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一　

は
じ
め
に　

　

一
九
四
〇
年
に
、
室
生
犀
星
は
『
大
和
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』、
謡
曲
な
ど

に
取
材
し
て
王
朝
小
説
の
創
作
を
始
め
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
様
々
な
方
面
か

ら
批
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、『
大
和
物
語
』
取
材
作
品
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

本
多
浩
は
「「
大
和
物
語
」
を
素
材
と
し
て
も
、
そ
の
素
材
を
、
ま
た
王
朝
の

世
界
を
忠
実
に
描
き
だ
す
こ
と
で
は
な
く
自
由
奔
放
に
自
己
の
世
界
を
創
り
だ

す
」と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、志
村
有
弘
は「
第
二
期
は
、昭
和
十
六
年
に『
王
朝
』

が
刊
行
さ
れ
、『
蟲
寺
抄
』・『
余
花
』・『
玉
章
』
が
刊
行
さ
れ
る
に
い
た
る
、
昭

和
二
十
二
年
頃
ま
で
の
時
で
あ
る
。（
中
略
）
第
二
期
は
、
古
典
文
学
を
踏
ま
え

な
が
ら
も
、
想
像
を
自
由
に
飛
翔
さ
せ
、
あ
る
時
は
原
文
か
ら
は
和
歌
の
み
を

採
録
し
て
、
他
は
作
者
の
創
作
と
い
う
場
合
も
あ
り
、
作
者
自
身
が
古
典
の
世

界
に
ま
こ
と
に
自
由
に
遊
ん
で
い
る
感
じ
が
す
る
時
代
で
あ
る
」
と
す
る
。
ど

ち
ら
も
犀
星
が
『
大
和
物
語
』
か
ら
取
材
し
つ
つ
も
自
由
に
想
像
し
、
創
作
し

た
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

室
生
犀
星『
王
朝
』に
お
け
る『
大
和
物
語
』の
受
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―― 「
春
菜
野
」を
中
心
に
―― 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

孫　

   

媛    

媛

　

さ
ら
に
、
高
瀬
真
理
子
は
『
大
和
物
語
』
の
「
蘆
刈
」
を
分
析
し
な
が
ら
、

「
荻
吹
く
歌
」
の
生
絹
が
「
運
命
に
流
さ
れ
る
い
に
し
え
の
女
で
は
な
く
、
す
で

に
自
我
の
確
立
し
た
近
代
の
女
性
の
一
面
を
持
っ
て
い
る
」
冷
た
い
女
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
安
田
義
明
は
「
姫
た
ち
ば
な
」
を
『
大
和
物
語
』

の
「
生
田
川
」
と
比
較
し
て
、
橘
の
死
の
時
間
や
方
法
は
そ
の
死
に
必
然
性
を

与
え
て
い
る
と
結
論
付
け
、
改
め
ら
れ
た
和
歌
か
ら
「
生
へ
の
未
練
」
を
見
出

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
作
品
を
解
釈
す
る
際
に
も
犀
星
の
独
創
性
が

中
心
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、『
大
和
物
語
』
か
ら
よ
く
取
材
で
き
て
自
由
に
発
想

し
、
創
作
し
た
と
い
う
印
象
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
『
大
和
物
語
』
取
材
の
順
調
さ
や
、
創
作
の
自
由
さ
、
そ

し
て
作
品
の
価
値
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。『
大
和
物
語
』
を
典
拠
に

し
て
書
か
れ
た
も
の
の
成
功
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
小
説
が
成
り
立
つ
ま
で
の

全
過
程
で
、
犀
星
は
何
の
難
問
に
も
ぶ
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
犀
星
と
折
口
信
夫
の
対
談
で
は
、
異
な
る
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
折
口
が
「
文
芸
春
秋
に
出
た
あ
れ
は
、
何
で
し
た
」
と
聞
く
と
、

犀
星
は
「
あ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
話
を
あ
つ
め
た
行
方
で
す
。
ど
う
も
あ
の
時
代

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
7
）

（
6
）

（
8
）



　
『
王
朝
』
は
犀
星
が
最
初
に
出
し
た
王
朝
小
説
集
で
あ
る
。
こ
れ
を
犀
星
が
創

作
し
た
際
、
参
考
に
し
た
『
平
安
朝
物
語
集
』
と
比
較
す
れ
ば
、『
王
朝
』
の
十

篇
に
は
『
大
和
物
語
』
を
典
拠
と
す
る
作
品
が
五
篇
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す

な
わ
ち
、「
春
菜
野
」、「
ま
ゆ
み
」、「
あ
や
の
君
」、「
姫
た
ち
ば
な
」、「
荻
吹
く

歌
」
で
あ
る
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
対
談
に
お
い
て
は
、
折
口
が
タ
イ
ト
ル
を
示
さ
ず
に
「
文

芸
春
秋
に
出
た
あ
れ
」
と
述
べ
て
い
る
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
作
品
な
の

だ
ろ
う
か
。『
文
芸
春
秋
』
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
対
談
す
る
前
に
発
表
さ
れ
た

と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
確
認
し
て
み
る
。

　

同
じ
対
談
で
犀
星
は「
七
つ
」の
作
品
を
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
四
一
年
三
月
二
五
日
の
対
談
ま
で
犀
星
は
七
つ
の
王
朝
小
説
を
発
表
し
た
。

し
か
し
、『
室
生
犀
星
全
王
朝
物
語
下
』
の
「
初
出
・
底
本
一
覧
」
を
数
え
る
と
、

対
談
前
に
は
六
つ
の
作
品
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
中
で
前
述
の
条
件
を
満
た
す

作
品
は
「
春
菜
野
」
で
あ
る
。
で
は
、
残
っ
た
一
つ
は
ど
の
作
品
な
の
だ
ろ
う

か
。
一
九
四
一
年
九
月
の
『
王
朝
』
が
刊
行
さ
れ
る
前
に
書
か
れ
た
「
ま
ゆ
み
」

は
「
初
出
未
詳
」
な
の
で
、
こ
れ
が
そ
の
一
篇
に
該
当
す
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、

犀
星
が
最
初
の
王
朝
小
説
を
発
表
し
た
一
九
四
〇
年
一
一
月
か
ら
対
談
す
る
時

点
ま
で
の
『
文
芸
春
秋
』
に
は
「
ま
ゆ
み
」
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
文
芸
春

秋
に
出
た
あ
れ
」
は
「
春
菜
野
」
を
指
し
て
い
る
。　

　

つ
ま
り
、
犀
星
は
「
春
菜
野
」
の
典
拠
に
縛
ら
れ
た
創
作
の
窮
屈
さ
と
い
う

難
問
を
告
白
し
て
い
る
の
だ
。
折
口
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
の
難
問
は
『
大
和

物
語
』
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
難
問
は
「
春
菜
野
」

に
限
ら
ず
、
ほ
か
の
『
大
和
物
語
』
を
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
に
も
共
通
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

の
も
の
を
読
ん
で
ゐ
て
書
か
う
と
す
る
と
物
語
は
十
行
位
で
も
こ
つ
ち
は
、
ま

あ
三
十
枚
ぐ
ら
ゐ
に
は
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
十
行
の
中
か
ら
な
か
な

か
出
ら
れ
な
い
。
そ
の
物
語
の
中
に
頭
を
つ
つ
こ
ん
で
ゐ
て
な
か
〳
〵
出
ら
れ

な
い
。
二
週
間
ば
か
り
た
つ
て
自
分
の
も
の
に
し
て
は
じ
め
て
書
く
と
い
ふ
段

ど
り
で
す
」
と
答
え
る
。
こ
こ
で
、
犀
星
は
そ
の
典
拠
の
物
語
に
縛
ら
れ
て
自

由
に
発
想
し
、
創
作
で
き
な
い
と
い
う
難
問
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
典
拠

の
「
十
行
位
」
の
内
容
に
よ
っ
て
「
三
十
枚
ぐ
ら
ゐ
」
の
原
稿
が
書
け
た
こ
と

や
取
材
し
て
「
二
週
間
ば
か
り
た
つ
て
自
分
の
も
の
に
し
て
」
作
品
を
書
き
上

げ
た
こ
と
か
ら
、
犀
星
は
最
後
に
こ
の
難
問
を
解
決
で
き
た
か
の
よ
う
に
も
見

え
る
。
だ
が
、
折
口
は
「
あ
な
た
は
大
和
物
語
よ
り
も
、
伊
勢
物
語
の
中
へ
歩

み
を
お
移
し
に
な
つ
た
方
が
、
い
ゝ
の
ぢ
や
な
い
で
す
か
。
大
和
物
語
は
、
空

想
の
余
地
の
な
い
書
き
方
だ
と
思
ひ
ま
す
。
伊
勢
物
語
の
方
は
も
つ
と
自
由
な

と
こ
ろ
を
ひ
ろ
〳
〵
と
見
せ
て
ゐ
ま
せ
ん
か
な
」
と
助
言
す
る
。
そ
の
後
、
犀

星
は
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
も
取
材
し
は
じ
め
た
。
要
す
る
に
、『
大
和
物
語
』
の

