
水
上
勉
の

〈京
都
〉

―
―

「
雁
の
寺
」
の
視
線
―
―

作
品

「雁
の
寺
」
は
、
作
者
水
上
勉
が
四
二
歳
の
時
、　
一
九
六

一

（昭
和

３６
）
年
三
月
文
芸
雑
誌

「
別
冊
文
藝
春
秋
」
（文
藝
春
秋
社
）
に
発
表
さ
れ

た
直
木
賞
受
賞
作
品
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
京
都
　
衣
笠
山
麓
に
あ
る
孤

峯
庵
と
い
う
禅
寺
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
寺
は

「庫
裡
の
杉
戸
か
ら

本
堂
に
至
る
廊
下
、
そ
れ
か
し
、
下
間
、
内
陣
、
上
間
と
、
四
枚
襖
の
ど
れ

に
も
」
京
都
画
壇
に
名
を
馳
せ
た
岸
本
南
嶽
筆
の
雁
の
絵
が
描
か
れ
て
い

る
。
桐
原
里
子
は
南
嶽
の
囲
い
者
だ

っ
た
が
、
死
後
孤
峯
庵
住
職
北
見
慈
海

の
内
妻
と
な
る
。
こ
の
寺
で
修
行
し
得
度
を
受
け
た
ば
か
り
の
堀
之
内
慈
念

は
、
大
徳
寺
に
あ
る
中
学
校

へ
通
っ
て
い
る
ｃ
慈
念
は
、
「ま
だ
十
二
、
三

歳
と
し
か
思
え
な
い
背
の
ひ
く
い
小
坊
主
」
で
、
頭
が
大
き
く
躯
が
小
さ
な

歪
な
容
貌
を
し
た
少
年
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
寺
内
に
暮
ら
す
な

か
、
里
子
は
慈
念
の
無
表
情
な
冷
た
さ
を
不
気
味
に
思
う
が
、
幼
い
頃
親
も

と
を
離
れ
、
容
貌
の
醜
さ
か
ら
苛
め
ら
れ
て
い
る
孤
独
な
身
の
上
に
同
情
も

瀧

本

和

成

す
る
Э
そ
ん
な
あ
る
日
、
慈
海
和
尚
が
失
踪
す
る
。
そ
の
十
三
日
後
慈
念
の

姿
も
消
え
る
。
孤
峯
庵
の
本
堂
内
陣
の
襖
絵
に
描
か
れ
た

「松
の
葉
蔭
の
子

供
雁
と
、
餌
を
ふ
く
ま
せ
て
い
る
母
親
雁
」
の

「
母
親
雁
」
だ
け
が
む
し
り

取
ら
れ
て
い
た
。
祝
福
さ
れ
て
生
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う
絶
望
の
思
い
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
慈
念

の
、
激
し
い
憎
悪
と
残
忍
な
殺
意
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

一

作
品
中
に
登
場
す
る

〈雁
〉
の
襖
絵
は
、
相
國
寺
塔
頭
瑞
春
院
仏
間
の
襖

絵
が
モ
デ
ル
だ
が
、
実
際
に
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
絵
は
、
今
尾
景
年
の
筆

に
よ

っ
て
画
か
れ
た

〈孔
雀
の
親
子
〉
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
品
で
は

〈雁
〉

と
な

っ
て
い
る
）^
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
説
は
、　
一
九
六
二

（昭
和
３７
）
年
川
島
雄
三
監
督
に
よ

っ
て
映
画

化

（脚
本
＝
舟
橋
和
郎
　
川
島
雄
三
、
撮
影
＝
村
井
博
、
キ
ャ
ス
ト
＝
高
見

同

一

（慈
念
役
）
、
若
尾
文
子

（里
子
役
）
、
三
島
雅
夫

（慈
海
役
）
、
配
給

一
一
五



＝
大
映
、

９８
分
　
パ
ー
ト
カ
ラ
ー
）
さ
れ
て
い
る
。
撮
影
に
先
立

っ
て
水
上

勉
と
川
島
雄
三
の
二
人
が
相
國
寺
塔
頭
瑞
春
院
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
時
の
様
子
が
、
水
上
勉
の

『雁
帰
る
』
（徳
間
書
店

　
一
九
六
七
）

中
に
記
さ
れ
て
い
る
ｃ

映
画
監
督
の
川
島
雄
三
さ
ん
が
、
た
い
そ
う
原
作
に
ほ
れ
て
く
だ
さ

っ
て
、
ど
う
し
て
も
映
画
に
し
た
い
、
と
い
い
、
つ
い
て
は
あ
ん
た
の

育

っ
た
寺
を
み
て
み
た
い
と

い
わ
れ
て
、
私
た
ち
は
、
こ
の
秋
は
じ
め

に
京
都
に
ゆ
き
、
瑞
春
院
を
た
ず
ね
て
い
る
ｃ

こ
の
時
作
家
に
な

っ
て
は
じ
め
て
瑞
春
院
を
訪
ね
た
水
上
勉
は
驚

い
た
と

い
う
。
い
ま
ま
で
襖
絵
が

〈雁
の
親
子
〉
だ
と
ば
か
り
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ

が
、
何
と
実
際
に
画
か
れ
て
い
た
の
が

〈孔
雀
の
親
子
〉
だ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
作
品
は
作
者
が
幼
少
年
時
経
験
し
た
塔
頭
で
の
厳
し
い
修
業
の
体

