
草
双
紙
の
出
来
す
る
ま
で

髙
木
　
元

　
　
は
じ
め
に

日
本
古
典
文
学
の
特
筆
す
べ
き
特
徴
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

テ
キ
ス
ト

文
章
の
み
な
ら
ず

イ
メ
ー
ジ

絵
画
と
共
に
〈
絵
入

本
〉
と
い
う

メ
デ
イ
ア

媒
体
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
点
に
あ
る
。

漢
字
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た
漢
籍
（
中
国
書
）
に
基
づ
く
学
問
書
や
仏
書
（
経
典
や
そ
の
注
釈
書
）
は
別
と
し
て
、

仮
名
を
主
体
と
し
て
書
か
れ
た
和
書
（
日
本
の
本
）
の
代
表
作
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
な
ど
が
、
絵
巻
と
し
て
享
受
さ

れ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
特
徴
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

整
版
本
（
板
画
の
技
法
を
用
い
た
木
板
印
刷
本
）
に
よ
る
出
板
文
化
が
広
ま
る
近
世
（
江
戸
時
代
）
以
前
に
書
か
れ
た
文

芸
は
、
創
作
さ
れ
た
時
点
で
は
文
字
だ
け
の
写
本
で
あ
っ
た
が
、
多
く
は
後
か
ら
作
ら
れ
た
絵
入
の
草
子
（
表
紙
を
付

し
て
綴
ら
れ
た
冊
子
）
や
絵
巻
物
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
絵
入
本
は
、
絵
が
達
者

な
作
者
と
は
別
人
が
、
後
か
ら
絵
を
描
い
て
添
え
た
も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

脱
構
築
は
お
ろ
か
、
い
ま
だ
に
「
テ
キ
ス
ト
は
作
者
に
帰
属
す
る
」
と
素
朴
に
考
え
て
い
る
向
き
も
少
な
く
は
な
い

が
、
斯
様
な

モ

ダ

ン

近
代
的
な
考
え
方
す
ら
も
、
近
世
期
に
は
未
分
化
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
作
者
以
外
の
誰
か
が
、
テ
キ
ス
ト

に
絵
を
付
加
し
た
と
し
て
も
、
何
の
疑
問
を
持
つ
人
も
い
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
有
名
な
場
面
に
添
え
ら
れ
る

絵
柄
は
、
次
第
に
固
定
化
さ
れ
画
題
と
し
て
定
着
し
、
以
後
の
絵
入
本
で
も
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

近
世
初
期
（
十
七
世
紀
）
に
は
、
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
半
島
を
侵
略
し
、
活
字
印
刷
機
を
強
奪
し
て
き
た
上
に
、
印
刷
技

術
者
を
も
拉
致
し
て
き
た
。
折
し
も
西
欧
よ
り

イ
エ
ズ
ス

耶
蘇
会
の
宣
教
師
達
が
木
活
字
に
拠
る
活
字
印
刷
術
を
も
た
ら
し
た
。

そ
こ
で
古
活
字
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
活
字
（
金
属
ま
た
は
木
）
を
使
用
し
た
活
字
印
刷
本
が
出
さ
れ
た
が
、
半
世
紀
ほ

ど
で
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。
寺
社
を
中
心
と
し
た
書
物
の
需
要
拡
大
に
応
じ
た
印
刷
技
術
で
は
あ
っ
た
が
、
版
（
印
刷
用

の
原
版
）
の
保
存
が
困
難
で
あ
っ
た
故
、
長
期
間
に
渉
る
大
量
の
印
刷
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る▼1
。
も
う
一
つ

に
は
、
整
版
本
の
方
が
、
絵
入
本
の
印
刷
に
も
便
宜
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
十
七
世
紀
中
葉
よ
り
整
版
印
刷
に
よ
る
出
板
が
興
隆
す
る
。
し
か
し
、
出
板
業
の
成
立
に
は
、
単
に
印
刷

技
術
的
な
対
応
の
み
な
ら
ず
、
商
業
資
本
主
義
の
発
展
に
相
俟
っ
て
、
書
物
の
流
通
機
構
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

不
可
欠
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
寺
子
屋
な
ど
の
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
る
に
と
も
な
っ
て

リ
テ
ラ
シ
ー

識
字
率
が
向
上
し
た
こ
と
も
、

多
く
の
読
者
を
産
み
だ
し
た
要
因
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
流
通
制
度
の
整
備
と
読
者
の
拡
大
と
が
、
書
物
に
商
品

価
値
を
生
じ
さ
せ
た
た
め
に
、
経
済
活
動
の
一
環
と
し
て
出
板
業
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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草
双
紙

く
さ
ぞ
う
し

草
双
紙
と
は
、
江
戸
時
代
に
大
衆
的
に
広
く
消
費
さ
れ
た
戯
作
（
商
品
）
で
あ
る
洒
落
本
、
人
情
本
、
滑
稽
本
な
ど

と
同
様
、
中
本
（
十
八
×
十
二セ

ン
チ糎ほ

ど
）
と
呼
ば
れ
るて

の
ひ
ら

掌
サ
イ
ズ
の
愛
玩
す
べ
き
本
で
あ
る
。

原
則
的
に
は
、
一
冊
が
五
丁
（
袋
綴
の
紙
数
五
枚
＝
十
頁
）
で
、
全
丁
に
挿
絵
が
入
り
、
そ
の
絵
の
周
辺
に
細
か
い
字

で
平
仮
名
を
主
と
し
た
本
文
や
詞
書
き
（
登
場
人
物
の
台
詞
や
無
駄
口
）
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
表
紙
に
は
題
名
が
記
さ

れ
た
短
冊
型
の

だ
い
せ
ん

題
簽
（
書
名
を
記
し
た
紙
）
が
貼
ら
れ
、
時
代
が
降
る
に
し
た
が
い
題
簽
は
大
き
く
な
り
、
そ
こ
に
絵
が

加
え
ら
れ
た
。
内
容
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
表
紙
の
色
が
赤
（
丹
）
、
黒
、
草
色
（
萌
葱
色
）
、
黄
色
と
変
化
し
て
い

き
、
赤
本
、
黒
本
、
青
本
、
黄
表
紙
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
草
双
紙
と
し
て
の
一
貫
し
た
形
態
的
特
徴
は
保
持

さ
れ
続
け
た
。

十
九
世
紀
に
入
り
文
化
期
（
一
八
〇
四
〜
）
に
な
る
と
、
二
、
三
冊
を
合
綴
（
合
冊
）
し
て

ご
う
か
ん

合
巻
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
、
表
紙
も
錦
絵
風
の
多
色
刷

す
り
つ
け

摺
付
表
紙
に
な
る
。
次
第
に
、
短
編
の
読
切
か
ら
、
長
編
の
続
き
も
の
に
変
わ
っ
て

い
く
。
明
治
期
に
入
っ
て
も
二
十
年
代
ま
で
出
さ
れ
続
け
る
が
、
表
紙
は
化
学
染
料
を
用
い
た
毒
々
し
い
赤
色
の
粗

画
に
成
る
。
ま
た
、
一
冊
が
九
丁
に
と
変
じ
、
本
文
は
漢
字
混
じ
り
に
な
り
、
内
容
的
に
も
実
録
な
ど
の
鈔
録
が
多
く

な
り
、
絵
も
文
も
粗
雑
な
印
象
を
禁
じ
得
な
い
。
さ
ら
に
活
版
印
刷
が
一
般
化
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
全
丁
に
絵
が
入

り
周
囲
に
本
文
を
組
む
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
単
な
る
絵
入
小
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
草
双
紙
は
二
十
世
紀
を
目

前
に
し
て
、
そ
の
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
草
双
紙
は
十
七
世
紀
に
出
板
業
が
成
立
し
た
後
に
、
主
と
し
て
江
戸
と
い
う
未
開
の
地
で
刊
行
さ
れ
始
め

た
じ
ほ
ん

地
本
（
地
方
出
板
物
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
に
も
係
わ
ら
ず
、
十
七
世
紀
の
後
半
か
ら
激
動
の
幕
末
維
新
期
を
跨
い

で
十
九
世
紀
の
後
半
ま
で
の
約
二
百
年
間
、
そ
の
内
容
に
見
合
う
よ
う
に
表
紙
の
色
や
体
裁
を
変
化
さ
せ
つ
つ
、
近
世

期
の
一
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
異
様
に
息
長
く
商
品
と
し
て
生
産
出
板
さ
れ
続
け
、
そ
し
て
享
受
さ
れ
続
け
た
の

で
あ
っ
た
。
近
世
期
を
代
表
す
る
絵
入
大
衆
小
説
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
絵
入
本
と
い
う
場
合
は
、
本
文
が
主
で
挿
絵
が
付
け
加
え
ら
れ
た
本
も
含
ま
れ
る
が
、
今
、
改
め
て
確

認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
草
双
紙
と
絵
本
と
の
相
違
で
あ
る
。

絵
本
と
い
う
場
合
は
、
全
丁
に
描
か
れ
た
絵
が
主
体
で
、
そ
こ
に
簡
単
な
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
本
を
指
す

こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
狂
歌
絵
本
な
ど
は
全
丁
に
絵
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
一
貫
し
た
筋
を
持
た
ず
に
余
白
に
狂

歌
を
入
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
草
双
紙
は
原
則
と
し
て
全
丁
に
絵
が
描
か
れ
て
は
い
る
が
、

概
ね
一
貫
し
た
物
語
と
し
て
の
筋
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
文
章
は
絵
の
周
囲
に
平
仮
名
を
中
心
と
し
た
細
字
で
書
き

込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
草
双
紙
は
合
巻
時
代
に
な
っ
て
合
綴
さ
れ
て
も
、
五
丁
を
一
冊
（
巻
）
と
勘
定
す
る
造
本

意
識
を
頑
な
に
維
持
し
て
き
た
。
対
し
て
絵
本
は
、
大
き
さ
を
含
め
て
、
こ
の
規
格
か
ら
は
自
由
で
あ
っ
た
。
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こ
の
似
て
非
な
る
絵
入
本
で
あ
る
絵
本
と
草
双
紙
と
は
、
明
確
に
区
別
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の

創
作
過
程
も
流
通
経
路
も
販
売
価
格
も
享
受
の
様
相
も
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
○

草
双
紙
の
文
学
史
的
位
置
付
け
と
概
説
に
就
い
て
は
、
早
く
か
ら
多
く
の
著
作
が
遺
さ
れ
て
き
た
が
、
古
く
は
関
根

正
直
『
小
説
史
稿
』▼2

が
あ
る
。「
江
戸
将
軍
の
時
代
」
と
い
う
項
の
冒
頭
に
「
小
説
傳
統
」
と
い
う
図
を
示
し
、
草
双

紙
の
史
的
位
置
を
、
上
流
の
御
伽
草
子
と
淨
瑠
璃し
よ
う
ほ
ん

正
本
の
合
流
下
に
定
め
、
下
流
に
はし
よ
う
ほ
ん
じ
た
て

正
本
製
を
配
置
し
、
そ
の
正

本
製
の
上
流
に
は
演
劇
脚
本
を
も
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
草
双
紙
と
は
室
町
時
代
物
語
と
浄
瑠
璃
の
影
響
下
に

成
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
、
歌
舞
伎
台
帖
と
共
に
正
本
製
を
産
み
だ
し
た
と
す
る
草
双
紙
の
史
的
認
識
は
的
確
で
あ
る
。

　
　

（
関
根
正
直
『
小
説
史
稿
』、
四
十
七
頁
よ
り
）

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
滑
稽
本
が
草
双
紙
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
い
る
点
は
、
現
在
の
文
学
史
の
認
識
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
滑
稽
の
要
素
が
草
双
紙
か
ら
独
立
し
て
中
本
（
滑
稽
本
）
を
発
生
し
た
と
の
概
括
的
把
握
は
、

今
見
て
も
実
に
新
鮮
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
本
以
来
の
民
譚
や
演
劇
種
に
依
拠
し
て
書
か
れ
て
い
た
草
双
紙
の
伝
統

に
と
っ
て
、
洒
落
本
の
影
響
下
に
滑
稽
諷
刺
諧
謔
に
傾
い
た
黄
表
紙
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
自
体
が
、
実
は
草
双
紙
史

に
と
っ
て
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
も
う
少
し
厳
密
に
い
え
ば
、
安
永
・
天
明
期
（
一
七
七
二