特
質
の
た
め
、
犀
星
は
創
作
し
た
際
に
、
も
と
の
物
語
の
経
緯
に
囚
わ
れ
て
自

由
に
自
分
の
特
色
を
発
揮
で
き
な
い
と
い
う
難
問
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
だ
と
考
え

て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
『
文
芸
春
秋
』
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
も
そ
の
難
問

は
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
先
行
研
究
と
対
談
に
見
ら
れ
る
犀
星
自
身
の
認
識
は

矛
盾
し
て
い
る
と
言
え
る
。
先
行
研
究
で
主
張
さ
れ
て
い
る
自
由
さ
よ
り
、
対

談
で
は
む
し
ろ
窮
屈
さ
の
問
題
が
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
犀
星
の
王

朝
小
説
に
お
け
る
『
大
和
物
語
』
の
受
容
の
実
態
は
ま
だ
解
明
の
余
地
が
あ
る

だ
ろ
う
。
事
実
は
自
由
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
窮
屈
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ま
た
、「
春
菜
野
」
の
先
行
研
究
は
あ
ま
り
な
い
た
め
、
評
価
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、『
王
朝
』
に
お
け
る
犀
星
の
短
い
序
文
で
具
体
的
な

作
品
名
を
指
さ
ず
に
ま
と
め
ら
れ
た
平
安
朝
の
美
人
の
特
質
は
あ
き
ら
か
に「
春

菜
野
」
の
女
主
人
公
の
人
間
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
春
菜
野
」
は
犀
星
の
王
朝

小
説
の
研
究
で
非
常
に
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、『
王
朝
』

あ
る
い
は
犀
星
の
初
期
の
王
朝
小
説
を
解
釈
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
春
菜
野
」

は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、『
王
朝
』
を
取
り
上
げ
、「
春
菜
野
」
を
中
心
と
し
て

典
拠
と
比
較
し
な
が
ら
、『
大
和
物
語
』
の
受
容
の
実
態
を
解
明
す
る
。

　

な
お
、
筆
者
は
『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て
、『
平
安
朝
物
語
集
』
と
と
も
に
、

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
』
を
参
考
と
し
た
。「
大
和
物
語
」
に
お
け
る
「
春

菜
野
」
と
関
わ
る
章
段
は
『
平
安
朝
物
語
集
』
で
は
一
四
四
段
、
一
五
二
段
、

一
六
九
段
で
あ
り
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
』
で
は
一
四
九
段
「
沖
つ
白

浪
」、
一
五
七
段
「
馬
槽
」、
一
七
三
段
「
五
条
の
女
」
に
該
当
す
る
。

二　

典
拠
に
つ
い
て

　

前
述
し
た
よ
う
に
、「
春
菜
野
」
の
典
拠
は
「
沖
つ
白
浪
」
や
「
馬
槽
」、「
五

条
の
女
」
と
呼
ば
れ
る
『
大
和
物
語
』
の
三
つ
の
章
段
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の

三
つ
の
章
段
は
ど
の
よ
う
な
物
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
春
菜
野
」
と
の
比
較
の

上
か
ら
重
要
な
部
分
を
中
心
に
あ
ら
す
じ
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

　
「
沖
つ
白
浪
」
で
は
、
男
が
愛
す
る
女
が
貧
乏
に
な
っ
た
た
め
、
裕
福
な
女
の

所
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
貧
乏
な
女
は
妬
む
が
我
慢
し
て
本
心
を
隠
す
。
男

は
彼
女
に
別
の
男
が
で
き
た
と
疑
い
、
身
を
隠
し
て
女
を
窺
う
。
し
か
し
、
女

は
男
を
思
う
心
情
を
和
歌
に
詠
み
、
泣
い
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
思
い
の
熱

さ
は
胸
を
金
鋺
の
水
に
当
て
る
と
、
水
が
沸
い
て
く
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
男
は

こ
の
深
い
愛
情
に
心
を
打
た
れ
て
し
ば
ら
く
裕
福
な
女
の
所
へ
行
か
な
い
よ
う

に
し
た
。
あ
る
日
、
裕
福
な
女
の
こ
と
を
心
配
し
て
訪
ね
た
際
に
彼
女
の
下
品

さ
を
見
て
し
ま
っ
た
の
で
、
二
度
と
そ
こ
へ
行
か
な
く
な
っ
た
。

　
「
馬
槽
」
で
は
、
男
は
変
心
し
て
新
し
い
女
を
作
っ
た
。
通
い
な
が
ら
、
も
と

の
女
の
物
を
次
々
と
新
し
い
女
へ
運
ん
で
行
っ
た
。
も
と
の
女
は
辛
く
思
っ
た

が
、
男
の
仕
打
ち
を
許
し
て
い
た
。
最
後
に
残
っ
た
物
は
馬
槽
だ
け
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
つ
い
に
そ
の
馬
槽
も
運
ば
れ
た
。
同
時
に
、
も
と
の
女
は
自
分
の

辛
さ
を
語
る
和
歌
を
男
に
送
っ
た
。
男
は
そ
の
和
歌
に
感
動
し
、
運
ん
で
行
っ

た
も
の
を
す
べ
て
返
し
て
、
も
と
の
女
の
所
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
れ
以
降
、
心

変
わ
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
五
条
の
女
」
で
は
、
良
岑
の
宗
貞
の
少
将
が
五
条
あ
た
り
の
荒
れ
た
屋
敷
で

雨
宿
り
を
し
て
い
る
。
人
の
気
配
も
見
え
そ
う
も
な
か
っ
た
の
に
、
彼
は
髪
の

長
い
女
に
出
会
い
、
一
夜
を
過
ご
し
た
。
翌
朝
、
そ
の
女
の
心
を
示
す
和
歌
と

と
も
に
、
春
菜
の
蒸
物
も
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
少
将
は
そ
の
和
歌
に
心
を
打

た
れ
な
が
ら
春
菜
を
食
べ
た
。
非
常
に
美
味
し
か
っ
た
の
で
、
少
将
は
お
礼
の

物
を
贈
り
、
こ
の
貧
し
い
家
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
三
つ
の
章
段
か
ら
、
犀
星
は
具
体
的
に
何
を
読
み
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
王
朝
』
で
の
犀
星
の
序
文
が
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
。

そ
の
序
文
で
、
平
安
朝
の
美
人
に
関
し
て
、「
髪
を
長
く
背
に
垂
れ
、
厚
い
化
粧

を
施
し
、
悲
し
い
ま
で
に
淑
か
で
弱
々
し
か
つ
た
彼
女
ら
の
心
に
、
却
つ
て
熾

烈
で
あ
つ
た
や
う
な
情
感
に
私
は
手
を
ふ
れ
て
見
た
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
記

し
て
い
る
。
こ
こ
で
犀
星
は
長
い
髪
や
、
心
を
込
め
た
化
粧
、
悲
し
く
さ
せ
る
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三　

人
物
造
形
に
お
け
る
特
徴

　

小
説
は
様
々
な
要
素
か
ら
成
る
が
、
前
述
し
た
美
人
の
特
質
は
人
物
造
形
に

関
わ
る
の
で
、
そ
れ
を
確
認
す
る
な
ら
、
物
語
の
登
場
人
物
を
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
は
「
春
菜
野
」
の
人
物
造
形
や
設
定
の
意
義
を
検
討
し
、
犀

星
の
語
っ
た
美
人
像
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
点

が
あ
る
か
ど
う
か
も
考
え
る
。

　

経
透
と
い
う
男
は
妻
真　

の
家
ば
か
り
で
は
な
く
、「
立
田
山
の
畔
の
女
」
の

所
に
も
通
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夫
が
別
の
女
の
と
こ
ろ
へ
通
う
こ
と
に
対
し

て
、
真　

は
顔
に
「
嫉
妬
が
ま
し
い
曇
」
や
「
愁
の
あ
と
」
な
ど
を
示
す
ど
こ

ろ
か
、「
う
れ
し
さ
う
に
」
そ
れ
を
勧
め
る
。
し
か
も
、
通
う
時
の
贈
物
は
自
ら

用
意
し
、そ
れ
が
大
き
な
物
の
場
合
は
経
透
の
面
子
も
考
慮
し
て
夕
暮
れ
に
「
人

目
に
立
た
ぬ
」
よ
う
に
運
ば
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、真　

は
経
透
の
前
に
「
平
気
」

な
様
子
を
見
せ
て
い
る
。
ま
る
で
彼
女
は
夫
を
愛
さ
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
経
透
も
真　

に
別
の
男
で
も
で
き
た
か
と
疑
う
。

　