験
と
記
憶
が
モ
チ
ー
フ
だ
が
、
絵
の
記
憶
が
違

っ
て
い
た
の
は
た
い
へ
ん
興

味
深
い
ｃ
こ
の
作
品
の
名
の
由
来
と
襖
絵
の
記
憶
違

い
は
水
上
勉
の
母
の
名

が

「
が
ん
」
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
驚
い
た
こ
と
に
、
こ
の
時
は
じ
め
て
通
さ
れ
た
上
間
の

間

（修
行
時
代
に
は
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
）
に
な
ん
と
、
〈雁
の

親
子
〉
の
画

（上
国
高
秋
筆
）
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
因
縁

の
深
さ
に
二
度
ま
で
も
驚
嘆
し
た
水
上
勉
は
、
後
に
講
演
の
あ
る
毎
に
こ
の

エ
ピ

ソ
ー
ド
を
語

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
３

一
一
六

二

水
上
勉
は
、　
一
九

一
九

（大
正
８
）
年
二
月
福
井
県
大
飯
郡
本
郷
村
に
四

男

一
女
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
ｃ
父

（覚
治
）
は
宮
大
工
だ

っ
た

が
、
家
に
は
め
っ
た
に
お
ら
ず
、
母

（が
ん
）
が
女
手
ひ
と
つ
で
子
供
た
ち

を
養

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
頃
の
様
子
を
水
上
勉
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

２一
。

喧
嘩
は
い
つ
も
陰
湿
だ

っ
た
。
時
に
は
父
が
母
を
撲
り
つ
け
る
の
を

見
た
ｃ
ね

っ
ち
り
と
母
を
や
り
こ
め
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
母
は
泣
い
て

い
た
。
し
く
し
く
泣
く
の
で
あ
る
．
眼
を
は
ら
し
て
、
子
ど
も
に
か
く

れ
て
し
く
し
く
泣
く
母
を
私
は
三
つ
ご
ろ
か
ら
何
ど
見
た
こ
と
か
。

鳥
骨
肉
の
絆
）

母
は
思
い
あ
ま

っ
て
、
私
た
ち
を
連
れ
て
若
狭
の
海
べ
り
に
ゆ
き
、

死
の
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
子
心
中
を
思
い
つ
い
た
わ

け
だ
。
と
こ
ろ
が
、
海

へ
行
く
途
中
で
思
い
と
ど
ま

っ
て
、
ま
た
村

ヘ

帰
る
決
心
を
し
、
死
ん
だ
つ
も
り
で
、
働
き
は
じ
め
た
と
い
う
。
何
も

知
ら
な
い
わ
た
し
た
ち
は
、
母
に
手
を
ひ
か
れ
て
命
を
拾

っ
た
。

鳥
失
な
わ
れ
た
心
旨

右
の
回
想
で
も
わ
か
る
通
り
、
夫
婦
関
係
、
経
済
状
況
共
に
良
く
な
い
な

か
、
水
上
少
年
は
い
わ
ゆ
る
口
減
ら
し
の
た
め
、　
一
九
二
九

（昭
和
４
）
年



一
〇
歳
の
折
、
京
都
　
相
回
寺
塔
頭
瑞
春
院
の
徒
弟
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
親
元
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
水
上
は
京
都
で
の
修
行
時
代
を
次
の

よ
う
に
語

っ
て
い
る
ｃ

京

へ
き
て
か
ら
休
む
ひ
ま
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
ｃ
学
校
は
、
烏
丸

通
り
の
す
ぐ
北
に
あ

っ
た
室
町
第

一
小
学
校
で
あ
る
ｃ
朝
五
時
に
起

床
。
掃
除
、
食
事
の
用
意
。
赤
ち
ゃ
ん
の
お
む

つ
洗
い
、
そ
れ
か
ら
登

校
ｃ
授
業
を
終
え
て
走
り
帰
る
と
、
赤
ち

ゃ
ん
を
背
中
に
お
ん
ぶ
し

て
、
庭
の
草
取
り
、
と
い
っ
た
生
活
が
は
じ
ま

っ
た
ｃ

亀
わ
が
六
道
の
闇
夜
し

寺
の
生
活
は
き
び
し
く
、
若
狭
の
母
の
こ
と
ば
か
り
頭
に
う
か
べ
て

泣
き
く
ら
し
た
が
、
最
初
の
夏
が
来
、
表
庭
の
百
日
紅
が
淡
桃
の
花
を

咲
か
せ
た
の
を
み
て
、
私
は
、
ま
た
母
や
菩
提
寺
の
お
ば
さ
ま
の
こ
と

を
思

っ
て
泣
い
た
も
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『草
木
の
声
し

水
上
少
年
が
、
瑞
春
院
本
堂
の
襖
に
画
か
れ
た
母
子
鳥
の
絵

（今
尾
景
年

筆
）
を
見
な
が
ら
、
母
が
恋
し
く
て
何
度
も
涙
を
流
し
た
と
い
う
の
は
、
こ

の
時
期
で
あ
ろ
う
し
寺
で
の
生
活
が
辛
く
て
と
う
と
う
水
上
少
年
は
我
慢
で

き
な
く
な
る
。

私
は
、
九
月
は
じ
め
に
、
瑞
春
院
を
パ
ン
ツ
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
姿
で
逃

亡
し
て
い
る
）^
寺
を
出
て
も
、
若
狭
へ
帰
る
勇
気
は
な
か
っ
た
。
父
や

母
が
悲
し
む
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
し
、
ま
た
、
こ
の
父
や
母
が
怒
る