〜
八
八
）
の
黄
表
紙
は
、
謂
わ
ば
草
双
紙
の
突
然
変
異
種
と
見
做
す
発
想
に
基
づ
け
ば
、
草
双
紙
と
は
基
本
的
に
浄
瑠

璃
や
歌
舞
伎
を
紙
上
に
展
開
し
て
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
、
す
こ
ぶ
る
整
然
と
し
た
草
双
紙
史
を
描
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
石
田
元
季
『
草
雙
紙
の
い
ろ
〳
〵
』▼3

は
、
箱
入
り
の
瀟
灑
な
装
訂
が
施
さ
れ
た
書
物
で
、
是
非
と
も
現
物
を

手
に
取
り
愛
で
慈
し
み
つ
つ
読
ん
で
頂
き
た
い
。
概
説
書
風
の
標
題
に
騙
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
随
想
風
に
記
さ
れ

て
い
る
が
、
単
な
る
様
々
な
草
双
紙
の
紹
介
で
は
な
く
、
草
双
紙
の
創
作
過
程
や
、
構
想
や
趣
向
の
変
遷
、
広
告
と
の

タ
イ
ア
ッ
プ
、
媒
体
と
し
て
の
特
徴
、
作
者
や
画
工
を
巡
る
多
く
の
問
題
に
言
及
し
て
い
て
、
い
ま
だ
に
色
褪
せ
て
い

な
い
。
草
双
紙
を
知
る
上
で
の
必
読
文
献
だ
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
見
れ
ば
、
聊
か
問
題
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を
孕
ん
で
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
記
述
の
検
証
は
不
可
欠
で
は
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
板
本
の
製
作
過
程
に
つ
い
て
特
化
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
林
若
樹
「
小
説
の
本
に
な
る

ま
で
」▼4

に
就
く
の
が
便
宜
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
二
十
世
紀
前
半
に
書
か
れ
た
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
稿
本
（
種
本
）
や

板
本
の
図
版
も
掲
げ
て
詳
し
く
紹
介
し
て
い
て
大
い
に
参
考
に
な
る
。
こ
こ
で
謂
う
「
小
説
」
と
は
、
所
謂
「
稗
史
小

説
」（
黄
表
紙
、
合
巻
、
中
本
、
読
本
な
ど
）
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
世
後
期
に
お
け
る
商
品
化
さ
れ
た
戯
作
に

関
す
る
製
作
過
程
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
戯
作
者
に
拠
る
原
稿
の
執
筆
の
様
相
か
ら
、
印
刷
業
者
の
諸
工
程
を

経
て
本
と
し
て
製
品
化
さ
れ
、
読
者
の
手
に
渡
る
ま
で
を
、
多
く
の
史
料
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
行
き
届
い
た
記
述
が
な

さ
れ
て
い
る
。

板
本
書
誌
学
上
の
劃
期
的
な
達
成
と
し
て
中
野
三
敏
『
書
誌
学
談
義
江
戸
の
板
本
』▼5

が
備
わ
る
。
こ
の
本
は
、
板
本
の

書
誌
学
的
考
察
に
関
す
る
初
の
総
合
的
参
考
書
で
あ
り
、
草
双
紙
研
究
者
も
造
本
や
書
誌
学
的
知
見
を
確
か
な
も
の

に
す
べ
く
、
必
ず
や
目
を
通
す
べ
き
文
献
で
あ
る
。
草
双
紙
に
関
す
る
記
述
は
決
し
て
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
袋

入
り
」「
上
紙
摺
り
」「
地
本
類
の
色
表
紙
」「
絵
題
簽
」
な
ど
に
就
い
て
も
詳
細
か
つ
精
確
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
挙
げ
て
き
た
所
謂
二
次
資
料
と
呼
ば
れ
る
新
旧
の
研
究
者
等
に
よ
る
先
行
研
究
も
決
し
て
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
当
時
の
戯
作
者
な
ど
の
言
説
（
一
次
資
料
）
に
基
づ
い
て
見
て
い
く
の
が
本
筋
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
に
有
用
な
の
が
、
林
美
一
編
の
江
戸
戯
作
文
庫
『

さ
く
し
や
た
い
な
い
と
つ
き
の
ず

作
者
胎
内
十
月
圖
』▼6

で
あ
る
。
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

い
ず
れ
も
戯
作
者
が
テ
キ
ス
ト
を
生
み
出
す
ま
で
の
苦
労
や
作
成
過
程
を
趣
向
化
し
た
草
双
紙
で
、
表
題
に
な
っ
て

い
る
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
『
作
者
胎
内
十
月
圖
』
（〔
北
尾
重
政
画
〕、
三
巻
三
冊
、
文
化
元
〈
一
八
○
四
〉
年
、
鶴
屋
喜
右
衛
門

板
）
に
、
付
た
り
と
し
て
、
式
亭
三
馬
の
合
巻
『

は
ら
の
う
ち
げ
さ
く
の
た
ね
ほ
ん

腹
之
内
戯
作
種
本
』
小
川
美
丸
画
、
三
巻
合
一
冊
、
文
化
八
〈
一
八
一
一
〉

年
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
）
、
十
返
舎
一
九
の
黄
表
紙
『

あ
た
り
や
し
た
じ
ほ
ん
と
い
や

的
中
地
本
問
屋
』
（
同
画
、
二
巻
三
冊
、
享
和
四
〈
一
八
○
四
〉
年
、
村

田
屋
治
郎
兵
衛
板
）
と
が
、
表
紙
や
奥
目
録
を
含
め
て
原
寸
大
の
図
版
を
掲
載
し
た
上
で
、
注
釈
付
き
で
校
訂
本
文
に

拠
り
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
○

さ
て
、
本
稿
で
は
長
友
千
代
治
「
江
戸
の
本
屋
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
講
演
集
九
『
本
の
話
』、
一
九
八
八
年
三
月
、
国

文
研
）
所
収
が
紹
介
し
て
い
る
東
里
山
人
の
合
巻
『た

か
ら
ぶ
ね
こ
が
ね
の
ほ
ば
し
ら

寳
舩
黄
金
桅
』
（
勝
川
春
扇
画
、
三
巻
一
冊
、
文
政
元
〈
一
八
一
八
〉

年
、
和
泉
屋
市
兵
衛
板
、
東
洋
文
庫
蔵
岩
崎
文
庫
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
）
の
一
図
（
一
オ
二
ウ
）
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

中
央
に
顔
を
小
判
に
描
か
れ
た
板
元
が
据
え
ら
れ
、
周
囲
に
作
者
、
画
工
、
筆
耕
、
彫
工
、

す
り
し

摺
師
が
描
か
れ
て
い

る
。
当
時
の
出
板
が
、
板
元
にプ
ロ
デ
ユ
ー
ス

主
導
さ
れ
た
作
者
や
画
工
や
職
人
達
の
分
業
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
目
瞭

然
と
な
る
一
図
で
あ
る▼7

。

こ
の
『
寳
舩
黄
金
桅
』
と
い
う
合
巻
は
題
名
か
ら
は
想
像
し
に
く
い
が
、
日
常
生
活
に
お
け
る
お
金
の
諸
相
を
、
神

祇
、
釋
教
、
戀
、
無
常
か
ら
始
ま
り
、
博
学
秀
才
な
る
金
、
人
の
命
を
取
る
金
、
人
の
命
を
救
う
金
、
飛
脚
の
金
な
ど

4



と
、
お
金
を
擬
人
化
し
、
そ
の
顔
を
小
判
で
描
い
て
、
有
名
な
歌
舞
伎
場
面
の
見
立
て
や
古
典
テ
キ
ス
ト
の
パ
ロ
デ
ィ

な
ど
を
用
い
て
面
白
可
笑
し
く
書
き
記
し
た
も
の
で
、
そ
れ
な
り
の
古
典
や
芝
居
に
関
す
る
知
識
を
前
提
と
す
る
黄

表
紙
風
の
軽
妙
な
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
示
し
た
見
開
き
の
絵
は
、
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
も
の
で
、
謂
わ
ば
草
双
紙
出
板
の
楽
屋
落
ち

（
普
段
は
観
客
に
見
せ
な
い
裏
側
）
を
趣
向
化
し
た
場
面
で
、「
○
金

ぎ
ん銀

の
た
め
に

つ
か使

は
れ
て
人
々
身
を

く
る苦

し
め
る
所
の

ゑ

く
画
組
み
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

　
　

（”
G
ra

p
h
ic

N
a
r
ra

tiv
e
s
fro

m
E
a
r
ly

M
o
d
e
r
n

J
a
p
a
n
”

よ
り
）

順
に
書
き
込
み
を
読
み
な
が
ら
、
適
宜
注
釈
を
加
え
て
作
業
の
実
態
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

〔
板
元
〕
（
和
泉
屋
市
兵
衛
＝
泉
市
）

顔
が
小
判
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
板
元
が
金
儲
け
の
た
め
に
出
板
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
草
双
紙
の
出
板
全
体
を
統
括
す
る

プ
ロ
デ
ユ
ー
サ

製
作
責
任
者
と
し
て
、

み
ん
な皆が
せ
い精

を
出
し
て
さ
つ
〳
〵
と
や
り
な
せ
へ
。
わ
し
が

こ

ゝ
此
処
にひ

か
へ控て
ゐ居

る
か
ら

さ
る猿

が
も
ち餅

じ
や
。

お
そ遅

い
と

は
ん
も
と

板
元
も
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り利
あ
い
が

わ
る悪

い
か
ら

お
の自

づ
か
ら
二

ね
ん
ご

年
後
へ

ま
は廻

り
ま
す
ぞ
。

な
ん何

で
も

は
や早

い
が
お

と
く徳

じ
や
〳
〵
。

と
、
本
の
出
板
に
係
わ
る
職
人
た
ち
に
対
し
て
「
と
に
か
く
早
く
仕
事
を
仕
上
げ
ろ
」
と
檄
を
飛
ば
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
猿
が
餅
」
と
は
、
猿
が
餅
を
貰
う
と
す
ぐ
に
喰
い
尽
く
す
と
こ
ろ
か
ら
、
即
座
に
や
り
取
り
す
る
結
果
と
し
て

儲
か
る
う
ま
い
話
の
こ
と
。
板
元
は
職
人
が
仕
事
を
し
た
結
果
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
利
益
を
得
ら
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
ま
た
、
草
双
紙
は
新
春
を
祝
う

け
い
ぶ
つ

景
物
と
し
て
正
月
に
売
り
出
す
商
習
慣
が
あ
っ
た
た
め
に
、
職
人
達
の
作
業

が
遅
延
し
て
新
年
の
売
り
出
し
に
出
板
が
間
に
合
わ
な
い
と
大
幅
に
売
り
上
げ
が
落
ち
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
新

春
の
売
り
出
し
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
は
、
そ
の
出
板
は
「
二
年
後
へ
廻
」
る
。
つ
ま
り
一
年
先
送
り
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
急
い
で
仕
事
を
終
わ
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
手
間
賃
を
貰
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
職
人

達
と
板
元
と
の
利
害
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

文
政
期
以
降
は
、
新
春
を
待
た
ず
に
売
り
出
さ
れ
る
な
ど
、
次
第
に
売
り
出
し
時
期
が
早
く
な
っ
た
。
春
新
板
と
い

う
名
目
は
残
る
も
の
の
、
実
際
に
は
九
月
頃
に
既
に
次
年
の
新
板
が
売
り
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
在

で
も
翌
月
号
の
月
刊
誌
が
前
月
に
売
り
出
さ
れ
る
と
い
う
商
習
慣
に
も
係
わ
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

作
者本

作
の
作
者
で
あ
る
東
里
山
人
は
、
鼻
山
人
と
も
称
し
た
。
山
東
京
伝
が
自
分
を
特
徴
付
け
る

ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク

自
己
表
象
と
し
て

用
い
た
団
子
鼻
を
踏
襲
し
て
、
や
は
り
自
ら
の
表
象
と
し
て
団
子
鼻
を
用
い
て
お
り
、
挿
絵
で
は
着
物
の
文
様
と
し
て

も
団
子
鼻
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
時
は
挿
絵
に
つ
い
て
も
画
稿
（
挿
絵
の
下
絵
）
を
作
者
が
描
い
た
上
で
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
画
工
（
浮
世
絵
師
）
が
清
書
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
趣
向
も
作
者
の
意
図
に
拠
る
も
の
で
あ
る

