
の
語
り
手
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
て
、
高
い
評
価
は
変
わ

ら
な
い
。

　
そ
の
Ｈ
・
Ｃ
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
に
「
柳
の
樹
の
下
で
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
に
感
銘
を
受
け

た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
も
の
の
、
個
別
の
作
品
に
は
、
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
柳
の
樹
の
下
で
」
に
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い
か
な
る
感
想
を
抱
い
た
か
は
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
老
樹
の
存
在
で
あ
る
。

物
語
の
主
人
公
の
青
年
ク
ヌ
ー
ト
は
幼
な
じ
み
の
ヨ
ハ
ン
ネ
と
の
恋
に
破
れ
、
何
年
も
の
放
浪
の
果
て
に
力
尽
き
る
。
そ
し
て
冬
、

雪
の
降
り
積
も
る
異
国
の
村
の
柳
の
樹
の
下
で
凍
死
す
る
の
だ
が
、
そ
の
時
、
そ
の
柳
の
樹
が
上
か
ら
自
分
の
方
に
枝
を
下
げ
て
い

る
の
を
感
じ
る
。
樹
は
力
強
い
老
人
の
姿
と
化
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
若
者
を
探
し
に
来
て
く
れ
た
故
郷
の
柳
の
老
樹
の
樹
霊
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。
ク
ヌ
ー
ト
は
子
供
の
こ
ろ
、
小
川
が
そ
ば
に
流
れ
る
家
の
庭
の
、
こ
の
柳
の
樹
の
下
で
い
つ
も
遊
ん
で
過
ご
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
柳
の
老
人
は
若
者
を
優
し
く
両
腕
に
抱
き
あ
げ
る
と
、
そ
の
魂
を
祖
国
の
小
川
の
ほ
と
り
へ
、
幼
い
日
の
庭

へ
と
連
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
昔
の
ま
ま
の
ヨ
ハ
ン
ネ
が
微
笑
ん
で
待
っ
て
い
た
。
異
国
の
冬
景
色
の
中
に
柳
の
樹
霊
が
紡
ぎ
出
す
、

青
々
と
し
た
夏
の
故
郷
の
夢
に
つ
つ
ま
れ
て
、
若
者
は
息
を
引
き
取
る
。

　
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
こ
の
作
品
で
は
、
柳
の
老
樹
は
、
父
母
の
待
つ
故
郷
と
、
あ
ど
け
な
く
遊
ん
だ
幸
せ
な
幼
年
期
の
象
徴
で
あ
り
、

最
後
に
そ
こ
に
回
帰
し
よ
う
と
し
た
主
人
公
を
受
け
止
め
、
癒
し
、
救
う
存
在
と
し
て
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
ハ
ー
ン
の
「
十
六
桜
」
に
お
い
て
も
、
侍
に
は
ク
ヌ
ー
ト
と
同
じ
よ
う
に
子
供
の
こ
ろ
庭
の
桜
の
樹
下
で
遊
ん
だ
思
い
出

が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
樹
に
対
す
る
愛
着
が
あ
る
。
だ
が
ハ
ー
ン
の
視
点
は
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
過
去
へ
と
遡
っ
て

い
く
。
「
父
母
も
祖
父
母
も
、
ま
た
そ
の
親
も
先
祖
代
々
」
桜
を
讃
え
、
色
と
り
ど
り
の
短
冊
を
満
開
の
枝
に
結
ん
で
、
同
じ
よ
う

に
花
の
季
節
を
送
っ
て
き
た
こ
と
に
思
い
が
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
侍
は
、
そ
の
よ
う
な
樹
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
た
め
に
切
腹
し

て
乗
り
移
り
、
再
生
さ
せ
た
。

　
老
樹
の
も
と
で
、
季
節
が
繰
り
返
さ
れ
、
人
々
の
生
か
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
「
阿
弥
陀
寺
の
比
丘
尼
」
（
『
心
』
）
の
中