し
か
し
、
経
透
が
出
か
け
た
ふ
り
を
し
て
真　

を
覗
く
と
、「
丈
あ
る
髪
」
を

梳
か
し
、「
身
な
り
を
と
と
の
へ
」、「
膝
を
正
し
」、「
一
糸
も
み
だ
れ
ぬ
」
美
し

い
姿
で
「
夜
の
更
け
る
ま
で
寝
所
に
は
い
ら
」
ず
に
自
分
の
帰
り
を
待
っ
て
い

る
真　

の
「
愁
」
を
見
て
し
ま
っ
た
。
真　

は
夫
の
仕
打
ち
に
悩
ん
で
い
た
わ

け
で
あ
る
。
ま
た
、
真　

自
身
も
「
月
も
な
い
暗
夜
は
殊
に
さ
び
し
い
時
が
ご

さマ
マ

い
ま
す
」
と
は
っ
き
り
言
い
な
が
ら
、
寂
し
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
作
っ
た

和
歌
を
経
透
に
読
ま
せ
る
こ
と
で
寂
し
さ
を
暗
示
す
る
。「
立
田
山
の
畔
の
女
」

へ
自
分
の
物
を
贈
ら
せ
る
理
由
に
つ
い
て
も
、
夫
に
聞
か
れ
た
時
に
は
素
直
に

ほ
ど
上
品
で
穏
や
か
で
弱
そ
う
な
姿
に
隠
さ
れ
た
激
し
い
心
な
ど
に
目
を
留
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
質
は
前
述
し
た
三
つ
の
章
段
に
も
見
ら
れ
る
。

　
「
沖
つ
白
浪
」
に
登
場
す
る
貧
乏
な
女
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
は
髪
を
梳
か
す
様
子
が
描
か
れ
、
化
粧
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
面

は
「
悲
し
い
ま
で
に
淑
か
で
弱
々
し
か
つ
た
」。
し
か
し
、
内
面
に
は
「
熾
烈
」

な
情
感
が
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
夫
が
裕
福
な
女
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
対
し
て
、
平
気
な
ふ
り
を
す
る
が
、
夫
の
い
な
い
時
に
は
恋
し
く
思
っ

て
泣
く
。
特
に
、
金
鋺
の
水
ま
で
も
沸
か
さ
せ
る
ほ
ど
の
胸
の
熱
さ
、
感
情
の

深
さ
を
示
す
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
質
の
女
は
「
馬
槽
」
に
も

描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
女
は
夫
が
新
し
い
女
へ
物
を
運
ぶ
こ
と
を
辛
く
思
い
な

が
ら
も
何
も
言
わ
な
い
。
こ
の
二
人
の
女
は
と
も
に
夫
に
傷
つ
け
ら
れ
て
も
心

変
わ
り
せ
ず
、
優
雅
な
姿
で
愛
情
の
清
ら
か
さ
を
保
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
落

ち
着
い
た
様
子
は
女
の
上
品
さ
や
穏
や
か
さ
な
ど
を
表
し
て
い
る
。
同
時
に
、

夫
の
裏
切
り
に
反
抗
し
な
い
弱
さ
と
悲
し
さ
も
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
五
条

の
女
」
の
女
主
人
公
は
長
い
髪
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
三
つ
の

章
段
か
ら
も
犀
星
が
好
む
平
安
朝
の
美
人
の
特
質
を
見
い
だ
せ
る
。
こ
の
美
人

の
特
質
は
犀
星
に
よ
る
「
春
菜
野
」
の
典
拠
へ
の
理
解
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
特
質
は
こ
の
三
つ
の
章
段
を
も
と
に
書
か
れ
た
「
春

菜
野
」で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、美
人
の
特
質
以
外
、

こ
の
三
つ
の
章
段
に
犀
星
が
興
味
を
持
っ
て
い
た
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
三
つ
の
章
段
ひ
い
て
は
『
大
和
物
語
』
は
「
春
菜
野
」
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
、「
春
菜
野
」
の
本
文
を
考

察
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
。

答
え
ず
、
沈
黙
を
守
る
が
、
捨
て
ら
れ
て
完
全
に
一
人
に
な
っ
た
時
に
は
そ
の

本
音
を
吐
露
す
る
。
そ
れ
は
経
透
に
「
好
く
思
は
れ
た
い
」
た
め
で
あ
る
。「
立

田
山
の
畔
の
女
」
に
贈
っ
た
物
は
、
彼
女
に
と
っ
て
、
自
分
の
身
代
わ
り
と
し

て
夫
に
近
づ
い
て
愛
を
示
す
道
具
で
あ
る
。
同
時
に
、
夫
の
心
に
「
そ
む
か
な

い
や
う
間
接
に
」「
立
田
山
の
畔
の
女
」
に
頼
ん
で
夫
を
喜
ば
せ
る
役
割
も
果
た

し
て
い
る
。
沈
黙
の
裏
に
は
深
い
愛
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
愛
は
真　

が
常
に

穏
や
か
な
態
度
を
出
す
理
由
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
こ
う
し
た
態
度

に
よ
っ
て
夫
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
愛
す
る
か
ら
こ
そ
真　

は
夫
を
思
い
や
っ
て
咎
め
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
べ
て
は
「
好
意
」
的
で
「
優
し
い
」
心
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
真　

は
実
は
ま
だ
経
透
を
愛
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
自
分
の

所
に
引
き
戻
そ
う
と
も
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

真　

の
愛
と
善
意
は
、
経
透
を
喜
ば
せ
る
以
上
に
彼
女
を
傷
つ
け
た
罪
を
認

識
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
当
初
の
彼
は
困
惑
、
次
に
不
安
や
苦
痛
、
そ
し
て

悲
哀
、
さ
ら
に
恐
怖
ま
で
感
じ
た
。
最
後
は
真　

に
「
見
下
げ
果
て
」
ら
れ
た

と
さ
え
思
い
込
ん
で
恥
じ
入
る
。
か
つ
真　

の
沈
黙
は
「
こ
の
世
の
も
の
と
思

へ
な
い
程
」「
清
い
」
限
り
だ
と
も
考
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
経
透
は
現
実

世
界
に
彼
女
の
よ
う
な
良
さ
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、「
立
田
山
の
畔
の
女
」
の
物
欲
の
限
り
な
さ
や
外
面
の
卑
し
さ
に
も
我
慢
で

き
な
い
。
と
う
と
う
経
透
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
。

　

彼
の
行
方
を
尋
ね
て
き
た
「
官
の
人
」
が
見
た
真　

は
「
近
く
の
童
子
童
女

を
集
め
て
、
墨
す
る
事
、
筆
は
こ
ぶ
事
、
和
歌
す
る
事
な
ど
」
を
教
え
て
い
る
。

彼
女
は
元
気
な
よ
う
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
経
透
の
面
子
も
保
っ
て
い
る 

。

例
え
ば
、経
透
の
行
方
を
聞
か
れ
た
と
き
に
は
「
旅
に
出
て
ゐ
る
」
と
答
え
、「
立

田
山
の
畔
の
女
」
へ
贈
っ
た
自
分
の
家
具
に
つ
い
て
は
「
経
透
の
帰
る
ま
で
は

仕
舞
置
い
て
に
ご
ざ
い
ま
す
」
と
弁
解
し
、
一
人
で
過
ご
す
寂
し
さ
は
「
童
子

童
女
等
」
と
の
暮
ら
し
を
理
由
と
し
て
否
定
す
る
。
真　

は
、
嘘
を
付
い
て
夫

に
傷
付
け
ら
れ
た
辛
さ
を
隠
す
。
こ
う
し
て
経
透
を
庇
い
、
彼
の
面
子
が
立
つ

よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
、
真　

は
経
透
の
失
踪
に
悩
ま
ず
、
落
ち
着
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
ま
る
で
彼
女
は
も
は
や
彼
を
愛
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
結
末
で
は
別
の
情
景
が
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
さ
す
ら
い
の
経
透
は

や
っ
と
深
夜
に
帰
っ
て
き
た
が
、
最
初
は
家
に
入
ら
ず
、
静
か
に
「
家
の
築
地

の
前
に
」
立
っ
て
真　

の
様
子
を
確
か
め
る
。
す
る
と
、
真　

は
ま
だ
寝
ず
に

「
き
び
し
す
ぎ
る
く
ら
ゐ
」「
端
然
と
し
た
手
つ
き
膝
つ
き
」
で
毬
を
編
ん
で
い

た
。
独
り
ぼ
っ
ち
な
の
に
、
彼
女
の
姿
に
は
少
し
の
だ
ら
し
な
さ
も
な
い
。
こ

の
姿
か
ら
、
彼
女
は
優
雅
な
姿
で
経
透
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

夜
の
更
け
る
ま
で
待
つ
こ
と
は
彼
女
の
深
い
寂
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、