と
判
断
で
き
る
。

こ
の
場
面
は
作
者
の
書
斎
で
あ
ろ
う
か
、
背
後
に
執
筆
の
参
考
書
で
あ
る
『
琅
邪
代
酔
篇
』▼8

と
書
か
れ
た
紙
が
貼
ら

れ
た
木
製
の
本
箱
が
描
か
れ
て
い
る
。
机
上
に
は
硯
と
水
差
し
と
筆
立
が
置
か
れ
、
稿
本
を
前
に
し
て
構
想
を
練
っ

て
い
る
様
子
で
あ
る
。

ま
づ先

画
ぐ
み組

ハ
あ当

た
り

め
へ前

の
芝
居
が
か
り
に
し
て
、
白
氏
文
に
「

ふ
る
づ
か

古
塚
の

き
つ
ね狐
よ
う妖

と
し
て

か
つ且
お老

ひ
た
り
、
化
し
て

ふ
じ
ん

婦
人

と
な
る
」
と
い云
ふ
古
事
を
あ挙
げ
て
、
夫
木
集
に
「
花
を
み見
る
道
のほ
と
り辺のふ
る
き
つ
ね

古
狐
」
の
哥
に
あ
は合
せ
る
と
、
す
つ
ぱ
り

し
の
だ
づ
ま

信
田
妻
の

し
ゆ
こ
う

趣
向
が
出
る
。

き
め
う

奇
妙
〳
〵
。

と
、
作
品
の
構
想
を
思
い
つ
い
た
場
面
で
あ
る
。

ま
ず
、
挿
絵
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
何
時
も
の
よ
う
に
歌
舞
伎
の
舞
台
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
に
描
こ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
草
双
紙
は
紙
上
歌
舞
伎
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
歌
舞
伎
と
の
関
係
が
深
く
、
登
場
人
物
が
人
気
役
者
の

似
顔
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
り
、
場
面
自
体
も
歌
舞
伎
の
舞
台
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
作
者
の
意
図
は
、

歌
舞
伎
の
専
門
用
語
と
い
う
共
有
す
る
コ
ー
ド
に
拠
り
、「

た
ち
や
く

立
役
」「

そ
う
が
み

惣
髪
」「
だ
ん
ま
り
模
様
」
な
ど
と
画
工
に
指
示

6



す
れ
ば
、
そ
の
描
こ
う
と
す
る

イ
メ
ー
ジ

図
柄
を
画
工
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

【
参
考
】
次
に
掲
げ
た
の
は
、
柳
亭
種
彦
の
合
巻
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
四
編
の
稿
本
（
十
五
ウ
十
六
オ
）
で
あ
る
。

　
　

（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
よ
り
）

こ
の
稿
本
で
も
、
画
稿
と
し
て
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
を
示
し
た
上
で
本
文
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
つ
ゞ
き
四
の
巻
へ

＼
三
の
巻
よ
り

と
見
え
る
よ
う
に
、
五
丁
一
冊
の
意
識
か
ら
三
巻
（
十
一
〜
十
五
丁
）
と
四
巻
（
十
六
〜
二
十
丁
）
の
切
れ

目
を
明
示
し
て
い
る
。

右
上
方
に
、
朱
筆
で
「
竹
ば
か
り
」
（
竹
だ
け
）
、「
さ
か
や
き
は
え
て
ゐ
る
が
よ
し
」
（
月
代
が
生
え
て
い
る
方
が
良
い
）

な
ど
、
さ
ら
に
着
物
に
つ
い
て
も
画
工
に
対
す
る
指
示
を
し
た
上
で
、
左
下
方
に
は
「
筆
耕
此
処
に
て
か
き
き

り
」（
文
字
は
此
処
ま
で
に
書
き
終
わ
る
）
な
ど
と
、
筆
耕
（
清
書
者
）
に
対
し
て
も
細
か
い
指
示
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
、
物
語
の
構
想
と
し
て
は
、
唐
の
白
居
易
の
詩
文
集
『
白
氏
文
集
』▼9

巻
四
、
諷
諭
四
「
古
塚
狐
」
の
冒
頭
部

に
「
ふ
る
つ
か

古
塚
の
き
つ
ね狐
よ
う妖
に
し
て
か且
つ
お
い老
い
た
り
、
け化
し
て
ふ
じ
ん

婦
人
と
な為
つ
て
が
ん
し
よ
く

顔
色
よ好
し
」
と
あ
る
の
を
利
用
し
よ
う
。
こ
れ
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に
私
撰
類
題
和
歌
集
『

ふ
ぼ
く

夫
木
和
歌
集
』▼10
の
巻
二
十
七
「

や
か
ん

野
干
」
に
見
え
る
「

は
な華

を
み見

る
み
ち道

の
ほ
と
り
の
ふ
る
ぎ
つ
ね
か

り
の
い
ろ
に
や
ひ
と人
ま
よ
ふ
ら
ん
　
藤
原
為
顕
」
と
い
う
和
歌
を
付
会
す
れ
ば
、
狐
繋
が
り
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

せ
つ
き
よ
う
ぶ
し

説
経
節
「

し
の
だ
づ
ま

信
太
妻
」▼11
つ
ま
り
、
和
泉
国

し
の
だ

信
太
の
森
の
白
狐
が
女
に
化
け
て
安
倍
保
名
と
結
婚
し
、
一
子
を
儲
け
た
が
、

正
体
が
知
れ
て
「
こ
い恋
し
く
ば
た
ず訪
ね
き来
て
み見
よ
い
ず
み

和
泉
な
る
し
の
だ

信
太
の
も
り森
の
う
ら
み
く
ず葛
の
は葉
」
の
歌
を
残
し
て
古
巣
に
帰
っ
た

と
い
う
話
に
ピ
ッ
タ
リ
一
致
す
る
、
と
悦
に
入
っ
て
い
る
。「
奇
妙
〳
〵
」
と
い
う
の
は
江
戸
方
言
で
、
す
ば
ら
し
い

と
謂
う
意
味
で
「
う
ま
い
〳
〵
」「
し
め
〳
〵
」
と
、
良
い
構
想
を
思
い
付
い
た
も
の
だ
と
自
画
自
賛
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

此
処
で
趣
向
化
さ
れ
た
狐
な
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
モ
ノ
を
蒐
め
て
並
べ
て
付
会
し
繋
げ
る
趣
向
立
て
を
「

ふ
き
よ

吹
寄
せ
」

と
呼
び
、
初
期
の
草
双
紙
か
ら
見
ら
れ
る
趣
向
で
あ
る
。
作
者
が
そ
の
構
想
に
利
用
す
る
参
考
資
料
は
、
所
謂
「
類

書
」
や
「
類
題
集
」、
絵
入
百
科
事
典
と
で
も
い
う
べ
き
『
和
漢
三
才
図
会
』
や
、
名
所
旧
跡
に
関
す
る
伝
承
や
縁
起

な
ど
を
集
成
し
た
「
地
誌
」
類
な
ど
手
軽
に
使
え
る
参
考
書
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
出
典
と
し
て
い
る
原
本
を
直

接
参
照
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
注
釈
を
付
す
と
き
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
作
者
が
構
想
を
練
る
の
に
苦
労
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、〈
世
界
〉
と
〈
趣
向
〉
と
い
う
歌
舞
伎

のド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

作
劇
法
が
草
双
紙
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
〈
世
界
〉
と
は
、
テ
キ
ス
ト
を
構
成
す
る
時
代
背
景
や
登
場
人
物

名
や
立
場
と
、
描
か
れ
る
事
件
な
ど
の
要
素
の
集
合
体
で
、
謂
わ
ば
確
乎
と
し
て
変
容
し
な
い
大
枠
の
こ
と
で
あ
り
、

「
忠
臣
蔵
の
世
界
」「
曽
我
の
世
界
」
な
ど
と
使
う
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
趣
向
〉
と
は
自
在
に
変
容
可
能
な
部
分
で
、
た

と
え
ば
「
お
家
騒
動
」「
敵
討
ち
」
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歌
舞
伎
で
も
草
双
紙
で
も
、
こ
の
〈
世
界
〉
と

〈
趣
向
〉
と
の
自
在
な
順
列
組
合
せ
（

な綯
い

ま交
ぜ
）
や
、

パ

ロ

デ

イ

作
り
替
え
に
拠
っ
て
、
次
々
と
新
し
い
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
〈
世
界
〉
と
〈
趣
向
〉
と
い
う
作
劇
法
さ
え
理
解
し
て
い
れ
ば
、
歌
舞
伎
や
草
双
紙
な
ど
の
標
題
や

角
書
き
を
見
た
だ
け
で
、
作
品
内
容
を
概
括
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
重
宝
な
参
考
書

と
し
て
は
「
世
界
綱
目
」（『
狂
言
作
者
資
料
集
』
（一）
、
国
立
劇
場
、
芸
能
調
査
室
編
、
一
九
七
六
年
所
収
）
や
、『
歌
舞
伎
細

見
』（
飯
塚
友
一
郎
編
、
第
一
書
房
、
一
九
二
七
年
増
補
開
版
）
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
草
双
紙
の
歴
史
を
眺
め
て
み
る
と
、
歌
舞
伎
か
ら
離
れ
た
題
材
を
用
い
た
も
の
も
尠
く
な
か
っ
た
。
敵

討
も
の
に
始
ま
っ
た
合
巻
は
、
次
第
に
長
編
化
し
て
い
く
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
長
編
化
に
連
れ
て
、
使

わ
れ
る
典
拠
が
演
劇
種
だ
け
で
は
な
く
な
る
。
中
国
小
説
『
水
滸
伝
』『
西
遊
記
』
の
翻
案
、
先
行
す
る
『
源
氏
物
語
』

な
ど
の
古
典
や
読
本
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
な
ど
有
名
作
の
抄
録
な
ど
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
次
第
に

〈
世
界
〉
と
成
っ
て
草
双
紙
に
利
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
工
夫
の
痕
跡
に
つ
い
て
は
、
数
は

多
く
な
い
が
現
存
し
て
い
る
稿
本
が
あ
り
、
実
際
に
出
板
さ
れ
た
板
本
と
比
較
す
る
と
様
々
な
情
報
が
得
ら
れ
て
興
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味
深
い
。
な
お
、
前
述
し
た
江
戸
戯
作
文
庫
に
所
収
の
『
腹
之
内
戯
作
種
本
』
は
、
稿
本
の
図
版
も
併
載
さ
れ
て
い
て

容
易
に
参
照
で
き
る
。

画
工本

作
の
画
工
は
勝
川
春
扇
で
あ
る
。
こ
の
挿
絵
は
、
お
そ
ら
く
自
分
の
顔
に
似
せ
て
描
い
た
自
画
像
で
あ
ろ
う
。
着

物
の
模
様
に
「
春
」
と
い
う
文
字
と
扇
の
絵
と
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
机
に
筆
立
て
と
硯
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
左

上
に
作
者
か
ら
回
っ
て
き
た
稿
本
を
置
き
、
下
敷
き
に
載
せ
た
板
下
用
紙
を
文
鎮
で
押
さ
え
て
固
定
し
、
稿
本
を
見
な

が
ら
絵
の
部
分
を
清
書
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

こ
の
挿
絵
を
注
意
深
く
見
る
と
、

は
ん
し
た

板
下
▼12
に
は
絵
を
先
に
描
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
草
双
紙
は
絵
に
重
き
が
あ

る
の
で
、
絵
の
出
来
不
出
来
が
売
上
に
影
響
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
絵
の
清
書
を
優
先
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
ま

た
、
板
元
は
人
気
の
あ
る
画
工
に
仕
事
を
依
頼
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
多
色
摺
り
が
施
さ
れ
る

表
紙
や
、
次
第
に
凝
っ
た
装
飾
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
口
絵
だ
け
を
、
少
し
格
上
の
絵
師
に
担
当
さ
せ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
や
は
り
、
商
品
価
値
を
上
げ
る
た
め
に
、
目
立
つ
と
こ
ろ
に
手
を
掛
け
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
赤
本
の
時
代
に
は
作
者
は
存
在
せ
ず
、
画
工
が
本
文
も
書
い
て
い
た
。
黄
表
紙
は
作
者
の
自
画
作
も
多

か
っ
た
が
、
末
期
に
は
北
尾
重
政
の
絵
が
多
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
合
巻
の
時
代
に
な
る
と
、
挿
絵
は
主
と
し
て
歌

川
派
に
拠
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
錦
絵
で
も
役
者
似
顔
や
芝
居
の
雰
囲
気
を
描
く
の
に
闌
け
て
い
た
か
ら
か