に
描
か
れ
た
、
お
地
蔵
様
が
見
守
る
な
か
で
代
々
の
子
供
た
ち
が
く
り
返
し
遊
ぶ
光
景
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
満
開
の
桜
の
下
は
阿
弥
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陀
寺
の
境
内
と
同
じ
く
、
時
間
が
流
れ
、
反
復
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
た
、
ひ
と
つ
の
聖
な
る
空
間
な
の
だ
と
い
え
る
。
桜
の
老
樹
は
、

そ
の
空
間
も
、
時
間
も
、
い
わ
ば
こ
の
世
の
生
命
の
営
み
す
べ
て
を
包
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、
春
ま
だ
き

雪
の
中
に
咲
く
冬
の
桜
と
は
、
そ
の
よ
う
な
樹
木
の
聖
性
を
ま
さ
し
く
世
に
顕
現
し
た
姿
に
他
な
ら
な
い
と
と
ら
え
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
　
「
十
六
桜
」
の
話
は
、

　
J
＼
n
d

e
v
e
r
y
y
e
a
ri
ts
t
i
l
l

b
l
o
o
m
s
-
-
i
n

t
h
es
e
a
s
o
n
o
f
t
h
es
n
o
w
.
"

　
（
そ
れ
以
来
、
そ
の
桜
は
今
も
な
お
毎
年
、
雪
の
季
節
に
花
を
咲
か
せ
る
の
で
あ
る
。
）
と
結
ば
れ
、
ほ
の
暗
い
闇
の
中
に
そ
こ
だ
け
春
の
陽

が
明
る
く
射
し
て
い
る
よ
う
な
、
冬
の
桜
の
神
秘
性
を
最
後
に
再
び
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
、
終
わ
る
。

　
　
「
十
六
桜
」
と
は
、
悠
久
の
時
を
内
包
し
た
樹
木
と
向
か
い
あ
い
、
老
樹
へ
の
転
生
を
果
た
す
こ
と
で
、
樹
木
の
聖
な
る
空
間
を

目
に
見
え
る
形
で
世
に
あ
き
ら
か
に
し
た
一
人
の
人
間
の
物
語
で
あ
る
。
静
か
で
清
冽
な
美
し
さ
の
中
に
潜
む
、
樹
下
の
切
腹
の
イ

ン
パ
ク
ト
が
読
者
の
脳
裏
に
残
る
の
は
、
凝
縮
さ
れ
た
そ
の
一
瞬
の
人
間
の
行
為
が
、
永
遠
を
永
遠
と
し
て
あ
ら
わ
し
め
た
か
ら
な

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
四
、
樹
々
の
原
風
景

　
　
「
青
柳
物
語
」
は
、
吹
雪
の
中
、
柳
の
老
樹
が
丘
の
上
に
姿
を
現
し
て
始
ま
り
、
「
十
六
桜
」
は
、
雪
の
こ
ろ
に
花
を
咲
か
せ
る
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桜
の
古
木
の
姿
を
最
後
に
映
し
出
す
。
冬
の
季
節
を
背
景
に
し
た
ふ
た
つ
の
樹
木
の
物
語
は
照
応
し
あ
う
か
の
よ
う
に
、
人
間
に
と

っ
て
の
樹
木
の
聖
性
を
描
い
て
い
る
。
か
た
や
桜
が
こ
の
世
の
生
の
営
み
の
繰
り
返
し
を
包
み
こ
む
。
そ
の
営
み
が
繰
り
返
し
の
中

で
昇
華
さ
れ
、
夢
幻
の
ご
と
く
そ
こ
に
立
ち
現
れ
た
物
語
を
今
度
は
柳
が
す
く
い
と
っ
て
照
ら
し
出
す
。
そ
し
て
、
柳
の
樹
が
若
者