念
の
た
め
、
経
透
は
真　

に
挨
拶
し
て
か
ら
家
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
久
し
振

り
に
夫
の
声
を
聞
い
た
真　

の
顔
は
「
ふ
し
ぎ
さ
う
な
、様
子
」
を
し
た
後
、「
ひ

き
し
ま
つ
た
か
に
見
へ
た
」。
最
後
、
我
慢
で
き
ず
に
彼
女
は
寝
室
に
入
っ
た
。

再
び
出
た
時
の
顔
に
は
「
流
涙
の
あ
と
の
冴
え
た
晴
や
か
さ
」
が
あ
っ
た
。
真

　

は
思
い
が
け
な
い
再
会
を
嬉
し
く
思
っ
て
泣
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
激
し
い

反
応
は
経
透
へ
の
深
い
愛
を
表
し
て
い
る
。
真　

の
本
心
は
、
依
然
経
透
を
愛

し
て
そ
の
帰
り
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
別
の
女
の
所
に
通
う
こ
と
に
し
て
も
、
行
方
不
明
に
し
て

も
、真　

は
毎
日
「
丈
あ
る
髪
」
を
梳
い
て
真
面
目
に
化
粧
し
、優
雅
な
姿
を
保
っ

て
い
た
。
あ
た
か
も
彼
女
は
既
に
心
変
わ
り
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、真　

は
相
変
わ
ら
ず
経
透
を
愛
し
て
い
て
、彼
の
帰
り
を
待
つ
だ
け
で
な
く
、
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伴
っ
て
、真　

の
「
淑
か
」
さ
と
「
熾
烈
」
さ
も
二
回
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

彼
女
の
美
人
の
特
質
は
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
回

目
の
疑
い
は
経
透
の
行
方
不
明
を
招
く
と
と
も
に
、
真　

の
良
さ
も
美
化
す
る
。

疑
わ
れ
た
の
は
真　

が
あ
ま
り
に
も
良
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
回

目
の
誤
解
を
解
く
き
っ
か
け
と
し
て
、
経
透
は
五
条
あ
た
り
で
一
人
の
女
に
出

会
っ
た
。

　

経
透
は
彼
女
が
春
菜
を
摘
む
情
景
を
見
て
、
真　

の
摘
む
様
子
を
想
像
し
て

そ
の
微
笑
み
や
「
柔
和
さ
」
を
恋
し
く
思
い
な
が
ら
、
そ
の
女
の
行
動
を
「
い

ま
し
の
ご
と
き
」、「
そ
の
美
は
し
さ
こ
の
世
の
も
の
と
思
は
れ
ず
、
そ
の
和
や

か
さ
は
都
の
い
づ
れ
に
も
影
だ
に
求
め
え
ざ
る
も
の
」
と
心
で
真　

に
呟
い
た
。

ま
た
、
女
に
ご
馳
走
さ
れ
る
こ
と
は
空
腹
の
彼
に
と
っ
て
「
真　

の
心
を
ひ
ら

き
見
る
や
う
な
思
ひ
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
春
菜
の
料
理
は
彼
の
た
め
に

作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
心
遣
い
を
知
る
と
、
彼
は
非
常
に
感
動
し
て
真

　

の
心
も
理
解
で
き
た
。
要
す
る
に
、
経
透
は
こ
こ
で
真　

の
よ
う
な
美
と
善

意
を
味
わ
っ
た
。
な
お
、「
春
菜
野
」
で
は
真　

の
春
菜
摘
み
も
書
か
れ
た
。
家

が
荒
れ
る
こ
と
や
男
の
い
な
い
こ
と
に
も
加
え
て
、
こ
の
女
は
真　

と
共
通
点

が
多
い
。
彼
女
は
真　

の
同
類
と
し
て
造
形
さ
れ
た
と
言
え
る
。
同
類
の
存
在

は
真　

の
良
さ
の
真
実
性
を
証
明
す
る
た
め
、
前
述
の
よ
う
に
経
透
は
真　

の

心
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
類
を
設
定
し
た
こ
と
は
真　

の
美
人
の
特

質
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
目
的
で
対
照
的
な
「
立
田
山

の
畔
の
女
」
も
登
場
す
る 

。

　
「
沖
つ
白
浪
」
に
お
け
る
立
田
山
あ
た
り
の
女
は
、
外
面
が
卑
し
い
が
、
裕
福

で
男
を
大
切
に
す
る
。
つ
ま
り
、欠
点
以
外
に
、良
い
点
も
あ
る
。
し
か
し
、「
春

菜
野
」
の
「
立
田
山
の
畔
の
女
」
は
欠
点
ば
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
卑
し
い

引
き
戻
そ
う
と
も
し
て
い
た
。
表
は
平
静
で
あ
る
が
、
裏
に
は
「
熾
烈
」
な
心

が
隠
れ
て
い
る
。
な
お
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
反
抗
せ
ず
に
夫
を
許
し
て
待

つ
し
か
な
い
真　

は
弱
そ
う
に
も
見
え
、
人
々
を
悲
し
ま
せ
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
こ
の
弱
さ
の
た
め
に
、彼
女
は「
身
に
し
み
て
哀
れ
が
深
か
つ
た
」

と
告
白
し
、
経
透
も
「
無
為
な
悲
し
み
に
惹
き
込
ま
れ
た
」
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
真　

は
、
前
述
し
た
犀
星
の
好
み
に
合
う
美
人
の
特
質
を
悉
く
備
え
て
い

る
。
彼
女
は
典
拠
に
お
け
る
女
主
人
公
た
ち
の
特
質
に
基
づ
い
て
造
形
さ
れ
て

い
る
人
物
で
あ
る
。

　

た
だ
、
具
体
的
な
描
写
に
は
相
違
点
も
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
別
の
女
へ

通
う
こ
と
を
夫
に
勧
め
る
時
は
嬉
し
そ
う
な
顔
つ
き
で
、
夫
の
別
の
女
へ
の
贈

物
は
自
ら
用
意
し
、
夫
の
面
子
を
よ
く
保
ち
、
夫
に
別
の
女
へ
物
を
贈
ら
せ
た

り
、
穏
や
か
に
行
動
し
た
り
す
る
理
由
は
、
彼
に
愛
を
示
し
て
引
き
戻
そ
う
と

す
る
た
め
で
あ
り
、
夫
と
再
会
す
る
時
に
は
激
し
く
反
応
す
る
。
い
ず
れ
も
典

拠
に
な
い
表
現
で
あ
る
が
、
犀
星
が
考
え
る
美
人
の
特
質
か
ら
逸
れ
て
い
な
い
。

嬉
し
そ
う
な
顔
つ
き
や
贈
物
を
用
意
す
る
こ
と
は
真　

の「
平
気
」さ
を
強
め
た
。

こ
の
よ
う
に
面
子
を
保
つ
こ
と
は
外
面
で
は
上
品
に
見
ら
れ
、
内
面
で
は
経
透

を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
別
の
女
へ
の
贈
物
と
穏
や
か
な
行
動
は
そ
の
目
的
か

ら
真　

の
「
熾
烈
」
な
心
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
再
会
す
る
時

の
激
し
い
反
応
は
そ
の
「
熾
烈
」
さ
を
一
層
強
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
た
だ
犀

星
が
考
え
る
美
人
の
特
質
を
際
立
た
せ
た
だ
け
で
あ
り
、
典
拠
か
ら
そ
れ
ほ
ど

離
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
経
透
は
真　

を
二
回
誤
解
し
た
。
一
回
目
は
、「
沖

つ
白
浪
」
と
同
じ
よ
う
に
女
の
裏
切
り
を
疑
う
こ
と
で
あ
る
。
二
回
目
は
、
独

創
的
で
女
の
良
さ
の
真
実
性
を
疑
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
回
の
誤
解
に

外
面
で
限
り
な
い
物
欲
を
持
ち
、
捨
て
ら
れ
た
後
に
姿
を
消
す
と
同
時
に
真　

の
馬
槽
を
置
い
て
経
透
の
恥
を
晒
し
、
さ
ら
に
糸
毬
を
く
れ
な
い
童
真
楫
を
捨

て
た
。
彼
女
は
下
品
で
落
ち
着
き
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
通
わ
れ
た
以
上
、
当

初
の
彼
女
に
は
良
い
点
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、「
春
菜
野
」
の
物
語
は

そ
の
部
分
は
省
か
れ
て
お
り
、わ
ざ
と
無
視
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。だ
と
す
れ
ば
、

不
完
全
な
物
語
は
「
立
田
山
の
畔
の
女
」
の
悪
さ
を
強
調
し
て
真　

の
良
さ
を

引
き
立
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
回
目
の
誤
解
と
同
類
や
対
照
の
造
形
は
真　

の
美
人
の
特

質
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
透
や
五
条
の
女
、「
立
田
山
の
畔
の
女
」