も
知
れ
な
い
。
同
じ
歌
川
派
で
も
、
国
芳

ひ
い
き

贔
屓
も
い
た
し
、
画
工
は
歌
川
国
貞
に
限
る
と
い
う
読
者
も
い
た
よ
う
で
あ

る
。『
南
總
里
見
八
犬
傳
』
の
抄
録
合
巻
で
あ
る
二
代
目
為
永
春
水
鈔
録
『

か
な
よ
み
は
つ
け
ん
で
ん

仮
名
読
八
犬
伝
』（
国
芳
）
と
笠
亭
仙
果
作

『
せ
つ
ば
い

雪
梅

ほ
う
た
ん

芳
譚

い
ぬ犬

の
そ
う
し

艸
紙
』（
国
貞
＝
三
代
目
豊
国
）
と
が
画
工
の
人
気
を
二
分
し
て
競
作
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
木
村
八
重

子
『
草
双
紙
の
世
界
江
戸
の
出
版
文
化
』（
二
○
○
九
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）
に
詳
し
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
浮
世
絵
師
の
仕
事
と
し
て
は
、
単
に
一
枚
絵
で
あ
る
錦
絵
の
執
筆
の
み
な
ら

ず
、
絵
入
本
の
挿
絵
に
つ
い
て
も
同
様
に
大
切
な
仕
事
の
一
部
な
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
春
扇
が
何
や
ら

ひ
と独

り
ご
と言

を
い
っ
て
い
る
。

コ
ウ
ト
、

こ

ゝ
此
処
の
所
ハか

た
き敵役

が
め
い
け
ん

名
剣
を

う
ば奪

ひ
と
つ取

て
、

だ
ん
ま
り

暗
闘
の
立
ち

ま
は回

り
が
あ
ら
う
と
い
ふ
も
ん
だ
か
ら
、

い
づ何

れ
ひ樋

の
口
か
、
又
ハ

う
し後

ろ
に

や
ぶ
だ
ゝ
み

藪
畳
の
あ
い
し
ら
い
が
ね
へ
と
見
て
く
れ
が

よ良
く
ね
へ
。
左
り
へ
刀
を

も持
た
せ
た
も
、

右
で
切
り

た
ふ倒

し
左
へ

も持
ち

な
を直

し
て
見
せ
た
や
つ
だ
。

ま
ず
、
此
処
は
敵
役
が
名
剣
を
奪
い
取
っ
て

だ
ん
ま
り

暗
闘
と
い
う
歌
舞
伎
独
特
の
演
出
が
な
さ
れ
る
べ
き
場
面
で
あ
る
と

判
断
し
て
い
る
。「
だ
ん
ま
り
」
と
は
無
言
に
て
闇
中
に
宝
物
な
ど
を
奪
い
合
う
緩
慢
な
動
作
を
様
式
化
し
た
演
出
方

法
の
こ
と
で
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
山
中
の
古
いや

し
ろ社や

、
水
門
、
笹
藪
な
ど
の
大
道
具
が
配
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な

の
で
、
そ
れ
ら
を
描
か
な
い
と
歌
舞
伎
の
舞
台
と
し
て
は
格
好
が
付
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
は
、
作
者
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が
頭
の
中
で
思
い
描
い
て
い
る
場
面
の
情
景
が
、
歌
舞
伎
舞
台
の
様
子
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
、
画
工
に
も
間
違
い
な

く
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
と
の
齟
齬
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
特
に
画
工
に
注
意
し
て
欲
し
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
稿
本
に
朱
筆
で
指
示
が

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
も
稿
本
が
残
っ
て
い
れ
ば
参
照
す
べ
き
情
報
だ
と
思
わ
れ
る
。

最
後
の
部
分
で
、「
左
手
に
刀
を
持
た
せ
た
の
は
、
右
手
で
切
り
倒
し
て
か
ら
左
手
に
持
ち
換
え
た
の
だ
」
と
い
っ

て
い
る
が
、
こ
の
言
訳
け
は
面
白
い
。
細
か
な
部
分
に
突
っ
込
み
を
入
れ
て
く
る
読
者
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

辛
辣
な
指
摘
に
対
す
る
予
防
線
で
あ
る
。

錦
絵
で
良
く
描
か
れ
る
の
は
、「

み

え
見
得
」
を
決
め
た
場
面
で
あ
る
。
見
得
と
は
、
映
画
の
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
の

よ
う
に
、
舞
台
の
役
者
達
が
見
栄
え
の
す
る

ポ
ー
ズ

姿
勢
を
と
っ
て
周
囲
を
睨
み
思
い
入
れ
が
あ
る
様
子
で
静
止
す
る
こ
と

に
拠
り
、あ

た
か恰も

絵
画
の
一
場
面
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
緊
張
感
の
あ
る
構
図
を
創
出
し
て
印
象
的
に
見
せ
る

演
出
法
で
あ
る
。
草
双
紙
で
も
同
様
に
、
見
栄
え
の
す
る
格
好
良
い
場
面
を
挿
絵
に
す
る
の
で
、
自
然
と
歌
舞
伎
舞
台

の
様
式
的
な
場
面
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
、
絵
と
し
て
の
全
体
の

バ
ラ
ン
ス

均
衡
を
考
え
て
、
稿
本
の
指
示
に
拘
わ
ら
ず
画
工
が
人
物
の
配
置
を
変
え
る
場
合
も

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
細
か
い
調
度
や
着
物
の
意
匠
な
ど
は
画
工
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
意
味
で
は
画
工
の
セ

ン
ス
や
工
夫
が
不
可
欠
な
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
草
双
紙
は
作
者
の
指
示
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
も
の
の
、
同
時
に
画
工
と
の
協
働
作
業
が
必
須
で
あ
っ

た
と
も
い
え
よ
う
。

筆
耕筆

耕
は
筆
工
も
し
く
は

よ
う
し
よ

傭
書
と
も
い
い
、
板
下
に
文
字
を
清
書
す
る
専
門
職
人
で
あ
る
。
読
本
で
は
巻
末
に
彫
工

と
共
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
草
双
紙
の
場
合
も
「
石
原
知
道
筆
」「
浄
書
千
形
道
友
」「
筆
耕
瀧

埜
音
成
」
な
ど
と
巻
末
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
て
、
担
当
し
た
職
人
の
名
が
知
れ
る
場
合
も
あ
る
。
な
お
、
本
作
に
は

筆
耕
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
描
か
れ
た
顔
は
本
人
の
似
顔
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

板
下
に
文
字
を
清
書
す
る
た
め
に
は
、
単
に
字
が
上
手
で
読
み
や
す
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
な
り
の
専
門
知
識
も

必
要
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
武
士
の
内
職
と
し
て
こ
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
人
も
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
画
工
の
北
尾
重
政
や
溪
斎
英
泉
な
ど
が
筆
耕
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
藍
庭
晋
米
や
岡
山
鳥
、

橋
本
徳
瓶
、
松
亭
金
水
な
ど
は
、
筆
耕
か
ら
後
に
戯
作
を
做
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
作
者
自
ら
画
工
も
筆
耕
も
兼

ね
た
十
返
舎
一
九
な
ど
は
、
板
元
に
と
っ
て
は
重
宝
な
存
在
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
場
面
は
、
机
に
筆
立
て
と
硯
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
左
上
に
稿
本
を
置
き
、
画
工
に
よ
っ
て
絵
が
清
書

さ
れ
た
板
下
用
紙
を
下
敷
き
に
載
せ
文
鎮
で
押
さ
え
て
固
定
し
、
稿
本
を
見
な
が
ら
文
字
を
書
き
入
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
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サ
ァ
〳
〵

こ

ゝ
此
処
ハ

ひ
つ
か
う

筆
耕
が

た
く
さ
ん

沢
山
だ
か
ら
、

ま
づ先

こ
れ
ぎ
り
に
し
て
、
次
へ
つ
ゞ
く
と
し
て
し
ま
い
ま
せ
う
。
な
ん
で

も
合じ
る
し印な
ざ
ァ
目
に
た立
つ
や
う
に
大
き
く
書
て
お
か
ね
へ
と
、
見
物
が
つ
い
見
お
と落
し
て
、
と
ん
だ
所
を
よ読
む
や
つ

サ
。
京

ば
し橋

の
先
生
が
一
二
三
四
と

て
い
ね
い

丁
寧
に

ば
ん
づ
け

番
付
を

つ付
け
た
ハ
き
つ
い
も
ん
だ
。

「
筆
耕
が
沢
山
」
と
い
う
の
は
、
文
字
数
が
多
い
と
い
う
意
味
。
そ
の
場
面
に
関
す
る
文
章
な
の
で
あ
る
が
同
じ
丁

に
入
り
き
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
切
っ
て
し
ま
い
次
へ
つ
ゞ
く

と
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「あ
い
じ
る
し

合
印
」
は
、
本
文
を
読
む
順
番
を
明
示
す
る
た
め
に
、
文
末
と
次
に
続
く
文
章
の
最
初
に
「
▲
」
や
「
■
」
な
ど
同

じ
記
号
を
付
し
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
絵
が
大
き
く
描
か
れ
た
板
下
に
書
き
入
れ
る
本
文
は
、
絵
の
余
白
に
本
文

を
散
ら
し
書
き
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
文
が
何
処
へ
続
く
か
を
明
示
し
て
お
か
な
い
と
、
見
物
（
読
者
の
こ

と
を
歌
舞
伎
を
見
る
客
に
譬
え
て
い
る
）
が
読
む
の
に
混
乱
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
合
印
を
書
き
入
れ
る

の
も
筆
耕
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
番
付
」
と
は
、「
○一
」
の
続
き
は
「
○二
」、「
○三
」
は
「
○四
」
に
、「
○五
」

は
「
○六
」
に
続
く
と
い
う
よ
う
に
、
読
む
順
番
を
数
字
で
示
し
た
「
印
」
の
こ
と
で
、
機
能
は
合
印
と
同
じ
で
あ
る
。

「
番
付
」
の
具
体
例
を
次
に
掲
出
し
て
お
く
。
掲
げ
た
の
は
山
東
京
山
の
合
巻
『を

ん
な
ち
ゆ
う
せ
つ
に
め
ん
か
ゞ
み

女
忠
節
二
面
鏡
』
初
編
（
国
貞
画
、

二
巻
二
冊
、
天
保
十
四
年
、
森
屋
治
兵
衛
板
、
架
蔵
）
の
十
九
ウ
二
十
丁
オ
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
初
期
の
草
双
紙
か
ら
寛
政
期
以
前
の
黄
表
紙
ま
で
は
、
絵
に
軽
妙
洒
脱
な
台
詞
や
滑
稽
な
短
文
を
付
け

加
え
た
だ
け
の
も
の
が
多
く
、
比
較
的
文
章
が
短
か
っ
た
。
寛
政
改
革
以
降
、
敵
討
物
が
流
行
し
て
か
ら
の
黄
表
紙
は

筋
が
長
編
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
絵
に
対
し
て
文
字
数
が
増
え
て
き
た
た
め
に
、
次
第
に
文
字
が
小
さ
く
な
る
。

次
に
掲
げ
た
の
は
曲
亭
馬
琴
の
合
巻
『

た
な
ば
た
つ
め
ね
が
い
の
い
と
た
け

牽
牛
織
女
願
糸
竹
』
中
編
（
文
政
十
年
、
五
渡
亭
國
貞
画
、
六
巻
三
冊
、
西
村
屋

與
八
板
、
架
蔵
）
の
十
五
ウ
十
六
オ
で
あ
る
。
文
字
が
と
て
も
小
さ
く
大
変
に
読
み
に
く
い
。

　
　

だ
が
し
か
し
、
で
き
る
だ
け
文
字
を
小
さ
く
し
て
、
絵
の
隙
間
に
ぎ
っ
し
り
と
文
字
を
詰
め
込
む
だ
け
で
は
、
長

編
化
す
る
本
文
に
は
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
絵
に
文
が
追
い
付
か
ず
に
先
送
り
さ
れ
る

事
態
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「

い
ま今

や
か
う
め
い

高
名
の

さ
い
ぐ
わ

細
画
に

ぶ
ん文

に
さ
き
だ
つ

先
立

ゑ画
あ
り

ぶ
ん文

に
お
く送

る
ゝ

ゑ画
あ
り
」（
関
亭
傳
笑
作

『
み
ぞ
ろ
が
い
け
り
う
ぢ
よ
の
り
や
く

御
産
池
龍
女
利
益
』
序
文
、
合
巻
、
北
尾
重
政
画
、
文
政
十
一
年
、
森
屋
治
兵
衛
板
）▼13
と
い
う
具
合
で
、
ひ
ど
い
場
合
は
絵