を
い
ざ
な
い
、
対
す
る
老
武
士
が
桜
の
樹
の
中
に
命
を
ぬ
り
こ
め
る
。
こ
う
し
て
い
ず
れ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
最
後
に
、
樹
木
の

聖
な
る
空
間
の
中
に
人
間
は
吸
い
こ
ま
れ
て
い
く
。

　
ハ
ー
ン
が
来
日
後
、
日
本
の
風
土
を
描
写
し
、
樹
木
の
印
象
を
記
し
た
文
章
の
中
で
、
樹
々
の
美
し
い
た
た
ず
ま
い
に
感
嘆
し
、

樹
の
中
に
息
づ
く
樹
霊
の
存
在
を
感
じ
と
っ
て
安
ら
い
で
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
で
は
、
来
日
以
前
の
ハ
ー
ン
は
、
樹
木
を
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
ア
メ
リ
カ
時
代
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
の
地
方
紙
『
ア
イ
テ
ム
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
万
聖
節
の
夜
」
と
い
う
小
品
は
、
死
者
の

霊
が
戻
る
と
い
う
万
聖
節
の
夜
の
、
墓
地
の
幻
想
的
な
光
景
を
散
文
詩
風
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
夜
、
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
墓
地

を
風
が
吹
き
抜
け
、
墓
の
間
の
「
影
た
ち
」
に
囁
き
か
け
る
。
も
の
言
わ
ぬ
影
に
か
わ
っ
て
、
糸
杉
の
樹
々
と
供
え
ら
れ
た
花
々
が

囁
き
返
す
う
ち
、
空
が
白
ん
で
風
は
飛
び
去
っ
て
い
く
。
こ
の
詩
の
中
で
は
、
死
者
の
霊
と
風
、
樹
々
、
花
々
が
語
り
あ
い
、
ハ
ー

ン
は
花
か
ら
立
ち
上
る
香
り
を
花
か
ら
抜
け
出
た
そ
の
魂
に
見
立
て
、
「
花
の
魂
」
と
い
う
言
葉
を
再
三
繰
り
返
す
。
植
物
に
も
霊

魂
を
見
出
す
ハ
ー
ン
の
感
性
を
そ
こ
に
指
摘
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
、
詩
の
技
法
と
し
て
擬
人
法
を
駆
使
し
た
と
い
う
要
素

の
方
が
強
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
ハ
ー
ン
が
樹
木
の
霊
的
な
生
命
力
そ
の
も
の
を
直
視
し
て
語
り
だ
す
の
は
、
西
イ
ン
ド
諸
島
に
行
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
『
仏

領
西
イ
ン
ド
諸
島
の
二
年
間
』
（
一
八
九
〇
年
）
冒
頭
の
紀
行
文
「
真
夏
の
熱
帯
行
」
の
中
で
、
ハ
ー
ン
は
熱
帯
の
樹
々
と
森
林
か
ら
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受
け
た
強
烈
な
印
象
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

　
　
熱
帯
の
森
の
何
た
る
か
は
、
頭
上
千
フ
ィ
ー
ト
の
高
さ
ま
で
緑
が
美
し
く
伸
び
上
が
っ
て
い
る
様
を
見
上
げ
て
い
る
う
ち
に
、

　
畏
怖
と
共
に
わ
か
っ
て
く
る
。
樹
の
実
体
と
い
う
よ
り
は
樹
の
幻
が
は
る
か
高
く
に
聳
え
、
怪
物
の
群
れ
と
化
し
て
上
か
ら
見
下

　
ろ
し
、
う
な
ず
き
、
体
を
か
が
め
、
巨
大
な
膝
を
突
き
出
し
、
背
中
や
肩
の
曲
線
を
あ
ら
わ
に
し
、
緑
の
腕
を
さ
し
だ
し
、
手
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
を
不
気
味
に
絡
ま
せ
あ
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
樹
々
は
不
気
味
に
そ
び
え
立
つ
化
け
物
の
群
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
群
れ
な
す
緑
の
化
け
物
が
上
の
方
で
身
を
く
ね
ら