水
上
勉
の

〈京
都
〉

こ
と
も
分
か

っ
て
い
た
。
私
は
父
母
の
夢
を
裏
切

っ
た
の
だ

っ
た
ｃ
故

郷

へ
帰
れ
ぬ
人
間
に
な

っ
た
ｃ
し
か
た
な
く
、
八
条
坊
条
の
伯
父
の
店

へ
行

っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
も
の
の
啓
ひ
と
の
普
し

一
九
三
二

（昭
和
７
）
年
水
上
少
年
は
瑞
春
院
を
脱
走
、
す
ぐ
に
引
き
戻

さ
れ
、
別
の
塔
頭
玉
龍
庵
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後

一
一
月
等
持
院
に

移
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は

「
衣
笠
山
麓
に
あ
る
孤
峯
庵
」
と
い
う
禅

寺
が
舞
台
だ
が
、
場
所
の
設
定
は
そ
の
折
の
等
持
院
が
モ
デ
ル
と
な

っ
て
い

る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
ｃ

小
松
の
茂

っ
た
衣
笠
山
は
、
盆
を
伏
せ
た
よ
う
に
煙

っ
て
い
た
ｃ
な

だ
ら
か
な
裾

一
円
は
、
す

っ
か
り
葉
の
疎
ら
に
な

っ
た
落
葉
樹
林
に
か

わ

っ
て
い
た
が
、
山
の
赤

い
地
肌
の
す
け
て
み
え
る
あ
た
り
に
、
紅
葉

し
た
楓
が
い
く

つ
も
は
さ
ま
れ
て
映
え
て
い
る
こ
孤
峯
庵
に
は
、
山
門

の
わ
き
に
鉄
鎖
の
つ
い
た
耳
門
が
あ

っ
た
。
■

章
）

右
記
の
引
用
は
岸
本
南
嶽
が
逝
去
し
、
そ
の
初
七
日
桐
原
里
子
が
慈
念
の

住
む
孤
峯
庵
を
訪
ね
る
場
面
だ
が
、
作
者
は
、
物
語
の
始
ま
り
に
京
都

・
衣

笠
周
辺
を
描
き
、
そ
し
て
寺
院

・
孤
峯
庵

へ
、
さ
ら
に
そ
こ
で
生
活
し
て
い

る
住
職
慈
海
や
慈
念
、
里
子

へ
と
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
行
く
。
こ
の
物
語
の

真
相
に
京
都
、
寺
院
、
僧
が
深
く
絡
ん
で
い
る
こ
と
を
美
事
に
写
し
出
し
て

い
る
描
写
で
あ
る
。

衣
笠
等
持
院
で
の
苛
酷
な
生
活
体
験
に
つ
い
て
、
水
上
は
随
筆
に
こ
の
よ

一
一
七



ノ、

う
に
綴

っ
て
い
る
ｃ

こ
の
小
僧
た
ち

（等
持
院
※
）
は
、
私
が
入
山
し
て
ゆ
く
と
、
待

っ

て
ま
し
た
と
ば
か
り
に
、
シ
ゴ
キ
に
シ
ゴ
い
た
の
で
あ
る
）^
私
は
食
事

中
の
最
中
に
た
べ
る
音
を
さ
せ
た
と
い
っ
て
、
拍
子
木
で
頭
を
な
ぐ
ら

れ
た
り
、
朝
寝
坊
を
し
た
と

い
つ
て
、
真
冬
に
水
を
あ
び
せ
ら
れ
た

り
、
掃
除
を
さ
ぼ
っ
た
と
い
つ
て
よ

つ
て
た
か

っ
て
踏
み
倒
さ
れ
た
り

し
た
。
そ
ん
な
時
の
小
僧
た
ち
は
、
け
も
の
の
よ
う
な
眼
を
し
て
、
私

を
に
ら
み
つ
け
、
自
分
た
ち
の
欲
求
不
満
を
、
私
を
撲
る
こ
と
で
満
足

さ
せ
て
い
た
ｃ
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
監
獄
の
様
相
に
似
て
い
た
。
今

日
に
な

っ
て
も
、
私
が
集
団
生
活
を
嫌
悪
す
る
向
き
が
あ
る
の
は
、
こ

の
少
年
時
代
の
恐
怖
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
片
陰
の
道
―
私
の
昭
和
史
し
　
※
　
　
筆
者

三

作
品
の
主
題
は
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
形
象
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い

る
＾
ま
ず
、
北
見
慈
海
か
ら
見
て
み
よ
う

．

慈
海
も
南
嶽
も
、
好
み
が

一
致
し
て
い
た
ｃ
女
も
酒
も
す
べ
て
話
が

合

っ
た
。
南
嶽
は
い
つ
ま
で
も
慈
海
が
妻
帯
し
な
い
こ
と
に
不
満
ら
し

か

っ
た
。
孤
峯
庵
は
燈
全
寺
派
の
別
格
地
だ
と
い
っ
て
も
、
本
山
塔
頭

の
寺
院
で
さ
え
、
す
で
に
匿
女
は
大
び
ら
で
あ

つ
た
ｃ
庫
裡
の
奥
に
、

ど
の
寺
も
女
を
か
く
し
て
い
た
ｃ
好
色
で
も
あ
る
和
尚
が
独
身
を
守
る

理
由
が
な
い
と
面
と
む
か

っ
て
南
嶽
は
い
っ
た
も
の
だ
ｃ
二

章
）

里
子
の
部
屋
は
慈
海
の
部
屋
の
奥
に
あ
る
六
畳
で
、
南
に
障
子
が
四

枚
あ
る
き
り
だ

っ
た
ｃ
（中
略
）
慈
海
は
、
暇
が
あ
る
と
、
里
子
の
わ

き
に
足
を
入
れ
た
。
慈
海
の
性
欲
は
、
南
嶽
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か