が
な
く
文
字
だ
け
の
丁
が
出
来
て
し
ま
っ
た
も
の
も
見
受
け
る
。

例
え
ば
、
為
永
春
水
の
合
巻
『
か
な
よ
み
八
犬
傳
』
七
編
（
國
芳
画
、
四
巻
二
冊
、
嘉
永
二
年
、
丁
字
屋
平
兵
衛
板
、
架
蔵
）
の

巻
頭
を
見
て
み
よ
う
。
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見
返
に
序
文
を
配
置
し
て
一
オ
か
ら
六
編
の
つ
ゞ
き
と
し
て
本
文
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
ご
覧
の
通
り
文
字
だ
け
の
丁
と

な
っ
て
い
る
。
三
段
に
分
け
て
▲
▲
や
▲△
▲△
と
い
う
合
印
も
付
さ
れ
て
い
る
が
、
流
石
に
文
字
だ
け
だ
と
読
む
の
に
結

構
疲
れ
る
。
丁
末
に
二
丁
お
い
て
つ
ぎ
へ

と
あ
る
が
、
口
絵
が
二
丁
入
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
変
則
的
な
構
成
で
は
あ

る
が
、
序
文
中
に
「
ろ
く
へ
ん

六
編
の
お
は
り
に
い
た
り
こ
と
ば

言
話
あ
ま余
り
ッ
て
ち
や
う
す
う

紙
員
つ
き尽
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
序
文
が
あ

る
一
オ
を
本
文
に
譲
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
文
字
が
小
さ
く
な
る
と
い
う
事
象
は
、
文
化
末
期
か
ら
文
政
初
期
の
合
巻
に
顕
著
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
文
政

期
の
半
ば
に
長
編
合
巻
が
出
始
め
る
ま
で
、
や
は
り
筋
が
複
雑
化
し
て
長
編
化
し
た
際
に
、
筆
耕
と
し
て
は
小
さ
い
文

字
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
込
む
か
、
も
し
く
は
文
を
先
送
り
す
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
五
丁
一

冊
と
い
う
管
制
の
構
成
単
位
は
、
変
更
し
が
た
い
出
板
規
則
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
も
と
の
「
筆
耕
」
の
台
詞
に
戻
る
。
最
後
の
「
京

ば
し橋

の
先
生
が
一
二
三
四
と

て
い
ね
い

丁
寧
に

ば
ん
づ
け

番
付
を

つ付
け
た
ハ
き

つ
い
も
ん
だ
」
の
「
京
橋
の
先
生
」
と
は
山
東
京
伝
の
こ
と
で
、
合
印
を
最
初
に
思
い
つ
い
た
の
が
京
伝
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
発
明
を
「
き
つ
い
（
＝
大
し
た
）
も
ん
だ
」
と
絶
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
京
伝
の
合
巻
『

や
え
が
す
み

八
重
霞
か
し
く
の
仇
討
』
（
豊
国
画
、
文
化
五
年
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
）
に
は

序
文
の
代
わ
り
に
「
○

と
く
そ
く

讀
則
」
が
挙
げ
ら
れ
、

よ予
がち

よ
じ
ゆ
つ

著
述
の

ゑ
ぞ
う
し

絵
草
紙
す
べ
てか

な
ら必ず
と
く
そ
く

読
則
あ
り
。

ほ
ん
も
ん

本
文

ぐ
わ画

に
へ
だ隔

て
ら
れ
て

よ
み読

が
た
き
も

こ
の
そ
く

此
則
に
よ
り
て

よ
め読

バ

や
ば
た
い

埜
馬
臺
の

し詩
に

く
も蜘

の
い
と糸

を
え得

た
る
が

ご
と如

く
な
る
べ
し

と
し
て
よ
み
は
じ
め
、
つ
ぎ
へ
つ
ゞ
く
、
▲
▲▼
■
●
な
ど
本
文
中
に
挟
ま
れ
た
印
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
合
印
は

記
号
で
あ
る
が
、
読
む
順
番
を
示
し
た
一
二
三
四
も
機
能
的
に
は
同
様
な
工
夫
で
あ
る
。

ち
な
み
に
「
埜
馬
臺
の
詩
」
と
い
う
の
は
、『

や
ば
た
い
の
し
こ
く
じ
し
よ
う

野
馬
臺
詩
國
字
抄
』（
高
井
蘭
山
著
、
半
紙
本
一
冊
、
寛
政
九
年
、
星
運

堂
花
屋
久
次
郎
刊
）
な
ど
の
往
来
物
で
も
教
材
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
た
「
東
海
姫
氏
國
百
世
代
天
工
…
…
靑
丘
與

赤
土
茫
々
遂
為
空
」
と
い
う
、
五
言
二
十
四
句
の

ア
ナ
グ
ラ
ム

字
謎
漢
詩
の
こ
と
。「
蜘
の
糸
を
得
た
る
が
如
く
」
と
い
う
の
は
、

『
江
談
抄
』（
平
安
時
代
の
説
話
集
）
な
ど
に
拠
れ
ば
、
遣
唐
使
と
し
て
唐
へ
渡
っ
て
い
た
吉
備
真
備
の
学
才
を
試
す
た
め

に
、
唐
人
が
「
野
馬
臺
詩
」
を
読
ま
せ
た
が
、
読
み
か
ね
た
真
備
は
神
仏
に
祈
念
す
る
。
す
る
と
天
井
か
ら
蜘
蛛
が
下

り
て
来
て
読
む
順
を
糸
で
示
し
、
無
事
に
解
読
で
き
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
風
俗
習
慣
や
流
行
語
な
ど
に
就
い
て
の
知
識
が
な
い
と
、
当
時
如
何
に
読
ま
れ
て
い
た
か
が
分
か
ら

な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、「
邪
馬
臺
の
詩
」
の
よ
う
に
現
代
で
は
決
し
て
常
識
的
だ
と
は
い
え
な
い
知
識
や
教
養
も
、

往
来
物
な
ど
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
知
れ
ば
、
当
時
の
教
養
と
し
て
は
決
し
て
特
殊
な
知
識
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る
。

板
木
師

板
木
を
彫
る
職
人
の
こ
と
で
、

ほ
り
し

彫
師
、
彫
工
、

き
け
つ

剞
劂
師
と
も
い
う
。

画
工
と
筆
耕
が
清
書
し
た
は
ん
し
た

板
下
（
写
本
と
も
）
を
裏
返
し
て
板
木
に
貼
り
付
け
て
書
か
れ
た
部
分
を
転
写
し
、
印
刷

さ
れ
な
い
部
分
を
彫
刻
刀
で
彫
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
若
い
頃
か
ら
親
方
に
弟
子
入
り
し
て
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
高
度
な
技
術
を
要
す
る
専
門
職
で
あ
っ
た
。
石
材
を
用
い
た
印
判
の
篆
刻
と
は
全
く
別
の
技
術
で
あ
る
が
、

つ

げ
黄
楊

な
ど
木
材
を
用
い
た

は
ん
こ

判
子
な
ど
は
、
彫
師
の
仕
事
の
範
疇
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

彫
師
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
み
よ
う
。
板
木
師
は
目
を
酷
使
す
る
細
か
い
作
業
の

せ

い
所
為
か
、
描
か
れ
た
板
木
師
の
図

に
は
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
も
の
が
多
い
。
机
の
上
に
板
下
を
転
写
し
た
板
木
を
置
き
、
整
板
本
は
凸
版
印
刷
な
の
で

反
転
し
た
文
字
や
絵
の
部
分
を
残
し
て
、
印
刷
し
な
い
部
分
を
彫
刻
刀
で
削
っ
て
い
る
。
自
分
の
方
に
刃
先
を
向
け

て
い
て
、
一
見
す
る
と
大
変
危
険
で
あ
る
し
、
作
業
し
に
く
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
彫
り
や
す
さ
を
優
先
し
て
板
木
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を
回
転
し
て
し
ま
う
と
、
様
々
の
方
向
か
ら
刃
が
入
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
摺
師
が
摺
る
時
に
紙
や
馬
連
が
引
っ

掛
か
っ
て
困
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
敢
え
て
板
木
を
回
転
さ
せ
ず
に
彫
っ
て
い
る
様
子
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

右
側
に
は
削
り

か
す滓

を
払
う
ブ
ラ
シ
（

は

け
刷
毛
よ
り
も
毛
が
硬
い
）
や
小
刀
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
彫
刻
刀
は
丸

刀
（
半
円
）
、
斜
刀
（
切
り
出
し
）
、
角
刀
（
三
角
刀
）
な
ど
刃
先
の
形
が
異
な
る
多
種
が
存
す
る
が
、
当
時
、
木
彫
に
使

用
す
る
の
は
小
刀
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
机
の
右
脇
に
見
え
て
い
る
の
は

き
づ
ち

木
槌
で
あ
る
。
広
い
面
積
を

さ
ら掠

う
時
に

は
、
此
処
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
が

の
み鑿

を
用
い
た
の
で
、
木
槌
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
必
要
な

道
具
と
し
て
はか

ん
な鉋が

あ
る
。
こ
れ
は
、
板
木
の
表
面
を
平
滑
に
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
。

彫
師
のひ

と
り
ご
と

独
言
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

此
一
丁
ハ
と
ん
だ
く
ど
ひ
に
ハ
お
そ
れ
る
。
ヲ
ッ
ト
こ
い
つ
ァ

に
ご濁

り
の

か

な
仮
名
だ
ら
う
。う

る
さ煩く

あ
る
や
つ
だ
。
石

ざ
か坂
に
あ
め
ふ

雨
降
り
、
引
ざ
や
の
み

す
御
簾
に
け
が
き

罫
書
の
松
と
き
ち
や
ァ
は
ん板
木
や屋
こ
ろ殺
し
だ
。
な
ん何
で
も
は
や早
く
あ上
げ
て
又
あ
と後
を
う受
け
と取

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
こ
の
一
丁
は
途
方
も
な
く
細
か
い
部
分
が
多
く
て
閉
口
す
る
」「
お
っ
と
、
こ
れ
は
濁
点
付
仮
名
だ
ろ
う
、
よ
く
出

て
く
る
奴
だ
」
と
ぐ

ち
愚
痴
っ
て
い
る
。
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
比
べ
て
草
双
紙
の
仮
名
は
文
字
が
小
さ
い
上
に
、
そ
の
濁
点

を
彫
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
そ
の
後
に
列
挙
さ
れ
る
「
石
坂
」「
雨
足
」「
御
簾
」「
松

葉
」
な
ど
は
、
何
れ
も
細
か
な
点
々
や
細
い
線
を
何
本
も
用
い
て
描
か
れ
る
事
物
で
あ
り
、
斯
様
に
神
経
を
使
い
手
数

の
掛
か
る
彫
り
を
さ
せ
る
の
は
板
木
屋
殺
し
（
板
木
屋
泣
か
せ
）
だ
と
い
っ
て
い
る
。

「
早
く
仕
上
げ
て
、
次
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
彫
師
に
と
っ
て
、
彫
り
上
っ
た
ら
仕
事

は
終
わ
り
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
日
、
作
者
に
拠
るき

よ
う
ご
う

校
合
（
校
正
）
作
業
の
結
果
、
訂
正
箇

所
を
修
正
す
る
と
い
う
仕
事
が
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
場
合
に
よ
っ
て
は
数
度
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

修
正
は
、
筆
耕
の
書
き
間
違
い
の
場
合
も
、
彫
師
の
彫
り
損
な
い
の
場
合
も
あ
っ
た
が
、
板
木
を
持
ち
運
び
す
る
時
に

一
部
分
が
欠
け
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た▼14
。

次
に
校
合
本
を
掲
げ
た
。
柳
水
亭
種
清
の
合
巻
『
白
縫
譚
』
六
十
四
編
（
守
川
周
重
画
、
明
治
十
一
、
丸
屋
鉄
次
郎
板
、

大
妻
女
子
大
学
蔵
）
十
四
ウ
十
五
オ
で
あ
る
。
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下
部
に
朱
墨
で
訂
正
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
本
に
は
訂
正
部
分
の
上
か
ら
訂
正
済
み
の
紙
が
添
付

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
か
ら
誰
か
が
付
け
た
も
の
で
、
本
来
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
今
迄