せ
、
う
ご
め
き
、
絡
み
あ
う
。
そ
の
光
景
を
下
か
ら
見
上
げ
て
ハ
ー
ン
は
、
威
圧
さ
れ
る
よ
う
な
圧
迫
態
と
畏
怖
の
念
を
感
じ
た
。

ま
た
、
森
に
棲
む
魔
女
に
ま
つ
わ
る
話
「
ラ
・
ギ
ア
ブ
レ
ス
」
の
中
で
も
、
樹
々
の
何
と
も
い
え
ぬ
不
気
味
で
恐
ろ
し
い
姿
形
に
ふ

れ
た
上
で
、
「
北
国
で
は
樹
は
単
な
る
樹
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
だ
が
南
国
で
は
樹
は
霊
を
帯
び
た
人
格
で
、
そ
の
霊
性
が
お
の
ず
と

感
じ
ら
心
認
」
と
述
べ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
ハ
ー
ン
の
中
で
樹
々
の
形
の
恐
ろ
し
さ
と
そ
の
霊
性
が
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
そ
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
か
、
「
ゴ
シ
ッ
ク
の
恐
怖
」
（
『
影
』
）
と
い
う
晩
年
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
自
ら

の
心
理
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
ハ
ー
ン
は
子
供
の
こ
ろ
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
教
会
に
連
れ
て
い
か
れ
、
そ
こ
で
い
つ
も
強
い
恐
怖
感
に
か
ら
れ
た
こ
と
を
回
想
す
る
。

ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
の
内
陣
の
形
状
に
悪
夢
の
化
け
物
を
連
想
し
、
「
な
に
か
定
め
が
た
い
生
命
の
印
象
」
を
覚
え
た
と
い
う
の
で
あ
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る
。
そ
の
実
体
が
何
か
、
ハ
ー
ン
は
ず
っ
と
気
に
な
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
構
造
が
天
を
め
ざ
す
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
の
視
覚
的
表
現
で
あ
る
が
ゆ
え
の
宗
数
的
畏
怖
感
だ
と
い
う
説
に
も
、
ま
た
ゴ
シ
ッ
ク
教
会
の
内
部
が
巨
大
な
怪
獣
の
骸
骨
に
似

て
い
る
と
い
う
説
に
も
今
ひ
と
つ
納
得
で
き
な
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
後
年
、
西
イ
ン
ド
諸
島
で
そ
の
謎
が
解
け
る
。
ハ
ー
ン
が
熱

帯
の
森
の
中
に
入
り
、
椰
子
の
樹
の
群
れ
が
天
を
目
指
し
て
聳
え
る
「
恐
ろ
し
く
も
美
し
い
非
日
常
的
な
生
命
の
光
景
」
を
眺
め
て

い
る
と
、
突
然
樹
々
の
幹
が
巨
大
な
側
廊
の
柱
列
に
見
え
て
き
て
、
幼
な
き
日
と
同
じ
恐
怖
感
に
と
ら
わ
れ
た
。
そ
の
時
ハ
ー
ン

は
、
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
ア
ー
チ
は
成
長
繁
茂
す
る
植
物
の
曲
線
に
、
教
会
の
内
部
が
森
に
似
て
い
る
と
思
い
あ
た
る
。
そ
し
て
、
教

会
の
内
陣
と
熱
帯
の
森
に
共
通
す
る
の
は
、
「
上
へ
上
へ
と
伸
び
て
い
く
」
動
き
と
、
そ
の
「
異
様
な
動
き
の
恐
怖
感
」
に
他
な
ら

な
い
と
結
論
づ
け
る
。

　
厳
格
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
大
叔
母
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
ハ
ー
ン
が
、
孤
独
な
少
年
時
代
を
送
り
、
無
理
強
い
さ
れ
た
カ
ト
リ