っ
ユだ
Ｃ　
（
一
一立早
）

こ
う
し
た
慈
海
の
形
象
か
ら
は
、
「
女
も
酒
も
す
べ
て
」
好
む
姿
が
ぎ
ら

ぎ
い
し
た
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
仏
教
界
で
も
修
行
が
厳
し
く
、
己
れ
に
厳

し
い
戒
律
を
布
く
こ
と
で
知
ら
れ
る
禅
宗
か
ら
は
ま

つ
た
く
無
縁
な
僧
と
し

て
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
ｃ
俗
物
と
し
て
の
僧
、
加
え
て

「
本
山

塔
頭
の
寺
院
で
さ
え
、
す
で
に
匿
女
は
大
び
い
で
あ

っ
た
」
と
描
く
こ
と
に

よ
り
、
京
都
寺
院
を
舞
台
に
形
骸
化
し
た
仏
教
界
の
象
徴
と
し
て
、
そ
の
腐

敗
ぶ
り
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
ｃ
（聖
〉
と
懸
け
離
れ
、
〈俗
〉
に
変
容

し
た
仏
教
界

へ
の
内
か
ら
の
批
判
描
写
と
な

っ
て
い
る
´

一
方
、
日
本
画
家
岸
本
南
嶽
は
、
ど
の
よ
う
に
造
型
さ
れ
て
い
る
か
、）

「
こ
れ
は
な
、
わ
し
の
描
い
た
雁
や
」

里
子
を

つ
れ
て
、
弧
峯
庵
の
庫
裡
の
杉
戸
か
ら
本
堂
に
至
る
廊
下
、

そ
れ
か
ら
、
下
間
、
内
陣
、
上
間
と
、
四
枚
襖
の
ど
れ
に
も
描
か
れ
て

あ
る
雁
の
絵
を
み
せ
て
歩

い
た

）́
襖
は
金
粉
が
ち
り
ば
め
て
あ

っ
た

（中
略
）
雁
の
む
れ
は
、
そ
の
下
枝
に
と
ま

っ
た
り
、
羽
ば
た
い
た
り



し
て
宿

っ
て
い
た
。
（中
略
）
子
の
雁
も

い
た
。
口
を
あ
け
て
餌
を
母

親
か
ら
も
ら

つ
て
い
る
雁
も

い
た
。
（中
略
）
画
家
が
情
熱
を
こ
め
て
、

一
羽

一
羽
に
念
を
入
れ
て
描
い
て
い
っ
た
筆
の
音
が
き
こ
え
る
よ
う
で

あ

っ
た
ｃ
雁
は
生
き
て
い
る
か
に
み
え
た
。
こ
れ
は
南
嶽
が
そ
の
年
の

ま
だ
二
年
ほ
ど
前
の
春
、
精
根
か
た
む
け
て
描

い
た
も
の
で
あ

っ
た
。

本
人
が
自
慢
し
て
も
、
は
ば
か
ら
な
い
ほ
ど
卓
れ
た
絵
で
あ
る
。
「
わ

し
が
死
ん
だ
ら
、
こ
こ
は
雁
の
寺
や
、
洛
西
に

一
つ
名
所
が
ふ
え
る
」

酒
気
を
お
び
て
い
た
の
で
南
嶽
は
、
里
子
の
首
す
じ
に
手
を
や
り
な
が

ら
微
笑
し
て
い
っ
た
。
「晴
き
声
が
き
こ
え
る
よ
う
や
わ
ね
」
と
、
里

子
は
本
堂
の
う
す
暗
い
光
り
の
中
で
悦
惚
と

つ
ぶ
や
い
た
ｃ
南
嶽
は
微

笑
し
な
が
い
そ
ん
な
里
子
の
首
す
じ
を

い
つ
ま
で
も
弄
ん
で
い
た
．

（
一
土早
）

南
嶽
と
い
う
人
物
は
、
権
勢
欲
、
所
有
欲
、
性
欲
な
ど
強
欲
な
人
間
で
あ

り
な
が
ら
、
絵
画
に
か
け
る
執
念
は
見
る
べ
き
も

の
あ
り
と
す
る
。
そ
し

て
、
彼
の
画
く
絵
も
ま
た
評
価
が
高
い
。
作
者
は
、
南
嶽
の
造
型
を
通
し
て

人
間
存
在
の
醜
悪
さ
を
描
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
（文
学
や
絵
画
な
ど
に

携
わ
る
）
芸
術
家
た
ち
の
倫
理
と
芸
術
作
品
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
物
語
の
最
終
章

（八
章
）
が

「洛
西
孤
峯

庵
の
本
堂
に
は
、
い
ま
で
も
岸
本
南
嶽
の
描
い
た
雁
の
絵
の
襖
が
の
こ
っ
て

い
る
。
金
粉
の
ち
ら
ば

つ
た
大
襖
は
、
歳
月
を
経
た
今
日
で
は
く
す
ん
だ
小

豆
色
に
変

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
老
松
の
枝
々
に
う
ず
く
ま

っ
た
雁
の
む
れ

は
美
し
く
生
き
て
い
る
。
む
し
り
取
ら
れ
た
母
親
雁
の
あ
と
も
そ
の
ま
ま
で

水
上
勉
の

〈京
都
〉

あ
る
」
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
作
者
の
そ
う
し
た
意
図
が
文