の
造
形
に
独
創
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
役
割
は
真　

の
美
人
の
特
質

を
一
層
よ
く
表
す
こ
と
に
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
真　

の
美
人
の
特
質
は
、

犀
星
の
典
拠
へ
の
理
解
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
も
典
拠
の
影
響

か
ら
逃
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

　

で
は
、
人
物
造
形
以
外
の
要
素
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
は
出

来
事
か
ら
見
て
検
討
す
る
。

四　

出
来
事
の
描
写

　
「
春
菜
野
」
に
は
典
拠
と
共
通
す
る
出
来
事
が
所
々
見
ら
れ
る
が
、
男
の
行
動

に
つ
れ
て
変
化
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
男
に
関
す
る
も
の
だ
け
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、「
沖
つ
白
浪
」
で
は
男
は
妻
が
「
わ
ろ
く
な
り
」、「
富
み
た
る
女
」
に

通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
別
の
女
を
作
る
の
は
生
計
の
た
め
で
あ
る
。「
馬
槽
」
で

男
は
「
心
変
り
」
し
て
別
の
女
を
作
っ
た
。
一
方
、「
春
菜
野
」
で
は
経
透
も
「
立

田
山
の
畔
の
女
」を
作
っ
た
が
、そ
の
原
因
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
次
に
、「
馬
槽
」

と「
春
菜
野
」は
と
も
に
妻
の
物
を
別
の
女
に
運
ぶ
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
た
だ
、

「
馬
槽
」
の
男
の
心
変
わ
り
に
対
し
て
、「
春
菜
野
」
の
運
搬
は
主
に
「
立
田
山

の
畔
の
女
」
の
物
欲
や
真　

の
頼
み
に
よ
る
行
動
で
あ
る
。
ま
た
、「
沖
つ
白
浪
」

の
、
妻
の
穏
や
か
さ
を
疑
い
、
身
を
隠
し
て
覗
く
場
面
は
「
春
菜
野
」
に
も
書

か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
結
末
は
皆
妻
の
所
に
帰
っ
た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、

「
沖
つ
白
浪
」
で
は
妻
の
深
い
愛
や
立
田
山
あ
た
り
の
女
の
卑
し
い
外
面
が
設
定

さ
れ
、「
馬
槽
」
で
は
妻
の
辛
さ
を
示
す
和
歌
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
春

菜
野
」
で
は
「
立
田
山
の
畔
の
女
」
の
外
面
の
卑
し
さ
や
物
欲
の
限
り
な
さ
以

外
に
、
帰
る
原
因
に
は
「
五
条
の
女
」
の
も
て
な
し
に
癒
や
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
も
て
な
し
が
真　

の
良
さ
も
象

徴
す
る
の
で
、
根
本
的
な
原
因
は
真　

の
愛
と
淑
や
か
さ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
典
拠
の
男
の
出
来
事
は
「
春
菜
野
」
に
も
多
く
あ
る
。
た
だ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
に
は
新
し
さ
も
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
物
欲
や
頼
み
、

淑
や
か
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
相
変
わ
ら
ず
典
拠
か
ら
離
れ
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
。「
馬
槽
」で
は
男
が
物
を
た
く
さ
ん
運
び
出
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

物
を
貰
う
女
が
登
場
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
立
田
山
の
畔
の
女
」
の

物
欲
は
ち
ょ
う
ど
物
を
た
く
さ
ん
運
び
出
す
原
因
に
な
れ
る
。
ゆ
え
に
、「
春
菜

野
」
の
物
欲
は
典
拠
へ
の
解
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
馬
槽
」
で
は

女
が
夫
の
物
を
運
び
出
す
こ
と
を
許
す
が
、
そ
の
理
由
は
真　

の
物
を
運
び
出

す
こ
と
を
頼
む
目
的
か
ら
見
出
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
目
的
は
夫
を
愛
し
て

引
き
戻
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
春
菜
野
」
の
真　

の
頼
み
は
典
拠

へ
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
沖
つ
白
浪
」
で
は
男
が
立
田
山
あ
た
り
の

女
の
卑
し
い
外
面
を
見
た
だ
け
で
離
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
男
は
女
の
優
雅
な
外

面
を
重
視
す
る
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
し
て
、
真　

の
淑
や
か
さ
を
強
調
す
る
の
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だ
ち
い
と
よ
き
程
な
る
人
」、「
髪
丈
ば
か
り
な
ら
む
」「
女
驚
き
て
、
人
も
な
し

と
思
ひ
つ
る
に
」、「
簾
も
縁
は
蝙
蝠
に
食
は
れ
て
所
々
な
し
」、「
昔
覚
え
て
畳

な
ど
よ
か
り
け
れ
ど
」、「
日
も
や
う
〳
〵
暮
れ
ぬ
れ
ば
」、「
堅
塩
肴
に
し
て
酒

を
飲
ま
せ
て
」、「
広
き
庭
に
生
ひ
た
る
菜
を
摘
み
て
、
蒸
物
と
い
ふ
物
に
し
て
、

茶
碗
に
盛
り
て
、
箸
に
は
梅
の
花
の
盛
な
る
を
折
り
て
」、「
小
舎
人
童
」
な
ど

の
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
描
写
は
「
春
菜
野
」
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
五
条
辺
り
で
不
意
の
雨
あ
し
」
や
、「
墻
も
荒
れ
て
居
れ
ば
庭
も
荒

れ
て
ゐ
る
」、「
五
間
ば
か
り
か
ら
な
る
檜
皮
屋
の
下
に
、土
や
ぐ
ら
の
処
々
」「
人

の
気
は
ひ
も
し
な
い
程
寂
そ
り
と
し
て
ゐ
た
」、「
階
の
間
に
梅
さ
へ
散
り
濡
れ
」、

「
人
の
ゐ
さ
う
な
様
子
も
な
か
つ
た
」「
御
簾
の
内
か
ら
た
て

0

0

紫
横
白
糸
の
薄
色

の
衣
、
濃
き
衣
の
上
に
著
た
丈
高
い
一
人
の
女
が
、
人
の
ゐ
な
い
筈
で
あ
る
の

に
経
透
の
姿
を
見
て
声
を
あ
げ
て
驚
い
た
の
で
あ
つ
た
」「
丈
あ
る
髪
」「
御
簾

の
縁
も
大
方
は
蝙
蝠
の
歯
に
食
は
れ
食
は
れ
て
、
処
々
失
せ
剥
て
ゐ
た
が
、
畳

だ
け
は
昔
覚
へ
て
や
ゝ
に
美
し
く
艶
打
つ
て
ゐ
た
」、「
日
は
灰
汁
の
ご
と
く
真

寂
し
く
流
れ
て
四
辺
は
す
で
に
暮
れ
か
か
ら
う
と
し
て
ゐ
た
」、「
酒
少
し
奉
り

た
い
」、「
堅
い
塩
し
た
魚
」「
広
い
庭
」「
春
の
菜
を
摘
み
」、「
春
の
菜
は
柔
ら

か
く
緑
も
そ
の
ま
ま
の
色
に
蒸
さ
れ
て
」、「
塗
椀
の
蓋
を
取
つ
た
」、「
箸
に
は

梅
の
盛
り
な
る
を
し
つ
ら
へ
」、「
小
舎
人
童
」
な
ど
の
表
現
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
沖
つ
白
浪
」、「
馬
槽
」
や
「
五
条
の
女
」
の
細
か
い
箇
所
も

「
春
菜
野
」
は
か
な
り
踏
襲
し
て
い
る
。
犀
星
の
扱
い
方
の
特
徴
は
、
着
目
点
を

同
じ
物
に
置
く
、
同
じ
意
味
を
保
ち
な
が
ら
表
現
を
少
し
変
え
る
、
反
対
の
方

向
へ
書
き
直
す
、
言
葉
遣
い
を
そ
の
ま
ま
使
う
、
な
ど
と
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、人
も
見
え
な
さ
そ
う
な
家
の
様
子
を
繰
り
返
し
て
描
く
と
い
う
「
五

条
の
女
」
の
く
ど
く
ど
し
さ
も
「
春
菜
野
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
春
菜
野
」
の
淑
や
か
さ
は
典
拠
へ
の
理
解

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
新
し
さ
は
た
だ
犀
星
の
典
拠
へ
の
理
解
や
解
釈

だ
け
で
あ
る
。

五　

細
部
の
表
現
の
扱
い

　

さ
ら
に
、細
部
の
表
現
に
お
い
て
、典
拠
と「
春
菜
野
」の
共
通
点
を
確
認
す
る
。

　
「
沖
つ
白
浪
」
の
「「
往
ね
」
と
い
ひ
け
れ
ば
」
や
、「
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
」、「
月

の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
に
」、「
頭
か
い
梳
り
な
ど
し
て
居
り
、
夜
更
く

る
ま
で
寝
ず
」、「
大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
て
居
り
。手
づ
か
ら
飯
盛
り
」と
い
っ