ッ
ク
信
仰
へ
の
反
発
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
晩
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
ゴ
シ
ッ
ク
の
恐
怖
」
か

ら
わ
か
る
の
は
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
教
会
内
部
の
形
象
が
、
ひ
と
つ
の
原
風
景
と
し
て
意
識
の
奥
深
く
に
刻
ま
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
ハ
ー
ン
の
中
で
は
幼
年
期
以
来
、
こ
の
原
風
景
が
核
と
な
っ
て
、
自
分
を
押
し
つ
ぶ
そ
う

と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
ひ
い
て
は
西
欧
文
明
そ
の
も
の
と
、
成
長
繁
茂
す
る
欝
蒼
た
る
樹
々
の
イ
メ
ー
ジ
と
が
分
か
ち
が
た
く

結
び
つ
い
て
、
恐
怖
と
圧
迫
感
、
霊
性
と
力
が
渾
然
一
体
と
し
た
印
象
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
西
イ

ン
ド
諸
島
で
も
、
高
く
聳
え
る
森
の
樹
々
に
対
し
て
記
憶
の
中
の
教
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
か
ら
こ
そ
、
思
わ
ず
身
を
引
き
た
く

な
る
よ
う
な
恐
怖
を
感
じ
た
。
熱
帯
の
木
々
の
描
写
に
は
、
実
際
の
風
土
以
上
に
、
ハ
ー
ン
の
内
面
的
投
影
が
大
き
く
作
用
し
た
に

ち
が
い
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
に
も
、
や
は
り
樹
木
の
「
上
へ
上
へ
と
伸
び
て
い
く
動
き
」
を
描
い
た
作
品
が
あ
る
。
「
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

老
い
た
樫
の
木
の
最
後
の
夢
」
と
い
う
、
海
辺
の
崖
の
上
の
森
の
中
に
ひ
と
き
わ
高
く
立
つ
樫
の
老
樹
の
物
語
で
あ
る
。

　
夏
、
三
百
六
十
五
歳
の
樫
の
木
の
ま
わ
り
を
か
げ
ろ
う
が
飛
び
交
い
、
万
物
は
奇
の
長
さ
に
関
わ
り
な
く
皆
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ぞ

れ
の
生
を
享
受
し
た
の
ち
永
遠
の
中
に
帰
っ
て
い
く
の
だ
と
語
る
。
や
が
て
季
節
が
め
ぐ
っ
て
、
樫
の
木
は
冬
の
眠
り
に
つ
く
。
そ

し
て
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ブ
の
夜
、
冬
の
嵐
が
荒
れ
狂
う
中
で
老
樫
の
木
は
美
し
い
夢
を
み
る
。
長
い
年
月
の
間
の
出
来
事
が
走
馬
燈

の
よ
う
に
過
ぎ
て
い
く
夢
で
あ
る
。
そ
の
時
、
老
樹
は
一
番
下
の
細
い
根
か
ら
新
し
い
命
の
流
れ
が
登
っ
て
く
る
の
を
感
じ
る
。
そ

の
流
れ
は
さ
ら
に
上
へ
上
へ
と
昇
っ
て
い
っ
て
枝
葉
の
先
々
に
ま
で
達
し
、
そ
の
う
ち
体
全
体
に
力
が
あ
ふ
れ
、
太
陽
の
方
へ
と
伸

び
始
め
る
。
老
樹
は
森
中
の
他
の
木
や
草
や
花
も
み
な
同
じ
よ
う
に
成
長
し
て
い
る
の
が
わ
か
っ
て
感
激
す
る
。
光
と
喜
び
に
包
ま

れ
な
が
ら
、
自
分
の
根
が
地
面
か
ら
離
れ
始
め
た
の
に
気
付
い
た
時
、
雪
の
中
に
樫
の
木
は
倒
れ
る
。
そ
し
て
嵐
が
静
ま
っ
た
翌