章
に
強
く
滲
み
出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ｃ
作
者
の
芸
術
へ
の
問
題
意
識

が
、
日
本
画
家
南
嶽
の
形
象
を
生
み
、
そ
の
存
在
感
を
発
揮
さ
せ
た
と
言
っ

て
良
い
。
南
嶽
と
い
う
画
家
の
造
型
は
、
芸
術
表
象
と
倫
理
と
の
乖
離
問
題

を
美
事
に
批
判
的
に
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

堀
之
内
慈
念
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
水
上
少
年
の
分
身
と
し
て

形
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
れ
は
、
作
中
里
子
が
慈
念
の
境

遇
に
思
い
を
馳
せ
る
次
の
描
写
か
ら
も
窺
え
る
ｃ

若
狭
の
寺
大
工
の
子
供
が
、
十
歳
の
と
き
、
母
親
か
ら
は
な
れ
て
こ

の
寺
に
小
僧
に
き
て
い
る
の
で
あ
っ
た
ｃ
寺
大
工
の
家
庭
の
事
情
は
里

子
に
は
わ
か
あ
な
い
に
し
て
も
、
よ
く
も
、
ま
あ
、
小
さ
い
子
を
こ
の

よ
う
な
お
寺

へ
出
し
た
も
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
ｃ
そ
う
い
え

ば
、
慈
念
の
ひ
っ
こ
ん
だ
奥
眼
の
ど
こ
か
に
、
か
な
し
み
に
充
ち
た
光

り
が
あ
ふ
れ
て
い
る
日
が
な
か

っ
た
か
と
里
子
は
思
い
か
え
し
て
み

る
。
０
一章
）

「頭
の
鉢
の
大
き
な
の
が
へ
ん
に
目
立
つ
子
で
あ
る
。
額
が
前
へ
と
び
出

て
い
る
ｃ
ひ
ど
い
奥
眼
な
の
で
顔
が
せ
ま
く
み
え
る
」
と
描
か
れ
て
い
る
。

物
語
冒
頭
部
か
ら

「ま
だ
十
二
、
三
歳
と
し
か
思
え
な
い
背
の
ひ
く
い
小
坊

主
」
、
「頭
の
鉢
の
大
き
な
の
が
へ
ん
に
目
立
つ
子
で
あ
る
ｃ
額
が
前
へ
と
び

出
て
い
る
ｃ
ひ
ど
い
奥
眼
な
の
で
顔
が
せ
ま
く
み
え
る
」
「鉢
頭
の
大
き
な
、

眼
の
ひ
っ
こ
ん
だ
小
坊
主
」
、
「頭
が
大
き
く
、
謳
が
小
さ
く
、
片
輪
の
よ
う

一
一
九



に
い
び
つ
に
見
え
た
」
と
幾
度
と
な
く
同
じ
よ
う
な
表
現
が
繰
り
返
し
な
さ

れ
て
い
る
ｃ

慈
念
の
日
課
は
、
朝
五
時
起
床
ｃ
洗
顔
ｅ
勤
行
ｃ
飯
炊
き
こ
そ
れ
が

す
む
と
、
庫
裡
の
台
所
に
莫
産
を
敷

い
て
朝
食
。
八
時
半
に
寺
を
出

て
、
山
道
か
ら
鞍
馬
口
に
出
る
。
千
本
通
り
を
通
り
、
北
大
路
の
大
徳

寺
の
西
隣
り
に
あ
る
紫
野
中
学
校
に
通
う
。
こ
の
中
学
校
は
も
と
禅
林

各
派
が
徒
弟
養
成
の
た
め
に
経
営
し
た

「
般
若
林
」
が
学
令
に
よ

っ
て

中
学
校
に
な

っ
た
も
の
で
、
学
校
教
練
も
あ

っ
た
ｃ
制
服
に
ゲ
ー
ト
ル

を
巻
い
て
登
校
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
ｃ
し
か
し
、
前
身
が
般
若

林
で
あ
る
か
ら
、
学
校
の
課
程
も
寺
務
に
多
忙
な
小
僧
た
ち
の
た
め
に

考
え
ら
れ
て
い
て
、
午
前
中
に
授
業
は
す
ん
で
し
ま
う
ｔ
慈
念
は
校
舎

を
出
る
と
、
す
ぐ
衣
笠
山
に
向

っ
て
帰

っ
て
く
る
ｃ　
一
時
に
帰
り

つ

く
。
昼
食
。
二
時
か
め
作
務
で
あ
る
。
作
務
は
掃
除
だ
ｃ
時
に
は
薪
割

り
も
あ
る
３
庭
の
草
取
り
も
あ
る
し
、
雪
隠
に
糞
が
た
ま
れ
ば
汲
み
取

り
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
作
務
は
日
没
と
共
に
す
む
こ
六
時
に
庫