た
表
現
は
、「
春
菜
野
」
で
は
「
真　

が
あ
ら
は
に
は
い
は
ぬ
が
女
の
許
に
行
け

よ
と
い
ふ
意
味
だ
つ
た
」、「
前
栽
に
身
を
ひ
そ
め
た
」、「
月
あ
か
り
に
心
か
ら

痒
さ
う
に
ま
た
心
地
好
く
」、「
髪
を
す
き
」、「
襟
あ
し
を
拭
き
、
そ
し
て
衣
裳

を
着
か
へ
」、「
夜
の
更
け
る
ま
で
寝
所
に
は
い
ら
な
い
」、「
大
櫛
を
面
櫛
に
さ

し
か
け
、
手
づ
か
ら
飯
を
盛
つ
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
馬
槽
」
の
「
塵
ば
か
り
の
物
も
残
さ
ず
皆
持
て
い
ぬ
」、「
馬
槽
の
み
な
む
あ

り
け
る
」、「
真
楫
と
い
ひ
け
る
童
を
使
ひ
け
る
し
て
、
こ
の
槽
を
さ
へ
取
り
に

遣
せ
た
り
」
と
い
っ
た
表
現
は
、「
春
菜
野
」
で
は
、「
家
の
中
は
殆
塵
一
つ
残

さ
ず
搬
ば
れ
」、「
家
に
あ
る
も
の
は
既
に
馬
槽
が
あ
る
だ
け
」、「
真
楫
と
い
ふ

童
が
ゐ
て
、
そ
れ
に
使
し
て
取
ら
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
五
条
の
女
」
に
は
「
五
条
辺
に
て
雨
い
た
う
降
り
け
れ
ば
」
や
、「
荒
れ
た

る
門
」、「
五
間
ば
か
り
な
る
檜
皮
屋
の
下
に
、
土
や
ぐ
ら
な
ど
あ
れ
ど
」、「
殊

に
人
な
ど
見
え
ず
」、「
階
の
間
に
梅
い
と
を
か
し
う
咲
き
た
り
」、「
人
あ
り
と

も
見
え
ぬ
御
簾
の
う
ち
よ
り
」、「
薄
色
の
衣
」、「
濃
き
衣
の
上
に
著
て
」、「
丈

　

つ
ま
り
、
典
拠
の
女
の
特
質
や
出
来
事
、
細
か
い
箇
所
の
描
写
な
ど
は
、
い

ず
れ
も「
春
菜
野
」の
創
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、

「
春
菜
野
」
は
典
拠
に
非
常
に
近
く
、
犀
星
の
慎
重
に
古
典
を
扱
う
態
度
が
伺
え

る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
犀
星
が
創
作
の
際
、
自
由
に
想
像
で
き
な
か
っ
た
状

況
は
説
明
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
独
創
的
に
見
え
る
設
定
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

六　

独
創
的
に
見
え
る
設
定

　
「
春
菜
野
」
で
は
、「
黄
金
の
小
櫛
」、「
糸
毬
」、
官
職
な
ど
の
点
に
独
創
的
な

設
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
春
菜
野
」の
先
行
研
究 

で
は
、「
黄
金
の
小
櫛
」

は
真　

の
清
さ
と
愛
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
や
新
し
い
女
と
別
れ
る
き
っ

か
け
を
作
る
も
の
で
あ
り
、「
糸
毬
」
は
新
し
い
女
の
物
欲
を
募
ら
せ
る
と
と
も

に
、
真　

の
「
清
ら
か
な
正
し
さ
を
象
徴
す
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

解
釈
は
主
に
真　

と「
立
田
山
の
畔
の
女
」の
造
形
に
注
目
し
て
典
拠
ま
た
は『
大

和
物
語
』
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。「
黄
金
の
小
櫛
」
は
典
拠
ま
た
は
『
大
和
物
語
』

と
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、「
黄
金
の
小
櫛
」
の
源
を
探
求
す
る
と
、
異
な
る
論
点
が
出
て
く
る
。

「
沖
つ
白
浪
」
で
は
、
女
の
「
大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
て
」
い
る
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。「
黄
金
の
小
櫛
」
は
文
字
通
り
綺
麗
で
小
さ
な
櫛
な
の
で
、
飾
り
櫛
す

な
わ
ち
「
面
櫛
」
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、「
黄
金
の
小
櫛
」
は
典
拠
の
「
大

櫛
」
や
「
面
櫛
」
か
ら
の
発
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
春
菜
野
」
で

「
立
田
山
の
畔
の
女
」
は
経
透
に
「
黄
金
の
小
櫛
」
を
奪
わ
れ
た
怒
り
を
示
す
た

め
に
「
大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
」
る
。
こ
の
怒
り
は
、「
沖
つ
白
浪
」
の
「
大

櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
て
」
へ
の
解
釈
に
な
り
う
る
。
つ
ま
り
、
典
拠
の
女
は
、

怒
っ
た
か
ら
こ
そ
「
大
櫛
」
を
使
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
黄
金
の
小
櫛
」

も
典
拠
と
深
く
関
わ
る
。

　

な
お
、
平
安
時
代
の
櫛
の
意
義
に
つ
い
て
、『
平
安
時
代
史
事
典
』
で
は
、「
髪

の
毛
を
梳
い
た
り
整
え
た
り
、
ま
た
頭
髪
に
挿
し
て
飾
り
に
し
た
り
す
る
の
に

使
う
道
具
。（
中
略
）
餞
別
に
扇
と
櫛
と
を
人
に
贈
る
習
慣
が
『
源
氏
』
夕
顔
・

末
摘
花
・
賢
木
等
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
櫛
で
髪
の
千
筋
に
乱
れ
た
の
を
解
き

分
け
る
よ
う
に
、
千
々
の
道
も
解
き
分
け
て
無
事
に
通
る
べ
し
と
祝
う
意
で
あ

ろ
う
。
ま
た
櫛
占
も
行
わ
れ
た
し
、
櫛
を
投
げ
る
こ
と
は
絶
縁
を
意
味
し
た
」

と
あ
り
、本
橋
裕
美
は
、色
々
な
古
典
か
ら
平
安
時
代
の
櫛
を
「
餞
別
の
品
」
や
、

「
別
れ
の
櫛
」、
告
げ
の
櫛
、「
女
性
の
持
ち
物
」
な
ど
と
捉
え
て
い
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
真　

は
贈
物
に
よ
っ
て
経
透
に
愛
を
示
し
、
経
透
の
心

に
背
か
な
い
よ
う
に
「
立
田
山
の
畔
の
女
」
に
頼
む
の
で
、「
黄
金
の
小
櫛
」
は

彼
女
に
と
っ
て
告
げ
の
櫛
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
透
は
そ
れ
が
不
吉
な
意

味
の
「
別
れ
の
櫛
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
経
透
は
悲
し
ん
で
恥
じ
入

り
、「
立
田
山
の
畔
の
女
」
か
ら
こ
の
小
櫛
さ
え
も
奪
っ
て
自
分
が
持
つ
。
こ
う

し
て
小
櫛
は
「
女
性
の
持
ち
物
」
の
意
義
で
言
え
ば
、真　

の
身
代
わ
り
に
な
っ

た
。
持
つ
こ
と
は
彼
女
と
一
緒
に
い
た
い
気
持
ち
を
表
す
。
最
後
に
、
経
透
は

真　

の
家
に
帰
る
こ
と
を
決
め
た
と
同
時
に
、
そ
の
小
櫛
を
五
条
の
女
に
贈
っ

た
。
こ
こ
で
は
、小
櫛
が
持
て
成
し
の
お
礼
以
外
に
、別
れ
も
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、「
春
菜
野
」
に
現
れ
る
「
黄
金
の
小
櫛
」
は
平
安
時
代
の
風
俗
に
基

づ
い
て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
春
菜
野
」
で
の
「
糸
毬
」
は
「
濃
き
糸
う
す
い
糸
で
か
が
」
っ
た
「
五

色
の
毬
」
で
あ
る
。
ま
た
、
真
楫
は
「
糸
毬
を
く
る
く
る
手
の
上
で
回
し
」
て
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だ
け
で
あ
る
。具
体
的
な
官
職
は
掾
だ
け
で
、し
か
も
過
去
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。

官
職
に
つ
い
て
い
る
表
現
は「
春
菜
野
」の
本
文
か
ら
見
つ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

経
透
は
官
職
を
持
た
ず
に
「
立
田
山
の
畔
の
女
」
に
通
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　