朝
、
教
会
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
讃
美
歌
が
森
に
響
き
わ
た
る
。

　
こ
こ
で
最
後
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
描
か
れ
る
老
樹
の
夢
を
際
立
た
せ
る
の
は
、
森
全
体
が
空
へ
と
向
か
っ
て
上
昇
し
て
い

く
動
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
讃
美
歌
が
響
き
わ
た
る
こ
と
で
、
ま
る
で
森
そ
の
も
の
が
巨
大
な
大
聖
堂
の
内
陣
と
化
し
た
か
の

よ
う
な
印
象
が
残
る
。
ハ
ー
ン
と
ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
共
に
、
森
の
樹
々
の
生
奇
態
を
上
昇
す
る
動
き
の
中
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、

し
か
も
そ
れ
が
教
会
の
形
に
何
ら
か
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
た
だ
、
ハ
ー
ン
の
場
合
は
、
教
会
内
陣
の
根
物
的
な
上
昇

の
動
き
が
異
様
な
力
を
も
っ
て
圧
迫
し
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
そ
こ
に
最
後
に
キ
リ
ス

ト
数
的
な
昇
天
と
歓
喜
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。

　
美
術
史
家
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヅ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
後
に
『
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
形
式
論
』
（
一
九
一
一
年
）
の
中
で
、
ゴ
シ
ッ
ク
教
会
の
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内
部
建
築
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
「
ゴ
シ
ッ
ク
の
線
」
の
も
つ
抽
象
的
で
あ
り
な
が
ら
強
烈
な
生
命
力
と
そ
の
上
昇
運
動
の
リ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
説
が
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
「
空
想
的
で
激
情
的
な
線
」
の
形
象
が
、
キ
リ
ス
ト
教

受
容
以
前
の
北
方
ゲ
ル
マ
ン
民
放
の
宗
教
感
情
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
視

覚
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
教
会
建
築
が
、
精
霊
に
み
ち
た
「
森
の
神
秘
の
暗
闇
の
中
で
思
考

さ
れ
た
」
形
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
。
い
わ
ば
隠
れ
た
地
下
水
の
よ
う
に
、
は
る
か
古
代
に
遡
る
異
教
の
記
憶
が
人
々
の
無
意
識

の
深
層
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
年
老
い
た
樫
の
本
の
最
後
の
夢
」
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
物
諸
ら
し
く
讃
美
歌
で
し
め
く
く
ら
れ
る
が
、
物
語

の
中
心
を
な
す
の
は
、
あ
く
ま
で
も
樹
齢
を
へ
た
樫
の
本
で
あ
り
、
森
の
生
命
力
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
引
い
た
「
柳
の
樹
の
下

で
」
に
お
い
て
も
、
異
国
で
倒
れ
た
若
者
を
抱
き
上
げ
、
故
郷
め
ざ
し
て
飛
翔
し
て
い
く
柳
の
老
樹
は
、
実
は
そ
こ
の
村
の
教
会
の

傍
ら
に
立
つ
樹
で
あ
っ
た
こ
と
が
物
語
の
最
後
に
な
っ
て
わ
か
り
、
キ
リ
ス
ト
数
的
な
救
い
が
暗
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
通
奏
低
音
の

よ
う
に
主
人
公
を
支
え
る
の
は
、
力
強
い
老
人
の
姿
に
化
身
す
る
柳
の
樹
霊
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
樹
霊
は
、
た
と
え
ば
前
回

言
及
し
た
Ｗ
・
Ｃ
・
ラ
ン
ダ
ー
の
樫
の
本
の
精
の
よ
う
に
人
間
と
対
峙
す
る
存
在
で
は
な
く
、
人
の
生
か
ら
死
ま
で
を
見
守
り
、
人

が
最
後
に
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
ハ
ー
ン
が
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
作
品
を
読
ん
で
「
心
の
中
が
感
動
で
渦
巻
い
た
」
（
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
前
出
書
簡
）
、
少
な
く
と
も
一
つ