裡
に
戻
る
）
食
事
の
用
意

）
夜
食
が
終
る
の
は
八
時
だ
３
そ
れ
か
ら
経

文
の
筆
記
で
あ

っ
た
。
就
寝
十
時
ｃ
慈
念
の
生
活
を
み
て
い
る
と
、
禅

寺
の
修
業
と
い
う
も
の
は
つ
ら
い
も
の
だ
な
、
と
里
子
は
思
わ
ぎ
る
を

得
な
い
．
■
一章
）

慈
念
少
年
の

「修
業
」
の

一
日
を
里
子
の
視
線
か
ら
淡
々
と
描
い
た
場
面

だ
が
、
や
が
て
慈
念
少
年
の
純
粋
な
視
線
か
ら
大
人
の
醜
悪
さ
を
凝
視
し
た

一
二
〇

場
面
に
変
貌
す
る
と
こ
ろ
が
こ
の
作
品
の
凄
み
と
も
な

っ
て
い
て
、
慈
念
少

年
が
慈
海
を
殺
め
た
と
さ
れ
る
行
為
の
な
か
に
人
間
が
持

っ
て
い
る
本
性
、

つ
ま
り

「業
」
な
る
も
の
の
根
深
さ
が
読
み
取
れ
る
。
「
犯
さ
れ
た
夜
、
慈

念
は
い
い
知
れ
ぬ
里
子

へ
の
憎
悪
と
愛
着
の
混
濁
し
た
衝
撃
に
打
ち
の
め
さ

れ
た
の
で
あ
る
ｃ
甘
美
な
陶
酔
の
あ
と
に
慈
念
を
襲

っ
た
の
は
慈
海

へ
の
は

げ
し
い
憎
悪
の
ほ
か
に
は
何
も
な
か

っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
身
の
上

や
体
躯
、
容
貌
か
ら
く
る
周
囲
の
偏
見
に
晒
さ
れ
る
慈
念
少
年
の
救
わ
れ
な

い
孤
独
と
里
子

へ
の
複
雑
な
愛
欲
が
絡
ん
で
の
形
象
と
な
り
得
て
い
る
、

「
里
子

へ
の
憎
悪
と
愛
着
」
は
、
「
覗
き
み
た
和
尚
と
里
子
の
連
夜
の
狂
態
」

へ
の
激
し
い
憎
悪
を
も
思
い
起
こ
さ
せ
、
や
が
て
慈
海

へ
の
殺
意
と
行
為
に

結
び
つ
い
て
行
く
。
そ
れ
ら
の
感
情
が
深
く
絡
み
合

っ
た
形
で
殺
人
行
為
と

し
て
表
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
．
庫
裡
内
で

の
慈
念
と
慈
海
、
そ
し
て
里
子
を
中
心
に
複
雑
な
感
情
の
揺
れ
と
共
に
、
そ

の
心
理
描
写
を
克
明
に
描
出
し
、
そ
の
三
角
関
係
に
も
似
た
生
活
に
射
す
光

と
そ
の
影
を
映
し
出
し
て
お
り
、
作
品
全
体
に
悪
臭
な
る
香
煙
が
燻
り
続
け

る
ご
と
く
愛
憎
を
内
に
秘
め
た
不
気
味
さ
と
恐
ろ
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

慈
念
が
顔
を
出
し
た
ｃ
「
熱
爛
で
も

っ
て
き
て
く
れ

へ
ん
か
」
慈
念

は
瓶
を
か
か
え
て
廊
下
に
消
え
た
。
（中
略
）
「
わ
し
は
南
嶽
か
ら
た
の

ま
れ
た
ぞ
」
慈
海
が
そ
う
い
っ
た
と
き
、
里
子
は
黒
眼
の
大
き
な
慈
海

の
瞳
に
キ
ラ
リ
と
光
り
が
宿
る
の
を
み
た

。
（中
略
）
座
蒲
団
を
う
し

ろ
へ
蹴

っ
た
慈
海
は
う
し
ろ
か
ら
羽
交

い
じ
め
し
て
唇
を
吸

い
に
き

た
。
里
子
は
こ
ん
な
日
の
あ
る
こ
と
は
予
期
し
て
い
た
と
瞬
間
思

っ



た
。
抵
抗
は
し
な
か

っ
た
。
和
尚
の
精
憚
な
躯
が
や
が
て
裾
を
分
け
て

入

っ
て
き
た
ｃ
里
子
は
細
眼
を
あ
け
、
そ
の
視
線
の
あ
た

っ
た
下
手
の

障
子
に
ふ
と
何
か
が
動
く
影
を
み
た
ｃ
里
子
は
は

っ
と
し
て
和
尚
を
押

し
の
け
た
ｃ
（中
略
）
桐
原
里
子
が
、
弧
峯
庵
の
庫
裡
に
住
む
よ
う
に

な

っ
た
の
は
こ
の
翌
日
か
い
で
あ
る
。
２

章
）

里
子
と
慈
念
の
視
線
を
通
し
て
二
人
の
意
識
が
見
事
に
交
錯
し
た
場
面
と

な

っ
て
い
る
。
視
線
の
先
に
あ
る
二
人
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
て
、
読
者
が