に
管
見
に
入
っ
た
校
合
本
を
見
る
限
り
、
幕
府
の
禁
忌
に
触
れ
る
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
、
作
者
に
よ
る
校
合
段
階

で
の
改
稿
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

何
れ
に
せ
よ
、
修
正
箇
所
に
つ
い
て
は
当
該
箇
所
の
板
木
を
加
工
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

い
れ
ぎ

入
木
（

ぞ
う
が
ん

象
嵌
）
と
い
っ
て
、

誤
っ
た
部
分
の
板
木
を
深
く
削
り
取
っ
て
新
た
に
同
じ
大
き
さ
の
木
を
埋
め
込
ん
で
表
面
を
平
ら
に
し
た
上
で
、
其

処
に
訂
正
し
た
板
下
を
裏
返
し
に
貼
り
、
そ
の
部
分
だ
け
を
彫
り
直
す
の
で
あ
る
。

流
布
し
て
い
る
板
本
か
ら
入
木
の
痕
跡
を
見
付
け
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
入
木
箇
所
の
表
面
の
高
さ
が

全
体
と
は
異
な
る
場
合
が
多
く
、
出
っ
張
っ
て
い
れ
ば
字
が
濃
く
な
り
、
引
っ
込
ん
で
い
れ
ば
字
は
薄
く
な
る
。
さ
ら

に
、
訂
正
部
分
の
板
下
を
書
く
の
は
本
文
を
清
書
し
た
筆
耕
で
は
な
い
こ
と
が
多
く
、
書
体
が
異
な
る
場
合
も
多
い
。

つ
ま
り
、
一
見
し
た
時
に
何
と
な
く
違
和
感
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
使
わ
れ
た
板
木
を
、
後
に
別
の
板
元
が
購
入
（
求
板
）
し
た
時
に
、
標
題
を
変
更
し
て
別
の
テ
キ
ス
ト
に
見
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せ
か
け
る
と
い
う
改
竄
を
加
え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
も
入
木
が
施
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
改
題
改
竄
本
の
場
合
も
、

入
木
さ
れ
た
内
題
な
ど
に
は
違
和
感
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
出
板
に
関
す
る
分
業
の
中
で
、
中
枢
と
な
る
の
が
彫
師
（
板
木
屋
）
で
あ
る
。
彫
師
が
い
な
け
れ
ば
如
何
な

る
本
も
印
刷
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
禁
制
の
好
色
本
な
ど
非
合
法
出
板
を
引
受
け
て
金
儲
け

を
し
て
い
た
の
も
彫
師
た
ち
で
あ
り
、
幕
府
も
そ
の
こ
と
に
は
気
付
い
て
い
て
、
統
制
を
引
締
め
る
と
き
に
は
板
木
屋

仲
間
に
対
す
る
規
制
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。

嘗
て
二
十
世
紀
末
に
、
違
法
な
風
俗
営
業
を
宣
伝
す
る
た
め
、
大
量
に
印
刷
さ
れ
た
ピ
ン
ク
チ
ラ
シ
（
広
告
）
が
、

公
衆
電
話
や
ト
イ
レ
な
ど
其
処
此
処
に
貼
ら
れ
た
時
期
に
、
警
察
権
力
が
「
売
春
防
止
法
」
の
「
売
春
周
旋
目
的
誘
引

罪
」
に
拠
っ
て
、
敢
え
て
印
刷
業
者
を
取
締
ま
っ
た
の
と
同
じ
手
法
で
あ
る
。

は
ん板

摺「
板
摺
」
と
は
、

す
り
し

摺
師
の
こ
と
で
あ
る
。
板
木
に
墨
を
塗
っ
て
紙
を
載
せ
、
上
か
ら

ば
れ
ん

馬
連
で
摺
刷
す
る
職
人
で
あ
る
。

絵
を
観
察
す
る
と
、
手
前
を
少
し
高
く
し
た
台
の
上
で
作
業
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
当
時
は
、
基
本
的
に
床

に
座
っ
て
生
活
し
て
い
る
の
で
、
力
を
加
え
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
よ
う
に
台
机
で
立
っ
て

作
業
す
る
の
と
は
違
う
細
か
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
手
に
持
っ
て
い
る
丸
い
も
の
が
馬
連

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
縒
っ
た
紐
な
ど
を
渦
巻
き
状
に
し
た
芯
を
竹
の
皮
で
包
み
滑
り
を
良
く
し
た
摺
刷
専
用

の
道
具
で
あ
る
。
摺
師
は
自
分
で
馬
連
を
作
っ
た
り
修
理
し
た
り
出
来
る
必
要
が
あ
っ
た
。
摺
師
の
右
側
に
は
大
き

な
（
馬
毛
を
用
い
た
）
ブ
ラ
シ

刷
毛
と
、
大
き
な
硯
が
置
か
れ
て
い
る
。
硯
に
墨
を
入
れ
濃
さ
を
調
整
し
た
上
で
刷
毛
で
板
木

に
塗
る
の
で
あ
る
。
前
に
は
こ
れ
か
ら
摺
る
た
め
の
和
紙
、
左
右
に
は
摺
っ
た
紙
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

腕
が
太
く
逞
し
い
男
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
大
量
に
摺
る
に
は
腕
力
も
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
枚
の
板
木
で

一
度
に
摺
れ
る
の
は
二
百
枚
程
度
だ
っ
た
と
い
う
。
摺
刷
の
際
に
摩
擦
熱
が
生
じ
板
木
か
ら
水
分
が
蒸
発
し
や
す
く

な
り
、
ま
た
板
木
自
体
が
熱
で
反
る
の
で
、
大
量
に
摺
る
場
合
は
一
晩
冷
ま
す
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
実
際
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
板
木
を
摺
っ
た
経
験
が
あ
る
の
で
良
く
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
摺
刷
は
簡
単
そ

う
に
見
え
て
、
実
は
奇
麗
に
摺
る
に
は
大
変
な
経
験
と
技
術
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
前
日
か
ら
板
木
に
湿
り
気
を

与
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
特
に
長
年
使
用
し
て
い
な
い
板
木
に
一
定
の
水
気
を
保
持
さ
せ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

ま
た
、
市
販
の
墨
汁
を
使
う
場
合
で
も
非
常
に
濃
い
物
を
用
意
し
、
時
に
は
糊
を
混
ぜ
て
使
用
す
る
と
い
う
。
紙
も
適

当
な
厚
さ
の
純
粋
な
楮
紙
に
湿
気
を
与
え
て
か
ら
使
用
し
て
み
た
が
、
紙
の
吸
水
力
も
考
慮
し
て
調
整
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
く
に
草
双
紙
の
よ
う
に
細
か
い
字
や
絵
の
入
っ
て
い
る
物
は
、
均
一
に

む
ら斑

な
く
摺
る
の
は
実
に
難
し

い
。
墨
の
水
分
が
蒸
発
し
て
い
く
の
で
墨
の
濃
度
を
一
定
に
保
つ
こ
と
も
、
板
木
に
一
様
に
墨
を
載
せ
る
の
も
、
全

体
に
平
均
的
に
力
を
加
え
て
摺
る
の
も
、
全
て
素
人
が
一
日
に
し
て
出
来
る
技
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

こ
の
経
験
後
は
、
今
ま
で
何
の
気
な
し
に
触
れ
て
き
た
板
本
を
見
る
目
が
一
新
さ
れ
た
と
謂
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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さ
て
、
板
木
師
のひ

と
り
ご
と

独
言
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

ま
づ先

こ
れ
で
合く

わ
ん巻の
ほ
う方

ハ
て
へ
げ
へ

大
概
上
り
だ
。
こ
れ
か
ら

あ
を青

の
ほ
う方

へ
か掛ゝ

る
と
、
も
ふ
し
め
た
も
ん
だ
。
ヲ
ッ
ト

げ
だ
い

外
題
の

い
ろ
ざ
し

色
差
が
あ
つ
た
け
。
あ
い
つ
ァ
夜
な
べ
に
や
ァ
ち
つ
と
む
つ
か
し
い
わ
へ
。

た
い
が
い

大
概
を
「
て
へ
げ
へ
」
と
発
音
す
る
の
が
江
戸
っ
子
ら
し
い
。「
合
巻
の
摺
り
作
業
は
大
体
終
わ
っ
た
。
次
に
「
青
」

の
方
に
取
り
掛
か
れ
ば
、
も
う
仕
事
の
終
わ
り
が
見
え
て
く
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
青
」
と
い
う
の
が
良

く
分
か
ら
な
い
。
青
本
の
「
青
」
と
考
え
る
と
一
般
的
な
草
双
紙
全
般
も
指
す
場
合
が
あ
る
が
、
此
処
で
は
直
前
に
合

巻
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
青
」
と
は
、
青
本
や
萌
葱
色
表
紙
の
黄
表
紙
な
ど
を
さ
し
て
い
る
と
も
推
察
で
き
る
。
実
は

こ
の
文
化
末
年
く
ら
い
ま
で
、
錦
絵
風
摺
付
表
紙
を
用
い
ず
に
簡
素
な
墨
摺
の
外
題
簽
を
備
え
た
黄
表
紙
仕
立
て
の

後
印
本
が
、
合
巻
の
廉
価
版
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
外
題
（
表
紙
）
の
色
差
し
」
は
錦
絵
風
摺
付
表
紙
の

か
さ
ね
ず

重
摺
り
（
多
色
摺
り
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
夜
な
べ
（
徹
夜
）
作
業

で
終
わ
ら
せ
る
の
は
無
理
だ
」
と
い
う
の
は
、
多
色
摺
り
の
場
合
は
摺
っ
た
色
が
ズ
レ
て
し
ま
っ
て
は
困
る
の
で
、
紙

の
一
定
の
位
置
に
摺
れ
る
よ
う
に
「

け
ん
と
う

見
当
」（
紙
を

あ
て
が
う

宛
行
た
め
に
、
板
木
の
左
側
と
下
部
、
左
下
の
角
に
、
わ
ざ
と
彫
り
残
し

た
棒
状
部
分
）
を
使
用
す
る
。
た
だ
し
、
板
木
や
紙
の
状
態
に
拠
っ
て
こ
れ
を
微
妙
に
調
整
す
る
必
要
が
あ
り
、
墨
摺

一
色
に
比
較
す
る
と
作
業
量
が
著
し
く
多
く
な
る
。
そ
の
上
、
墨
用
の

お
も
は
ん

主
板
以
外
に
、
多
く
色
を
一
色
ず
つ
摺
る
た
め

に
、

い
ろ
い
た

色
板
の
枚
数
だ
け
摺
刷
作
業
を
繰
り
返
す
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
に
摺
っ
た
色
の
部
分
が
乾
か
な
い
と
、
次

の
摺
り
に
取
り
掛
か
れ
な
い
。
中
に
は
「
ボ
カ
シ
（g

ra
d
a
tio

n

）
」
と
い
う
、
絵
の
具
を
塗
っ
た
板
木
を
濡
れ
た
雑
巾

で
拭
い
て
、
色
調
や
濃
淡
を
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
る
技
法
を
施
し
た
り
、「
型
押
し
（em

b
o
ss

）
」
と
呼
ば
れ
る
彫
っ

た
板
木
に
絵
の
具
を
塗
ら
ず
に
紙
を
載
せ
、
上
か
ら
ひ
じ臂
な
ど
で
紙
を
強
く
押
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
紙
に
凹
凸
を

つ
け
、
着
物
の
模
様
な
ど
を
立
体
的
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
技
法
が
施
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

き

ら
雲
英

ず摺
り

な
ど
は
細
か
く
砕
い
たc

r
y
s
t
a
l

石
英
を

つ
や
ず
み

艶
墨
（
漆
黒
の
濃
い
墨
）
の
上
に
散
ら
し
てに

か
わ膠で

貼
り
付
け
て
キ
ラ
キ
ラ
と
見
え
る
よ

う
に
す
る
技
法
で
、
大
変
に
手
が
掛
か
る
。
こ
の
よ
う
な
手
数
の
掛
か
る
摺
り
作
業
は
、
徹
夜
で
は
到
底
無
理
だ
ろ
う

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

摺
師
に
と
っ
て
、
草
双
紙
の
本
文
な
ど
墨
一
色
の
摺
り
は
楽
な
作
業
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
錦
絵
や
草

双
紙
の
外
題
（
表
紙
）
や
口
絵
な
ど
の
よ
う
に
凝
っ
た
摺
刷
技
法
を
用
い
た
も
の
に
こ
そ
、
技
量
が
発
揮
で
き
た
の
で

あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
○

こ
こ
ま
で
、
草
双
紙
の
挿
絵
一
図
の
絵
と
文
と
を
細
か
く
丁
寧
に
、
注
釈
的
に
読
む
こ
と
に
拠
っ
て
、
当
時
の
草
双

紙
の
出
板
工
程
を
見
て
き
た
が
、
摺
り
上
が
っ
た
本
文
を
製
本
し
て
売
り
出
す
ま
で
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
『
的
中

地
本
問
屋
』
が
趣
向
化
し
て
い
る
の
で
、
次
に
掲
げ
て
お
く
。
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黄
表
紙
『
的
中
地
本
問
屋
』
（
十
返
舎
一
九
作
画
、
二
巻
三
冊
、
享
和
四
年
、
村
治
板
）、
四
ウ
五
オ

　
　

（
江
戸
戯
作
文
庫
『
作
者
胎
内
十
月
圖
』
よ
り
）
　
　
　
　

こ
の
図
版
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
摺
り
上
が
っ
た
本
文
は
各
丁
を

お
り
く
ら

折
鞍
と
呼
ば
れ
る
三
角
形
の
台
に
乗
せ
て
折
目
を

付
け
て
半
分
に
折
り
、
次
にち

よ
う
あ
い

丁
合
を
取
る
（
一
丁
か
ら
順
に
並
べ
る
）
の
で
あ
る
。
以
下
の
工
程
は
、
こ
の
先
の
丁
に
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
中
身
を
揃
え
て

こ
ぐ
ち

小
口
（
天
地
と
綴
目
の
三
方
）
を
化
粧
裁
ち
し
、
摺
り
上
が
っ
た
表

紙
の
上
に
本
文
の
束
を
置
い
て

へ
ら篦

を
使
っ
て
表
紙
の
余
白
を
内
側
に
折
り
込
ん
で
糊
付
け
し
、
右
側
に
四
つ
の

あ
な孔

を

空
け
て
糸
で
縫
っ
て
「

よ
つ
め

四
目

と綴
じ
」
に
す
る
。
発
売
日
に
は
店
頭
で
売
り
出
す
と
共
に
、

せ
り糶

売
り
（
背
負
子
で
背
負
っ
て

売
り
歩
く
）
に
出
し
、
町
々
の
本
屋
な
ど
へ
も
配
本
す
る
。
か
く
し
て
、
目
出
度
く
新
年
が
迎
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
草
双
紙
の
製
作
過
程
が
大
き
く
変
わ
る
の
は
、
明
治
十
〈
一
八
七
七
〜
八
六
〉
年
代
に
活
版
印
刷
が
普
及

し
始
め
た
頃
で
あ
る
。
草
双
紙
も
活
版
化
の
波
を
遁
れ
る
こ
と
は
出
来
ず
に
、
試
行
錯
誤
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

活
版
印
刷
の
工
程
で
は
本
文
の
組
版
が
終
わ
っ
て
か
ら
で
な
い
と
作
者
が
挿
絵
の
画
稿
を
描
け
な
い
の
で
、
そ
れ
で

は
出
版
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
草
双
紙
が
活
字
化
さ
れ
る
と
、
挿
絵
に
作
者
が
関
与
し
た
上
で
全
丁
絵
入

と
い
う
形
態
は
現
実
的
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
錦
絵
風
摺
付
表
紙
を
備
え
た
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中
本
で
あ
っ
て
も
、
中
身
は
活
字
本
文
に
挿
絵
が
少
し
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
も
は
や
草
双
紙
と
は
呼
べ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
拙
稿
「
明
治
期
翻
刻
本
の
出
版
」▼15
で
、『

し
や
か
は
つ
そ
う
や
ま
と
ぶ
ん
こ

釋
迦
八
相
倭
文
庫
』▼16
の
例
を
取
り
上
げ

た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
佐
藤
至
子
『
幕
末
の
合
巻
―
江
戸
文
学
の
終
焉
と
転
生
―
』（
岩
波
書
店
、
二
○
二
四
年
二
月
）
を
ご

参
照
頂
き
た
い
。

さ
て
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
原
稿
料（じ

ゆ
ん
ぴ
つ

潤
筆
）や
職
人
の
手
間
賃
、
実
質
的
な
販
売
価
格
、
出
板
部
数
に

関
し
て
は
、
限
ら
れ
た
資
料
は
散
見
す
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
の
全
体
像
が
解
明
さ
れ
つ
く
し
た
わ
け
で
は
な
い▼17
。

た
だ
し
、
式
亭
三
馬
が
「

よ
み
ほ
ん

讀
本
は

じ
や
う
く
わ
し

上
菓
子
に
て
、

く
さ
ざ
う
し

草
雙
紙
は

だ
く
わ
し

駄
菓
子
也
」▼18
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
読
本
は
非
常
に

高
価
だ
っ
た
た
め
主
と
し
て
貸
本
屋
を
通
じ
て
流
通
し
て
い
た
。
近
世
小
説
中
で
は
最
も
格
調
の
高
い
小
説
が
読
本

で
、
漢
文
体
の
序
文
や
、
多
く
の
考
証
な
と
が
本
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
草
双
紙
は
比
較
的
廉
価
で
個

人
が
購
入
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
た
。
も
ち
ろ
ん
貸
本
屋
を
通
じ
て
も
借
り
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
貸
本

屋
仕
様
と
し
て
半
紙
本
に
仕
立
て
ら
れ
、
錦
絵
風
摺
付
表
紙
を
持
た
な
い
体
裁
の
も
の
も
あ
っ
た
。
貸
本
屋
が
背
負
っ

て
歩
く
と
き
な
ど
、
中
本
サ
イ
ズ
で
あ
る
と
読
本
な
ど
の
半
紙
本
と
揃
わ
ず
に
扱
い
が
不
便
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

板
元
の
側
か
ら
い
え
ば
、
読
本
は
仕
込
み
に
時
間
も
経
費
も
掛
か
る
上
、
初
期
投
資
を
回
収
す
る
た
め
に
は
、
主
と

し
て
貸
本
屋
を
相
手
と
し
て
数
年
間
に
わ
た
っ
て
売
れ
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
方
、
草
双
紙
は
丁
数
も
少
な
く

比
較
的
手
軽
に
出
せ
た
が
、
基
本
的
に
は
売
り
出
し
た
年
に
し
か
大
量
に
は
売
れ
な
い
の
で
、
読
者
の
評
判
が
良
く
な

く
売
れ
行
き
が
悪
い
と
利
益
が
上
が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
林
氏
が
解
説
で
挙
げ
ら
れ
た
図
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
　
曲
亭
馬
琴
『ひ

ば
り
や
ま
ご
に
ち
の
さ
へ
づ
り

鶬
山
後
日
囀
』（
國
貞
画
、
六
巻
二
冊
、
文
化
十
四
年
、
丸
文
板
）
三
十
ウ
。

　
　

（
林
美
一
編
、
江
戸
戯
作
文
庫
『
作
者
胎
内
十
月
圖
』、
河

出
書
房
新
社
、
一
九
八
七
年
よ
り
）
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作
者
が
手
に
持
っ
て
い
る
の
は
筆
と
稿
本
で
あ
る
が
、
う
し
ろ
に
描
か
れ
た
手
が
製
作
に
必
要
な
物
と
し
て
、
小
刀
、

か
ん
な鉋、
す
り
こ
ぎ

擂
粉
木
、
筆
と
じ
よ
う
ぎ

定
規
、
は

け
刷
毛
、
糸
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
右
下
に
「
徳
瓶
浄
書
」
と
筆
耕
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

○
さ
く
し
や

作
者

い
は曰

く
、

く
さ
ぞ
う
し

草
双
紙
ハ

せ
う
に

小
児
のた

は
む
れ

戯
に
て

と取
る
所
な
きも

て
あ
そ

玩
び

も
の物

な
れ
ど
も
、

こ
れ是

に
よ
つ拠

て
さ
い
し

妻
子
をや

し
な養ふ
も
の者
す
く少

な
か

ら
ず
。

は
ん
も
と

板
元
ハ

さ
ら更

に
も

い云
は
ず
、

さ
く
し
や

作
者
、

ぐ
わ
こ
う

画
工
、

ひ
つ
か
う

筆
耕

か書
き
、

い
た
や

板
屋
、

は
ん
ぎ
し

板
木
師
、

は
ん
す
り

板
摺
、

し

た
仕
立
て
、

ひ
や
う
し
や

表
紙
屋

と
う等

、

只
ひ
と
り

一
人
と
し
て
お
ろ疎
か
な
る
ハ
な無
し
。
そ
の
中
に
さ
く
し
や

作
者
の
み
、
は
じ始
め
よ
り
を
は終
り
ま
で
手
の
か掛ゝ
る
も
の
ぞ
か
し
。
た
と例

へ
ば
、

ま先
づ

せ
か
い

世
界
を

さ
だ定

め
、
名
を
も
り
、

す
ぢ筋

をか
ん
が考へ

、
ゑ
わ
り

絵
割
、

か
き書

入
を
し
て
、し

ば
ら暫く
や
す休

み
、

は
ん板

下
し
や写

本
の

き
や
う
が
ふ

校
合
、

ほ
り
あ
げ

彫
上
のき

や
う
が
ふ

校
合
ハ
二

ど度
め目
さ
ん
ど

三
度

め目
に

お
よ及

ぶ
こ
と
あ
り
。
此

よ余
、

げ
だ
い

外
題

ひ
や
う
し

表
紙
の

ち
う
も
ん

注
文
、

か
ぞ数

へ
あ
ぐ上

る
にい

と
ま暇あ

ら
ず
。
さ
れ

バ
此

さ
う
し

草
紙
物が

た
り語の
く
わ
ん
せ
お
ん

観
世
音
の

り
や
く

利
益
に

ち
な因

み
て

か
く斯

の
ご
と如

き
づ図

をあ
ら
は現し

、さ
く
し
や

作
者

ひ
と
り

一
人
の

こ
う功

な
ら
ぬし

よ
し
よ
く

諸
職
の

ほ
ね
を
り

骨
折
を

の
す載

る

こ
と
、
こ
れ
も

い
は
ゆ
る

所
謂

ろ
う
ば
し
ん

老
婆
心
な
ら
ん
か
。
め
で
た
し
〳
〵
。

こ
の
記
述
を
通
し
て
、
板
木
を
供
給
す
る
「
板
屋
」
や
、
表
紙
製
作
専
門
の
「
表
紙
屋
」
な
ど
の
業
者
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
表
紙
は
別
工
程
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
作
者
の
手
に
よ
る
画
稿
は
管
見
に
入
っ
て
い

な
い
。
此
処
に
書
か
れ
て
い
る
「
外
題
表
紙
の
注
文
」
と
は
、
表
紙
の
意
匠
に
直
接
作
者
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
証
す
る
に
足
る
情
報
と
見
做
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
昔
か
ら
謂
わ
れ
て
き
た
「
仮
名
で
書
か
れ
た
草
双
紙
の
読
者
は

お
ん
な
こ

婦
女
子
ど
も
で
、
読
本
の
読
者
は
成
年
男

子
」
と
い
う
見
方
は
、
近
年
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
草
双
紙
が
婦
女
子
向
き
の
読
物
で
あ
る
と
い
う

ポ
ー
ズ

建
前
は
一
貫
し
て

存
続
し
て
き
た
が
、
実
態
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
男
女
の
別
な
く
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
は
枚
挙
に
遑
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。

坪
内
逍
遙
は
「
徳
川
時
代
の
小
説
は
、
半
分
以
上
草
雙
紙
な
の
だ
。
そ
れ
を
童
話
視
し
て
閑
却
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
」▼19
と
記
し
て
い
る
。
曲
亭
馬
琴
に
心
酔
し
て
そ
の
翻
案
小
説
の
意
義
を
主
張
し
て
い
る
文
脈
で
は
あ
る
が
、
傾

聴
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
「
二
百
五
十
年
余
の
歴
史
を
有
す
る
草
双
紙
の
挿
絵
は
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
約
三
十
万

コ
マ
に
の
ぼ
っ
た
」
と
試
算
さ
れ
た
の
は
木
村
八
重
子
氏
で
あ
る
▼20
。
こ
の
草
双
紙
と
い
う
息
長
く
続
い
た
ジ
ャ
ン
ル