の
要
素
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
は
か
ら
ず
も
描
い
た
、
こ
の
よ
う
な
聖
な
る
樹
木
の
姿
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ハ
ー
ン
が
樹
木
の
霊
性
を
直
視
し
た
の
は
西
イ
ン
ド
諸
島
に
お
い
て
で
あ
り
、
は
じ
め
て
安
ら
ぐ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
樹
木
の

姿
を
文
章
に
描
い
た
の
は
、
日
本
に
来
て
か
ら
で
あ
る
。
樹
木
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
の
根
源
的
な
生
命
力
と
の
交
わ
り
に
強
く
ひ
か
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れ
る
気
持
が
ハ
ー
ン
の
中
に
は
元
々
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
樹
木
の
イ
メ
ー
ジ
を
お
お
っ
て
い
た
、
ハ
ー
ン
の
言
う
「
ゴ
シ
ッ
ク
の

恐
怖
」
を
取
り
除
く
に
は
、
西
洋
世
界
を
離
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
西
イ
ン
ド
諸
島
の
熱
帯
の
森
で
、
心
理
的
な
況
縛
の
実
体
を
自
覚
し
、
そ
し
て
来
日
後
、
自
然
の
万
物
に
霊
魂
が
宿
る
と
す
る
日

本
古
来
の
精
神
風
土
や
、
様
々
な
民
俗
、
伝
説
に
あ
ら
わ
れ
た
日
本
人
の
樹
木
観
そ
の
も
の
に
感
じ
入
り
、
共
感
す
る
こ
と
で
、
ハ

ー
ン
は
素
直
に
樹
々
の
世
界
に
う
ち
と
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
春
の
桜
の
花
の
美
し
さ
に
、
ま
た
神
社
や
寺
な
ど
樹

木
に
囲
ま
れ
た
聖
な
る
空
間
に
、
人
と
樹
木
が
こ
ま
や
か
に
心
通
い
あ
う
関
係
を
見
出
し
、
樹
霊
と
人
間
が
結
ば
れ
る
物
語
を
再
話

し
た
。
「
青
柳
物
語
」
や
「
十
六
桜
」
の
樹
木
が
象
徴
す
る
の
は
、
人
間
を
い
ざ
な
い
、
包
み
込
む
よ
う
な
樹
々
の
世
界
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
来
日
前
と
は
異
な
る
ハ
ー
ン
の
心
理
や
精
神
状
況
が
反
映
さ
れ
た
面
が
あ
る
と
み
て
い
い
。

　
た
だ
し
、
ハ
ー
ン
は
こ
れ
ら
樹
霊
の
物
語
を
、
西
洋
に
対
峙
す
る
反
西
洋
の
自
然
観
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
ま
た
樹
木
と
人
間
が

同
質
の
、
同
じ
霊
魂
を
共
有
す
る
ゆ
え
の
密
な
繋
が
り
の
証
と
し
て
再
話
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
「
青
柳
物
語
」
の
中
の
愛
と
信
頼
の
物
語
は
、
そ
の
清
ら
か
さ
の
点
で
、
お
よ
そ
お
伽
話
の
枠
の
中
で
し
か
存
在
し
え
な
い
世
界

と
し
て
、
ハ
ー
ン
は
枠
組
み
の
中
の
劇
中
劇
の
形
で
提
示
し
て
見
せ
る
。
そ
の
劇
中
劇
の
中
で
、
樹
の
妖
精
で
あ
る
青
柳
は
、
死
ぬ

時
、
来
世
も
ま
た
友
忠
と
め
ぐ
り
あ
い
、
結
ば
れ
る
こ
と
を
誓
う
。
だ
が
、
か
た
や
、
人
間
と
し
て
の
生
を
終
え
つ
つ
あ
る
「
十
六