官
職
が
な
い
な
ら
、収
入
は
少
な
い
。
ゆ
え
に
、真　

の
物
を
運
び
出
し
た
後
、

そ
れ
を
補
う
こ
と
が
で
き
ず
に
空
き
家
の
苦
境
ま
で
に
至
る
。
そ
し
て
、「
馬
槽
」

の
男
は
物
を
買
う
代
わ
り
に
妻
の
物
を
新
し
い
女
の
と
こ
ろ
へ
運
び
、
帰
る
時

に
そ
れ
ら
の
物
を
運
び
返
す
。
こ
こ
で
は
、
男
の
経
済
的
な
能
力
が
見
ら
れ
な

い
。
男
は
官
職
を
持
た
ず
に
収
入
が
少
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
春

菜
野
」
の
官
職
を
持
た
な
い
状
況
は
「
馬
槽
」
に
対
し
て
の
解
釈
で
あ
る
と
言

え
る
。
な
お
、
結
末
で
経
透
の
「
官
に
つ
い
て
励
む
」
意
味
は
、
収
入
が
増
え

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
収
入
で
物
を
買
っ
て
真　

に
詫
び
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
謝
り
方
は
、「
馬
槽
」
の
運
び
返
す
こ
と
に
も
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
官
職
の
名
前
は
異
な
っ
て
い
る
が
、「
五
条
の
女
」
で
は
「
少
将
」
の
官

職
が
出
る
。
官
職
の
設
定
は
こ
こ
か
ら
発
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。「
沖
つ
白

浪
」
の
男
は
生
計
の
た
め
に
裕
福
な
女
へ
通
う
。
こ
こ
の
男
も
官
職
を
持
た
ず

に
収
入
が
少
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
か
く
し
て
「
春
菜
野
」
の
官
職
は
典
拠
に

対
す
る
解
釈
や
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
黄
金
の
小
櫛
」、「
糸
毬
」、
官
職
は
独
創
的
で
典
拠
と
無
関

係
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
典
拠
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
や
、
典
拠
に
対
す
る
解

釈
に
よ
る
も
の
や
、
平
安
朝
の
風
俗
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
設
定
も
犀
星
が
典
拠
を
考
え
る
上
で
の
構
想
で
あ
っ
た
。

遊
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
糸
毬
」
は
手
毬
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
糸
毬
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
2
』
に
よ
る
と
、
平
安
末
期
の
文
献
に
手
毬
は
既

に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
伝
承
と
創
作
郷
土
の
て
ま
り
』
で
は
、「
江
戸
時
代

に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
手
ま
り
か
が
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。『
伝
承
と
創
作
郷

土
の
て
ま
り
』
は
一
般
向
け
の
書
籍
な
の
で
、
厳
密
な
研
究
書
と
い
う
よ
り
、

通
俗
的
な
伝
承
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
俗
的
な
伝
承
で
は
、

手
毬
の
現
れ
た
時
期
は
江
戸
時
代
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
だ
が
、

『
日
本
大
百
科
全
書
16
』
で
は
、
手
毬
が
「
江
戸
時
代
か
ら
少
女
の
遊
び
道
具
と

し
て
発
達
し
た
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
は
手
毬
の
流
行
っ
た
時
期

で
あ
る
。
こ
の
流
行
は
一
般
民
衆
に
手
毬
が
出
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
と
い

う
誤
解
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
江
戸
時
代
に
手
毬
が
は
じ
め

て
出
た
こ
と
は
通
俗
的
な
伝
承
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
犀
星
は

そ
の
通
俗
的
な
伝
承
の
影
響
を
受
け
て
平
安
時
代
に
手
毬
が
な
い
と
考
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
手
毬
を
「
糸
毬
」
に
あ
え
て
改
め
た
の

は
こ
の
た
め
で
は
な
い
か
。
こ
の
修
正
も
、
古
典
の
時
代
風
俗
を
尊
重
す
る
姿

勢
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
春
菜
野
」
で
は
独
創
的
な
官
職
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

真　

が
経
透
に
勧
め
た
「
そ
の
小
袿
は
、
経
透
が
国
の
掾
を
辞
め
た
時
に
つ
く

つ
て
遣
つ
た
衣
裳
で
あ
つ
た
」。「
立
田
山
の
畔
の
女
」
へ
贈
っ
た
真　

の
襲
は

「
大
和
の
掾
だ
つ
た
こ
ろ
に
つ
く
つ
た
」
も
の
で
あ
る
。
行
方
不
明
の
経
透
を
捜

し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
「
友
人
等
は
才
幹
高
か
つ
た
掾
の
時
代
の
彼
を
惜
し
ん

だ
」。
結
末
で
、
経
透
は
真　

に
「
再
び
官
に
つ
い
て
励
む
心
で
帰
つ
て
参
つ
た

ぞ
」
と
告
白
す
る
。「
春
菜
野
」
で
は
官
職
に
つ
い
て
の
記
述
は
以
上
の
四
箇
所

七　
『
大
和
物
語
』
の
受
容
の
実
態

　

以
上
の
よ
う
に
、「
春
菜
野
」
は
『
大
和
物
語
』
か
ら
多
く
取
材
し
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
た
と
え
独
創
的
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、『
大
和
物
語
』

に
対
し
て
の
理
解
や
解
釈
、『
大
和
物
語
』
か
ら
の
発
想
、
時
代
風
俗
へ
の
尊
重

な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
完
全
に
典
拠
か
ら
掛
け
離
れ
て
は
い
な
い
。
創
作
と
い

う
よ
り
、「
春
菜
野
」
は
典
拠
へ
の
勉
強
の
よ
う
で
あ
る
。
犀
星
が
『
大
和
物
語
』

に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、「
出
ら
れ
な
い
」
状
態
に
な
っ
て
、
自
由
に
想
像
し
て
創

作
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
要
は
、「
春
菜
野
」
か
ら
犀
星
の
典
拠
に
縛

ら
れ
た
窮
屈
さ
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

は
じ
め
に
挙
げ
た
対
談
で
、
折
口
は
そ
れ
が
『
大
和
物
語
』
自
身
の
特
質
に

よ
る
の
で
あ
る
と
犀
星
に
教
え
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
特
質
と
は
一
体
何
だ
ろ

う
か
。
折
口
は
「
四
十
八
大
和
物
語
の
成
立
―
―
伊
勢
ノ
御　

 

―
― 

」
で
、「
伊

勢
物
語
は
簡
潔
で
、
大
和
物
語
の
方
は
く
ど
〳
〵
し
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、『
大
和
物
語
』
に
お
け
る
物
語
の
描
き
方
は
『
伊
勢
物
語
』
よ
り
詳
し

い
た
め
、
想
像
で
き
る
余
地
が
狭
い
と
い
う
わ
け
だ
。

　

ま
た
、
犀
星
の
古
典
に
対
す
る
態
度
も
無
視
で
き
な
い
。
一
九
四
〇
年
に
は

じ
め
て
王
朝
小
説
の
創
作
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
の
自
分
に
つ
い
て
、
晩
年
の
犀

星
は
「
王
朝
文
学
に
学
の
な
い
私
は
甚
だ
逡
巡
し
た
が
、
そ
れ
を
機
会
に
下
読

み
を
し
勉
強
を
専
ら
に
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
前
述
の
対
談
で
、『
大
和
物
語
』

を
も
と
に
創
作
す
る
時
、「
自
分
で
は
半
分
恐
わ
ご
わ
書
い
て
ゐ
ま
す
」
と
語
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、『
王
朝
』
は
折
口
に
序
文
を
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
跋
文
に

も
「
折
口
さ
ん
の
門
人
、小
谷
恒
氏
に
本
篇
執
筆
の
考
証
を
得
た
」
と
あ
る
の
で
、

時
代
考
証
の
質
は
古
典
に
詳
し
い
折
口
と
小
谷
恒
に
保
証
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
王
朝
小
説
の
創
作
を
始
め
た
頃
の
犀
星
は
、

古
典
を
恐
れ
て
時
代
考
証
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
た
め
、
犀

星
は
古
典
の
知
識
を
慎
重
に
扱
っ
て
、
自
由
に
書
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
春
菜
野
」
が
典
拠
へ
の
勉
強
の
よ
う
に
見
え
る
の
も
こ
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

　

こ
う
し
て
、犀
星
の
『
大
和
物
語
』
の
受
容
の
実
態
は
あ
る
程
度
見
え
て
き
た
。

た
だ
し
、「
春
菜
野
」
は
非
常
に
早
い
時
期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
う

し
た
窮
屈
さ
は
た
だ
初
期
の
問
題
だ
け
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

『
大
和
物
語
』
受
容
の
全
体
像
に
は
ま
だ
距
離
が
あ
る
。
今
後
は
、引
き
続
き
『
大

和
物
語
』
を
典
拠
と
す
る
、
ほ
か
の
犀
星
の
王
朝
小
説
を
考
察
し
て
、
そ
の
全

体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

注
（
１
）
室
生
犀
星
が
『
伊
勢
物
語
』
や
『
大
和
物
語
』、『
蜻
蛉
日
記
』、
謡
曲
な

ど
に
取
材
し
て
作
っ
た
小
説
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
編
集
し