は
、
数
多
く
の
片
々
た
る
小
品
の
集
合
体
に
過
ぎ
な
い
。
で
は
あ
る
が
、
今
後
一
層
研
究
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
宿
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

本
稿
執
筆
中
に
偶
然
「
小
説
が
本
に
な
る
ま
で
」▼21
と
い
う
冒
頭
で
引
い
た
林
若
樹
の
文
章
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
の

ア
ー
テ
イ
ク
ル

記
事
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
掛
け
た
。
こ
の
記
事
は
、
現
代
に
お
け
る
小
説
の
出
版
の
様
相
を
、
新
潮
社
に
取

材
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
が
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
の
編
集
者
の
仕
事
、
そ
し
て
校
閲
、
装
訂
、
広
告
と
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い
う
出
版
過
程
、
さ
ら
に
雑
誌
か
ら
単
行
本
、
文
庫
本
へ
と
装
い
を
変
化
さ
せ
て
企
画
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
て

い
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
二
つ
の
「
小
説
の
本
に
な
る
ま
で
」
と
い
う
文
章
は
、
基
本
的
に
出
版
過
程
が
分
業
に

よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
し
た
現
代
に
お
い
て
も
、
紙
媒

体
で
出
版
さ
れ
る
商
品
と
し
て
の

コ
ミ
ツ
ク

漫
画
を
含
め
た
娯
楽
読
物
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
の
原
型
が
、
早
く
も
江
戸
時
代
に
既

に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
。

注
1

活
字
印
刷
は
軽
便
な
印
刷
術
で
あ
っ
た
た
め
、
現
在
の

コ
ピ
ー

複
写
や

リ
ソ
グ
ラ
フ

軽
印
刷
の
よ
う
に
、
特
定
の
限
ら
れ
た
人
に
テ
キ
ス
ト
を
供
す

る
場
合
は
重
宝
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
語
の
印
刷
に
は
、
漢
字
、
平
仮
名
、
カ
タ
カ
ナ
や
約
物
（
文
字
以
外
の
記
述
記
号
）

な
ど
、
多
種
の
活
字
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
丁
（
丁
は
紙
数
。
二
頁
の
こ
と
）
ま
た
は
二
丁
ご
と
組
ん
で
は
、

必
要
枚
数
を
印
刷
し
た
た
め
、
同
じ
文
字
を
必
要
に
応
じ
て
複
数
作
る
必
要
が
あ
っ
た
。
使
用
し
た
活
字
は
一
旦
バ
ラ
し
て
か

ら
、
続
く
丁
を
組
ん
で
は
印
刷
す
る
と
い
う
方
法
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
一
冊
分
全
体
の
版
が
残
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2

関
根
正
直
『
小
説
史
稿
』（
活
版
、
大
和
綴
じ
一
冊
。
一
八
九
○
年
四
月
、
金
港
堂
本
店
）

3

石
田
元
季
『
草
雙
紙
の
い
ろ
〳
〵
』（
活
版
、
洋
装
。
一
九
二
八
年
十
一
月
、
南
宋
書
院
）

4

林
若
樹
「し

よ
う
せ
つ

小
説
の

ほ
ん本

に
な
る
ま
で
」（『

は
ん
が
ら
い
さ
ん

版
畫
禮
讃
』、
稀
書
複
製
會
編
、
一
九
二
五
）
所
収
。
三
一
九
〜
三
五
○
頁

5

中
野
三
敏
『
書
誌
学
談
義
江
戸
の
板
本
』
（
一
九
九
五
年
、
岩
波
書
店
）

6

林
美
一
編
　
江
戸
戯
作
文
庫
『
作
者
胎
内
十
月
圖
』（
影
印
、
校
訂
、
注
釈
、
一
九
八
七
年
、
河
出
書
房
新
社
）

7

こ
の
図
に
関
す
る
以
下
の
記
述
は
、
授
業
教
材
と
し
て
作
成
し
使
用
し
て
き
た
レ
ジ
ュ
メ
に
大
幅
に
修
正
加
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
は
大
妻
女
子
大
学
の
草
稿
・
テ
キ
ス
ト
研
究
所
で
実
施
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
版
木
を
摺
っ
て

み
よ
う
」（
二
○
一
九
年
十
二
月
）
で
も
使
用
し
、
そ
れ
を
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
記
録
」（「
研
究
所
年
報
」
第
十
三
号
、
大
妻
女
子
大
学

草
稿
・
テ
キ
ス
ト
研
究
所
、
二
○
二
○
年
十
一
月
）
に
掲
載
し
た
。

8
『
琅
邪
代
酔
篇
』
は
、
明
の
張
鼎
思
が
編
纂
し
た
類
書
で
あ
る
が
、
此
処
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
延
宝
三
〈
一
六
七
五
〉
年
刊
大

本
二
十
三
冊
の
和
刻
本
で
あ
る
。

9

八
二
四
年
に
編
ま
れ
た
『
白
氏
長
慶
集
』
五
○
巻
に
自
選
の
後
集
二
○
巻
、
続
後
集
五
巻
を
加
え
た
も
の
。
平
安
時
代
に
渡
来
、

「
文
集
」
ま
た
は
「
集
」
と
呼
ば
れ
、
広
く
愛
読
さ
れ
て
後
の
文
学
に
影
響
を
与
え
た
。

10

藤
原
長
清
撰
。
延
慶
三
〈
一
三
一
〇
〉
年
頃
成
立
、
後
日
の
補
訂
が
あ
る
と
い
う
。
万
葉
集
以
後
の
家
集
、
私
撰
集
、
歌
合
、
百

首
な
ど
か
ら
、
従
来
の
撰
に
漏
れ
た
歌
一
万
七
三
五
○
余
首
を
集
め
、
四
季
、
雑
に
部
立
し
、
類
題
に
細
分
し
た
も
の
。

11
「
山
椒
太
夫
」「

か
る
か
や

苅
萱
」「
梅
若
」「
梵
天
国
」「
愛
護
の
若
」「
俊
徳
丸
」「
小
栗
判
官
」
な
ど
、
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
流

行
っ
た
説
経
節
と
呼
ば
れ
る
語
り
物
の
一
つ
。
後
に
、
古
浄
瑠
璃
に
も
脚
色
さ
れ
、
さ
ら
に
二
代
目
竹
田
出
雲
作
の
時
代
物
浄

瑠
璃
『

あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み

蘆
屋
道
満
大
内
鑑
』
（
享
保
十
九
〈
一
七
三
四
〉
年
初
演
）
で
有
名
に
な
っ
た
。
通
称
『

く
ず葛

の
は葉

』。
こ
れ
は
女
主
人
公
の
名
。

12

板
下
は
板
木
に
糊
で
貼
り
付
け
て
転
写
し
た
あ
と
で
、
き
れ
い
に

す擦
り

は剥
が
し
て
か
ら
彫
る
の
で
遺
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
板

下
が
遺
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
本
は
彫
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
板
下
と
見
紛
う
よ
う
な
清
書
が

在
っ
て
も
、
出
板
さ
れ
た
本
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
板
下
で
は
な
い
。
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13

こ
の
、
関
亭
傳
笑
作
『
御
産
池
龍
女
利
益
』
（
合
巻
、
北
尾
重
政
画
、
文
政
十
一
年
、
森
屋
治
兵
衛
板
）
の
序
文
「
草
双
紙
大
意
」
は
、

草
双
紙
史
を
記
述
し
て
い
て
興
味
深
い
。
こ
の
他
、
当
時
の
戯
作
者
の
草
双
紙
史
に
関
す
る
言
説
と
し
て
山
東
京
山
「
○
草
さ

う
し
のう

つ
り
か
は
り

沿
革
」（『き

く
じ
ゆ
だ
う
か
す
み
の
さ
か
づ
き

菊
壽
童
霞
盃
』
第
十
編
、
一
陽
齋
豊
国
画
、
嘉
永
元
〈
一
八
四
八
〉
年
刊
、
山
本
平
吉
板
）
や
、
猫
々
道
人
（
仮
名
垣
魯

文
）
『

こ
ひ
さ
う
ば
は
な
の
よ
あ
ら
し

戀
相
場
花
王
夜
嵐
』（
明
治
期
草
双
紙
、
明
治
十
四
〈
一
八
八
一
〉
年
仲
秋
序
、
梅
堂
國
政
画
、
東
京
辻
岡
文
助
版
）
が
参
考
に
な
る
。

14

た
だ
し
、
馬
琴
の
書
き
残
し
た
も
の
に
拠
れ
ば
、
作
者
に
よ
る
校
合
が
行
わ
れ
た
の
は
合
巻
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
思
わ

れ
、
黄
表
紙
時
代
に
同
様
の
例
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

15

高
木
元
「
明
治
期
翻
刻
本
の
出
版
」（「
読
本
研
究
新
集
」
十
一
集
、
読
本
研
究
の
会
、
二
○
二
○
年
二
月
）

h
ttp
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fu
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m
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2
0
2
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16

萬
亭
應
賀
作
、
豊
国
、
国
貞
、
曉
齋
画
、
合
巻
、
六
十
五
編
（
五
十
九
編
以
下
活
字
）
、
弘
化
二
〈
一
八
四
五
〉
年
か
ら
明
治
十
八
〈
一
八

八
五
〉
年
。

17

佐
藤
悟
「
草
双
紙
の
造
本
形
態
と
価
格
」
（「
近
世
文
藝
」
五
六
号
、
近
世
文
学
会
、
一
九
九
二
）
、
浅
井
清
、
市
古
夏
生
監
修
『
作

家
の
原
稿
料
』
（
八
木
書
店
、
二
○
一
五
年
）
な
ど
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
、
草
双
紙
な
ど
が
江
戸
市
中
で
常
に
同
一
価
格
で
売
ら

れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
実
勢
価
格
に
つ
い
て
は
新
資
料
の
発
掘
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

18

式
亭
三
馬
作
『

ど
ん
す
さ
ん
ほ
ん

純
子
三
本

も
み
ご
ひ
き

紅
絹
五
疋

む
か
し
う
た
く
る
わ
の
は
じ
ま
り

昔
唄
花
街
始
』
跋
（
合
巻
風
中
本
型
読
本
、
三
巻
三
冊
、
歌
川
国
貞
画
、
文
化
六
〈
一
八
○
九
〉
年
、
鶴
屋
金

助
刊
）

19

坪
内
逍
遙
「
新
舊
過
渡
期
の
回
想
」（「
早
稲
田
文
学
」
二
二
九
号
、
大
正
十
四
〈
一
九
二
五
〉
年
三
月
）

20

木
村
八
重
子
『
草
双
紙
の
世
界
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
○
九
年
）

21

北
岸
靖
子
「
出
版
社
の
お
仕
事
小
説
が
本
に
な
る
ま
で
」（「
季刊
読
書
の
い
ず
み
」
一
五
六
号
、
全
国
大
学
生
活
協
同
組
合
連
合
会
、
二
〇
一

八
年h

ttp
s:/
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）

【
付
記
】
本
稿
は
、S

eries:B
rill’s

J
a
p
a
n
ese

S
tu
d
ies

L
ib
ra
ry,

V
o
l.7

7
,

　”
G
ra
p
h
ic

N
a
rra

tiv
es

fro
m

E
a
rly

M
o
d
ern

J
a
p
a
n
:T

h
e
W

o
rld

o
f
K
u
sa
zō
sh
i”
,

　F
eb

.
2
0
2
4
,
B
R
IL

L

のC
h
a
p
ter2

”
T
h
e
C
rea

tive
P
rocess”

と
し
て
、J

o
sep

h
B
IL

L
S

氏
に
よ
り
英
語
に
翻
訳
さ
れ
て
編
者
で
あ
るL

a
u
ra

M
O
R
E
T
T
I

氏
と
佐
藤
至
子
氏
お
よ
び

査
読
者
な
る
者
の
校
閲
を
受
け
て
出
版
さ
れ
た
拙
稿
に
基
づ
く
。

た
だ
し
、
素
稿
は
三
年
前
に
日
本
語
で
書
い
た
も
の
で
、
本
稿
は
今
回
全
面
的
に
補
訂
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
ア
ー

テ
ィ
ク
ル
は
紙
媒
体
で
は
公
表
し
て
い
な
い
が
、
翻
訳
者
や
編
者
、
編
集
者
が
介
在
し
た
英
語
版
と
は
別
版
で
あ
るオ

リ
ジ
ナ
ル

原
著
と

し
て
の
扱
い
を
希
望
す
る
。

（
二
〇
二
四
年
三
月
稿
）
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