桜
」
の
老
武
士
は
、
子
供
た
ち
に
も
先
立
た
れ
、
「
こ
の
世
に
愛
す
る
も
の
は
こ
の
樹
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
」
と
い
う
心
境
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
再
び
人
間
と
し
て
生
ま
れ
加
わ
る
こ
と
は
も
は
や
望
ま
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
間
の
営
み
が
繰
り

返
さ
れ
る
の
を
見
守
っ
て
き
た
樹
木
の
方
と
一
体
化
し
、
そ
の
樹
霊
と
化
す
道
を
選
ぶ
。
老
武
士
に
と
っ
て
桜
の
樹
は
、
自
分
の
生

き
て
き
た
年
月
、
先
祖
代
々
に
遡
る
過
去
の
年
月
を
包
み
こ
む
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
生
か
反
復
さ
れ
る
輪
廻
転
生
の
輪
を
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超
越
し
、
離
脱
し
た
存
在
と
し
て
浮
上
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　
十
九
世
紀
末
の
芸
術
に
、
蔓
や
蔦
、
繁
茂
す
る
樹
々
な
ど
、
植
物
の
表
象
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
青
柳
物
語
」
の
青
柳
の
描
き
方
に
も
そ
の
影
響
は
み
ら
れ
、
ま
た
ハ
ー
ン
の
熱
帯
の
樹
々
の
描
写
で
も
枝
葉

が
絡
み
あ
う
曲
線
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
教
会
の
中
の
線
の
形
象
に
注
目
し
た
ヅ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
説
自
体
、
世
紀
末
芸
術
と
同
じ
時

代
背
景
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
樹
木
と
い
う
存
在
、
草
木
の
し
な
や
か
な
曲
線
や
渦
巻
き
模
様
に
対
す
る
時

代
の
嗜
好
に
は
、
西
洋
近
代
社
会
の
何
ら
か
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
人
々
の
渇
望
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
の
描
く
樹
々

の
世
界
も
、
そ
の
よ
う
な
世
紀
末
の
幻
想
に
通
低
し
て
い
る
。

　
大
地
に
深
く
根
ざ
し
、
天
に
向
か
っ
て
の
び
る
樹
々
は
、
人
間
や
動
物
の
よ
う
に
音
や
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
な
く
、
み
ず
か
ら

の
意
志
で
動
く
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
自
然
の
根
源
に
通
じ
、
人
間
が
太
古
に
失
っ
た
も
の
を

保
持
し
、
存
在
の
永
遠
性
を
か
ち
え
て
い
る
。
植
物
の
静
か
で
受
け
身
の
生
に
、
人
は
、
人
間
を
も
含
め
た
動
物
と
は
全
く
別
様
の

生
の
有
り
方
を
み
い
だ
し
、
救
い
と
癒
し
を
求
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
ハ
ー
ン
の
「
青
柳
物
語
」
と
「
十
六
桜
」
に

は
、
近
代
的
な
人
間
の
あ
り
方
と
は
対
極
に
あ
る
そ
の
よ
う
な
樹
々
の
世
界
と
の
結
合
が
た
し
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
再
話
文
学
の
面
白
さ
は
、
古
い
物
語
が
過
去
の
記
憶
を
内
包
し
つ
つ
、
い
か
に
時
代
の
新
た
な
衣
を
ま
と
っ
て
蘇
生
し
た
か
と
い

う
点
に
あ
ろ
う
。
西
洋
と
日
本
と
い
う
ふ
た
つ
の
文
化
に
ま
た
が
っ
て
世
紀
末
の
時
代
を
生
き
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
再
話

作
品
で
は
、
日
本
の
原
話
の
世
界
に
西
洋
の
想
像
力
の
伝
統
が
照
射
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
、
両
者
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
と

も
異
な
る
新
た
な
物
語
が
っ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
ハ
ー
ン
の
物
語
の
奥
深
さ
と
尽
き
な
い
興
味
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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