て
、
室
生
朝
子
は
『
室
生
犀
星
全
王
朝
物
語
』
を
作
っ
た
。

（
2
）
本
多
浩
「
室
生
犀
星
ノ
ー
ト
―
―
「
王
朝
も
の
」
を
中
心
に
―
―
」『
徳

島
大
学
学
芸
紀
要
（
人
文
科
学
）』
一
九
六
九
年

（
3
）
志
村
有
弘
「
室
生
犀
星
―
―
王
朝
を
求
め
た
自
由
な
作
品
群
―
―
」『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
二
年
五
月

（
4
）
室
生
犀
星
「
荻
吹
く
歌
」『
婦
人
之
友
』
一
九
四
〇
年
一
一
月

（
5
）
高
瀬
真
理
子
「「
荻
吹
く
歌
」
論
」『
室
生
犀
星
研
究
』
一
九
八
七
年
四
月
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（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（四）



い
る
。

（
19
）
高
瀬
真
理
子
「「
春
菜
野
」
―
―
無
償
の
愛
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
―
―
」『
実

践
国
文
学
』
一
九
九
二
年
三
月

（
20
）「
櫛
」『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
四
月

（
21
）
本
橋
裕
美
「
平
安
の
櫛
と
扇
を
め
ぐ
っ
て
―
―
物
語
に
お
け
る
機
能
と
変

遷
を
中
心
に
―
―
」『
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
〇
年

五
月

（
22
）『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
2
』
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
二
月

（
23
）
尾
崎
千
代
子
『
伝
承
と
創
作
郷
土
の
て
ま
り
』
マ
コ
ー
社
、
一
九
七
八
年

七
月

（
24
）『
日
本
大
百
科
全
書
16
』
小
学
館
、
一
九
八
七
年
七
月

（
25
）
折
口
信
夫
「
四
十
八
大
和
物
語
の
成
立
―
―
伊
勢
ノ
御　

 

―
―
」『
折
口

信
夫
日
本
文
学
史
ノ
ー
ト
Ⅱ
』
中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
年
一
二
月

（
26
）
室
生
犀
星
「
追
記
」『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
遺
文
』
講
談
社
、
一
九
五
九
年

一
一
月

（
6
）
室
生
犀
星
「
姫
た
ち
ば
な
」『
日
本
評
論
』
一
九
四
一
年
三
月

（
7
）
安
田
義
明
「
室
生
犀
星
「
姫
た
ち
ば
な
」
―
―
折
口
の
物
語
観
を
視
座
に

し
て
―
―
」『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
一
九
九
三
年
一
月

（
8
）
室
生
犀
星
・
折
口
信
夫　

対
談
「
古
典
に
つ
い
て
」『
む
ら
さ
き
』

　
　

一
年
六
月

（
9
）
室
生
犀
星
『
王
朝
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
四
一
年
九
月

（
10
）『
平
安
朝
物
語
集
』（
武
笠
三
校
訂
）
有
朋
堂
書
店
、一
九
三
一
年
五
月
（『
大

和
物
語
』
の
引
用
は
こ
の
本
に
よ
る
。）

（
11
）
室
生
犀
星
「
春
菜
野
」『
文
芸
春
秋
』
一
九
四
一
年
一
月
（
本
文
の
引
用

は
こ
こ
に
よ
る
）

（
12
）「
ま
ゆ
み
」
は
「
初
出
・
底
本
一
覧
」（
室
生
朝
子
編
『
室
生
犀
星
全
王
朝

物
語
下
』
作
品
社
、
一
九
八
二
年
六
月
）
に
よ
る
と
、
初
出
未
詳
で
あ
る
。

（
13
）
室
生
犀
星
「
あ
や
の
君
」『
婦
人
之
友
』
一
九
四
〇
年
一
二
月

（
14
）
室
生
朝
子
編
『
室
生
犀
星
全
王
朝
物
語
下
』
作
品
社
、
一
九
八
二
年
六
月

（
15
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
』（
校
注
・
訳
者
：
片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・

高
橋
正
治
・
清
水
好
子
）
小
学
館
、
二
〇
〇
四
年
五
月

（
16
）「
沖
つ
白
浪
」
の
細
部
の
描
写
も
「
春
菜
野
」
に
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
の
で
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
筒
井
筒
」
は
「
沖
つ
白
浪
」
と
似
て
い
る

が
、「
春
菜
野
」
の
典
拠
で
は
な
い
。

（
17
）上
坂
信
男『
室
生
犀
星
と
王
朝
文
学
』（『
三
弥
井
書
店
』、一
九
八
九
年
七
月
）

の
「
春
菜
野
」
で
は
、「
他
人
の
手
前
夫
の
面
目
を
つ
ぶ
さ
ぬ
よ
う
に
取
り

計
ら
う
」
と
あ
る
。

（
18
）上
坂
信
男『
室
生
犀
星
と
王
朝
文
学
』（『
三
弥
井
書
店
』、一
九
八
九
年
七
月
）

の
「
春
菜
野
」
で
は
、「
立
田
山
の
畔
の
女
」
と
真　

の
対
照
も
書
か
れ
て
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戦
時
下
に
お
け
る
内
地
外
地
の
小
売
書
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

日  

比　

嘉  

高

　
1　

企
業
整
備
と
は
何
か

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
、
日
配
―
―
戦
時
下
の
国
策
配
給
会
社
で
あ
る
日

本
出
版
配
給
株
式
会
社
―
―
の
営
業
顧
問
と
な
っ
て
い
た
野
口
兵
蔵
は
、
会
社

の
命
を
受
け
各
地
方
を
ま
わ
っ
て
い
た
。
小
売
書
店
組
合
の
幹
部
ら
に
対
し
、

出
版
物
の
「
計
画
配
給
」
や
そ
れ
に
と
も
な
う
地
域
書
店
の
転
廃
業
に
つ
い
て

説
明
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る

1
。
青
森
で
宿
泊
し
た
、
そ
の
晩
の
こ
と
だ
。

夜
中
に
私
の
泊
ま
っ
て
い
る
宿
へ
乳
呑
み
児
を
お
ぶ
っ
た
小
売
店
の
奥
さ

ん
が
た
ず
ね
て
来
た
。

「
私
の
店
は
止
め
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、
夫
は
戦
地
へ
出
て
、
後
に
残
っ
た
私

と
子
供
と
両
親
と
で
、
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
食
べ
て
い
く
の
か
、
生
き

る
道
を
教
え
て
下
さ
い
」
と
涙
な
が
ら
に
訴
え
ら
れ
た
が
、
一
言
と
し
て

返
す
言
葉
が
な
か
っ
た

2
。 

　

戦
後
に
な
っ
て
野
口
が
「
企
業
整
備
で
私
が
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
」
と
し
て

回
想
し
て
い
る
、
戦
時
下
小
売
書
店
を
め
ぐ
る
悲
劇
の
一
場
面
で
あ
る
。
店
を

や
め
る
の
は
、
店
を
預
か
っ
て
い
る
彼
女
の
意
志
で
は
な
い
。
夫
は
徴
兵
さ
れ

て
お
り
、
家
に
は
子
供
と
両
親
が
い
る
。
一
家
の
生
計
を
立
て
る
手
段
で
あ
っ

た
本
屋
で
あ
る
。
そ
れ
が
所
属
組
合
の
指
示
に
よ
っ
て
、
営
業
を
止
め
ら
れ
て

し
ま
う
。

　

小
売
業
の
「
企
業
整
備
」
と
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
の
決
戦
経
済
体

制
の
も
と
で
、
生
産
資
源
の
合
理
化
計
画
化
を
押
し
進
め
る
た
め
に
、
企
業
の

規
模
や
数
を
減
ら
し
、
取
引
形
態
、
必
要
な
労
働
力
な
ど
を
適
正
な
形
へ
と
導

い
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
企
業
の
合
同
や
休
眠
が
強
制
的
に

押
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

企
業
整
備
の
目
的
は
、「
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
我
国
が
大
東
亜
戦
争
に
勝
抜

か
ん
が
た
め
」
で
あ
っ
た

3
。
こ
の
後
経
緯
は
詳
述
す
る
が
一
九
四
二
年
四
月

二
一
日
に
「
小
売
整
備
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
企
業
整
備
令
が
翌
五
月

一
三
日
に
発
令
公
布

4
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
中
小
の
商
工
業
者
の
転
廃
業
が

進
め
ら
れ
た
。
小
売
業
の
企
業
整
備
は
、「
配
給
機
構
の
整
備
と
労
務
の
充
足
の

二
つ
」

5
を
目
的
と
し
、「
国
民
更
生
金
庫
の
拡
充
、共
助
施
設
に
対
す
る
補
助
金
、

――
企
業
整
備
、共
同
仕
入
体
、読
者
隣
組
――

一
九
四

（四）