皆

″
ゾ
ク
ッ
″
と
す
る
描
写
で
あ
る
。
あ
た
か
も
鋭
利
な
小
刀
で
切
り
取

っ

た
か
の
よ
う
な

一
瞬
を
視
線
の
恐
怖
と
し
て
描
き
出
し
て
お
り
、
作
品
の
表

現
上
の
特
徴
と
も
な
り
得
て
い
る
。

人
間
存
在
の
醜
悪
さ
と
不
気
味
さ
が
、
見
る
側
と
見
い
れ
る
側
と
の
視
姦

を
通
し
て
描
出
さ
れ
て
い
て
、
作
者
の
強
い
視
線
が
感
得
さ
れ
る
ｃ

そ
れ
で
は
慈
念
が
慈
海

へ
憎
悪
と
殺
意
を
抱
く
こ
と
と
な

っ
た
渦
中
の
人

物
桐
原
里
子
は
、
作
品
中
ど
の
よ
う
に
描
出
さ
れ
て
い
る
か
。

初
七
日
が
き
た
と
き
、
桐
原
里
子
は
喪
服
を
着
て
、
細
い
白
い
腕
に

褐
色
の
璃
璃
の
数
珠
を
は
め
て
弧
峯
庵
の
門
を
く
ぐ

っ
た
ｃ
こ
の
日
は

曇
り
空
で
、
風
が
あ

っ
た
。
小
松
の
茂

っ
た
衣
笠
山
は
、
盆
を
伏
せ
た

よ
う
に
煙

っ
て
い
た
Э
な
だ
ら
か
な
裾

一
円
は
、
す

っ
か
り
葉
の
疎
為

に
な

っ
た
落
葉
樹
林
に
か
わ

っ
て
い
た
が
、
山
の
赤

い
地
肌
の
す
け
て

み
え
る
あ
た
り
に
、
紅
葉
し
た
楓
が
い
く
つ
も
は
さ
ま
れ
て
映
え
て
い

る
ｃ
（中
略
）
里
子
は
香
を
焚

い
た
。
十
畳
ほ
ど
の
内
陣
は
香
煙
で
白

水
上
勉
の

〈京
都
〉

く
な
り
、
煙
が
畳
の
上
に
た
ゆ
た
い
は
じ
め
る
と
、
南
嶽
の
描
い
た
襖

の
雁
が
、
霧
の
中
で
動
き
は
じ
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
美
し
い
雁
で

あ
っ
た
Ｉ

一
章
）

桐
原
里
子
と
い
う
女
性
、
彼
女
が
事
件
す
べ
て
の
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

は
す
ま
い
か
ｃ
だ
が
、
里
子
本
人
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
存
在
と
し
て
形

象
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
里
子
を
取
り
巻
く
三
人
の
男
性

た
ち
の
醜
悪
さ
を
鮮
や
か
に
演
出
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
て
、
照
射
役
で
あ

る
と
同
時
に
、
影
の
主
役
で
も
あ
る
と
言
え
る
。
作
者
が
描
き
た
か
っ
た

（京
女
）
の
真
髄
が
里
子
に
託
さ
れ
て
形
象
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

結

作
者
は
、
随
筆

「京
の
川
」
の
中
で

〈京
都
〉
と

〈京
女
〉
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

京
都
は
ス
リ
鉢
の
底
の
よ
う
な
町
で
、
夏
は
暑
い
し
、
冬
は
凍
て
る

ほ
ど
寒
い
。
こ
ん
な
町
が
、
応
仁
の
乱
以
来
、
い
く
た
び
の
戦
火
を
あ

び
、
し
か
も
今
日
、
古
い
寺
や
庭
を
温
存
し
て
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
京
都
人
の
生
活
の
根
は
日
本
で
最
も
古
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
ｃ
そ
う
い
う
伝
統
と
風
土
が
、
複
雑
な
京
女
を
育
て
た
。
い
ま
は

も
う
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
京
都
の
古
い
型
の
女
性
は
、　
一
年
の

一
一
一
一



生
活
を
暦
の
中
に
わ
り
ふ
っ
て
生
き
た
。
つ
ま
り
、　
一
月
か
ら
十
二
月

ま
で
、
京
都
に
は
た
え
ず
祭
や
行
事
が
あ

っ
て
、
こ
れ
が
季
節
の
便
り

で
あ
る
と
と
も
に
、
生
活
の
移
行
で
も
あ
り
、
楽
し
み
で
も
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
、
北
野
梅
花
祭
が
く
る
し
、
本
の
着
物
を
出
す
し
、
葵
祭
が

く
る
と
、
単
衣
を
出
す
、
時
代
祭
は
そ
ろ
そ
ろ
秋
冬
支
度
で
あ
る
。
季

節
や
自
然
を
生
活
の
中
に
溶
け
こ
ま
せ
た
調
和
の
美
し
さ
は
、
日
本
じ

ゅ
う
ど
こ
の
町
の
女
性
よ
り
も
き
ら
び
や
か
と
い
う
よ
り
は
み
や
び
を

お
び
て
い
た
。
そ
れ
に
、
言
葉
が
あ
の
調
子
で
や
わ
ら
か
い
と
き
て
い

て
は
、
世
の
男
性
が
魅
き
つ
け
ら
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
）^
私
な
ど
人

語
に
落
ち
な
い
方
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
躾
の
よ
さ
は
京
女
の
美
し
さ

と
な

っ
て
も
、
反
面
、
じ
つ
に
冷
た
い
氷
の
背
中
が
く

っ
つ
い
て
い
る

こ
と
を
男
性
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

水
上
勉
文
学
に

〈京
都
〉
を
舞
台
に
し
て

〈京
女
〉
を
描
い
た
作
品
が
多

く
見
ら
れ
る
の
も
、
右
文
の
理
由
に
よ
る
。
桐
原
里
子
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ

う
な

（京
女
）
と
し
て
造
型
さ
れ
て
お
り
、
三
人
の
男
性
を
意
き
付
け
る

「美
し
さ
」
と
と
も
に
、
殺
意
を
抱
か
せ
る

「
じ
つ
に
冷
た
い
氷
の
背
中
が

く

っ
つ
い
て
い
る
こ
と
を
」
わ
れ
わ
れ
読
者
は
知
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

そ
こ
に
は
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
伝
統
を
支
え
た

「
生
活
の
根
」
に

〈京

都
〉
あ
る
い
は

〈京
女
〉
＝
（京
都
人
）
を
観
て
い
る
作
者
の
鋭
い
眼
差
し
が

窺
え
る
。
小
説

『雁
の
寺
』
は
ま
さ
に
そ
の
出
発
を
告
げ
る
作
品
で
あ
り
、

そ
の
背
後
に
は
裏
側
の

〈京
都

（人
》

の
本
質
が
扶
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
水
上
文
学
の
真
骨
頂
が
あ
る
．^

一
一
一二

作
者
水
上
勉
が
、
随
筆

『雁
帰
る
』
に
お
い
て

「京
都
は
私
に
は
苦
し
か

っ
た
少
年
時
代
の

「苦
の
都
」
に
相
違
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
に
、
私
に

は
こ
れ
か
ら
も
渓
流
の
石
こ
ろ
を
掘
り
お
こ
す
よ
う
に
し
て
、
忘
れ
た
雁
を

取
り
も
ど
し
た
い
と
思
う
に
似
た
愛
着
が
わ
き
つ
つ
あ
る
」
と
述
懐
し
て
い

る
よ
う
に
、
厳
し
か

っ
た
京
都
で
の
修
行
時
代
を
発
髯
さ
せ
る
形
で
、
京
都

の
仏
教
寺
院
を
舞
台
に
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
と
憎
悪
が
套
く
人
間
模
様
と
し
て
結

品
化
さ
せ
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（１
）
初
出
は
、
本
文
に
あ
る
通
り
ｃ
初
版
は

一
九
六

一
年
八
月
文
藝

春
秋
社
よ
り
刊
行
ｃ
そ
の
後

「
雁
の
村
」
（
一
九
六

一
　

六
）
、
「
雁

の
森
」
二

九
六

一
　

一
二
）
、
「雁
の
死
」
二

九
六
二
　
三
）
と
続

稿

（何
れ
も

「別
冊
文
藝
春
秋
し
、
の
ち

『雁
の
寺
』
全

（文
藝
春

秋
社

　
一
九
六
四
　
四
）
に
纏
め
て
収
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
文
春
文

庫
版

（
一
九
七
四

。
一
〇
）
で
発
刊
の
際
、
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
本

論
考
で
は
、
執
筆
時
に
重
き
を
置
き
考
察
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
初

出

「
雁
の
寺
」
を
基
本
に

（
一
作
品
と
見
倣
し
）
論
じ
て
い
る
こ
と

を
断

っ
て
お
き
た
い
ｃ

（２
）
水
上
勉
の
読
み
方
は
、
い
ま
だ
に
戸
惑
う
人
は
多

い
に
違

い
な

い
　
以
下
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
遍
歴
を
纏
め
て
み
た
。

水
上
務

（「
日
記
抄
」

一
九
二
九
）
↓
水
上
若
狭
夫

（
冨
〓濱
の

歌
」

一
九
四
四
）
↓
水
上
若
狭
男

（「
秋
風
記
」

一
九
四
六
）
↓
水

上
勉
　
み
な
か
み
　
べ
ん

（
『耳
』

一
九
六
〇
）
↓
水
上
勉
　
み
な



か
み
　
つ
と
む

（
『火
の
笛
一　
一
九
六

一
）
↓
水
上
勉
　
み
な
か
み

・
べ
ん

（
『虚
の
鎖
』

一
九
六

一
）
↓
水
上
勉
　
み
な
か
み

・
つ
と

む

（『五
番
町
夕
霧
楼
』

一
九
六
三
）
↓
水
上
勉
　
み
ず
か
み
　
つ

と
む

（「水
上
勉
」
の
読
み
方
が
、
み
ず
か
み
　
つ
と
む
だ
と
、　
一

九
八
六
年
の
日
本
文
藝
協
会
総
会
で
発
言
ｃ
ま
た
、
翌
年
の
人
七
年

「
図
書
」
（岩
波
書
店
）
で

「姓
名
の
こ
と
」
に
触
れ
、
「
や
は
リ
ミ

ズ
カ
ミ
ツ
ト
ム
で
ゆ
き
た
い
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
ｃ
）

（３
）

一
九
六

一

（昭
和
３６
）
年
七
月
第
四
五
回
直
木
賞
受
賞
）^

（４
）

一
九
三
六

（昭
和
Ｈ
）
年
二
月
花
園
中
学
校
を
卒
業
し
、
伯
父

の
下
駄
屋
で
働
く
が
、
そ
の
後
む
ぎ
墓
骨
薬
の
西
村
才
天
堂
の
行
商

に
就
く
ｃ
水
上
勉
が
立
命
館
大
学
文
学
部
国
文
科
二
部

（夜
間
）
に

入
学
し
た
の
は
、　
一
九
三
七

（昭
和
１２
）
年
四
月

（同
年

一
二
月
退

学
）。
翌
三
八

（昭
和
１３
）
年
三
月
西
村
才
天
堂
を
辞
め
て
い
る
。

（５
）
と
く
に

一五
番
町
夕
霧
楼
』
２

九
六
二

・
九
）
の
主
人
公
片
桐

夕
子
は
有
名
ｃ
現
在

（株
）
井
筒
八
ツ
橋
本
舗
で
は
、
「夕
子
」
を

生
人
ツ
橋
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
＆
商
品
名
と
し
て
使
用
し
、　
一
九
七
二

（昭
和
４７
）
よ
り
販
売
し
て
い
る
。

（た
き
も
と

，
か
ず
な
り
　
本
学
教
授
）

水
上
勉
の

〈京
都
）

一
一
一三




