
秦
恒
平
「
閨
秀
」
論

そ
の
成
立
過
程
を
中
心
に

永

栄

啓

伸

平
成
二
十
八
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
九
巻
第
二
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
四
十
九
巻
第
二
号

平

成

二

十

八

年

四

月

十

日

秦
恒
平
﹁
閨
秀
﹂
論

そ
の
成
立
過
程
を
中
心
に

永

栄

啓

伸

□

要

旨

﹁
閨
秀
﹂
は
美
人
画
家
の
上
村
松
園
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
︒
正
確
に
は
松
園
と
そ
の
母
を
中
心
に
︑
江
戸
時
代
の
町
絵
師
祇
園
井
特
と
そ
の

子
松
造
の
画
業
が
絡
ん
で
く
る
の
だ
が
︑
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
人
物
が
ど
の
よ
う
に
し
て
小
説
に
取
り
込
ま
れ
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
の
か
を
︑
秦
恒
平
の
二
つ
の
松
園
論
︑
松
園
の
随
筆
集
﹃
青
眉
抄
﹄︑
ま
た
美
術
史
家
の
土
居
次
義
の
論
文
な
ど
を
参
考
に
し
つ
つ
︑
そ
の

成
立
過
程
を
検
証
し
た
︒
特
に
最
初
の
松
園
論
と
﹁
閨
秀
﹂
は
同
じ
昭
和
四
十
七
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
︑
共
通
す
る
松
園
理
解

を
探
っ
た
︒
ま
た
伝
記
で
は
な
く
小
説
で
あ
る
以
上
︑
芸
妓
み
つ
に
産
み
捨
て
ら
れ
た
松
造
が
も
つ
︵
作
者
自
身
の
境
遇
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
︶

母
を
求
め
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
心
情
を
考
察
し
︑
同
じ
よ
う
に
母
の
生
き
方
を
憧
憬
す
る
松
園
が
ふ
と
抱
く
母
に
対
す
る
︿
切
な
さ
﹀
の
内
実

も
検
討
し
た
︒
母
恋
い
が
基
調
と
な
っ
た
作
品
だ
が
︑
松
園
と
松
造
で
は
︿
母
﹀
の
求
め
方
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
井
特
の
﹁
美

人
画
﹂
の
モ
デ
ル
と
松
造
が
砂
絵
で
描
い
た
女
の
モ
デ
ル
が
同
じ
︿
み
つ
﹀
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
な
が
ら
︑
夢
の
中
で
描
か
れ
る
砂
絵
の
図

柄
を
参
考
に
し
て
︑
松
園
が
﹁
天
保
歌
妓
﹂
を
仕
上
げ
る
と
い
う
物
語
を
作
っ
た
作
者
の
意
図
を
探
っ
て
み
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

秦
恒
平

閨
秀

上
村
松
園

祇
園
せ
い
と
く

砂
書
き
の
老
人
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︵
１
︶
は

じ

め

に

小
説
﹁
閨
秀
﹂
は
美
人
画
家
と
し
て
有
名
な
上
村
松
園
を
題
材
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
作
品
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
部
分
を
︑
ま
ず
加
藤

類
子
﹃
虹
を
見
る

松
園
と
そ
の
時
代
︵
注
１
︶﹄

に
よ
っ
て
そ
の
概
略
を
た
ど
っ
て
み
た
い
︒

松
園
は
明
治
八
年
四
月
︑
京
都
四
条
通
御
幸
町
西
入
奈
良
物
町
の
葉
茶
屋
﹁
ち
き
り
屋
﹂
に
生
ま
れ
た
︒
父
太
兵
衛
︑
母
仲
子
の
二
女

で
︑
津
禰
︵
つ
ね
︶
と
名
づ
け
ら
れ
る
︒
父
は
松
園
の
生
ま
れ
る
二
ケ
月
前
に
他
界
し
︑
母
の
手
で
育
て
ら
れ
た
︒
明
治
二
十
年
︑
親
戚

の
強
い
反
対
に
あ
っ
た
が
︑
京
都
府
画
学
校
に
入
学
し
た
︒
こ
れ
に
は
母
の
強
い
後
押
し
が
あ
っ
た
︒
山
水
画
を
得
意
と
す
る
鈴
木
松
年

に
師
事
す
る
が
︑
人
物
画
を
描
く
こ
と
を
希
望
す
る
松
園
は
︑
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
し
た
﹁
四
季
美
人
図
﹂
が
一
等
褒
状
を

受
け
評
判
に
な
っ
た
明
治
二
十
五
年
︑
幸
野
楳
嶺
の
塾
に
も
通
い
始
め
た
︒
翌
年
十
八
歳
の
と
き
︑
姉
こ
ま
が
結
婚
す
る
と
母
と
の
二
人

暮
ら
し
が
始
ま
っ
た
︒﹁
本
気
で
絵
を
生
涯
の
仕
事
に
し
よ
う
と
考
え
は
じ
め
た
の
は
︑
二
十
歳
か
二
十
一
歳
頃
か
ら
で
あ
っ
た
と
も

語
っ
て
い
る
︒
楳
嶺
の
下
に
通
い
は
じ
め
た
十
八
歳
の
松
園
は
︑
す
で
に
は
っ
き
り
と
自
ら
の
進
む
べ
き
方
向
を
見
定
め
て
い
た
で
あ
ろ

う
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
し
か
し
明
治
二
十
八
年
楳
嶺
が
世
を
去
り
︑
そ
の
あ
と
竹
内
凄
鳳
︵
栖
鳳
︶
に
師
事
す
る
︒
毎
年
︑
絵
画
展
で
の
受

賞
が
続
く
が
︑
作
品
は
﹁
大
和
絵
風
の
歴
史
画
と
市
井
の
風
俗
を
画
い
た
人
物
画
が
相
半
ば
す
る
が
﹂﹁
こ
の
二
つ
の
系
列
を
平
行
さ
せ

て
作
品
を
画
き
︑
終
生
︑
基
本
的
に
は
そ
の
姿
勢
を
変
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
︒
明
治
三
十
三
年
︑
花
嫁
風
俗
を
描
い
た
﹁
花

ざ
か
り
﹂
で
銀
牌
賞
受
賞
︑
出
世
作
と
な
る
︒﹁
母
子
﹂
が
銅
牌
受
賞
︒
明
治
三
十
五
年
︑
嗣
子
信
太
郎
︵
松
篁
︶
誕
生
︒
大
正
期
に
入
っ

て
︑
鏑
木
清
方
が
賞
賛
し
た
﹁
娘
深
雪
﹂︑
謡
曲
に
画
材
を
と
っ
た
﹁
花
が
た
み
﹂
や
︑﹁
数
多
く
あ
る
絵
の
う
ち
︑
た
つ
た
一
枚
の
凄
艶

な
絵
﹂
と
自
解
す
る
﹁
焔
﹂
な
ど
を
描
く
︒
昭
和
に
入
り
︑
国
内
外
か
ら
の
出
品
依
頼
や
制
作
依
頼
が
多
く
︑
昭
和
七
年
︑﹁
虹
を
見
る
﹂
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を
描
く
が
︑
こ
れ
は
﹁
大
正
期
の
長
い
ス
ラ
ン
プ
と
近
代
へ
の
脱
皮
の
懊
悩
か
ら
脱
け
出
し
て
︑
自
ら
の
芸
術
の
方
向
を
見
定
め
た
画
家

の
︑
一
種
の
独
立
宣
言
と
も
思
え
る
﹂
と
加
藤
は
記
し
て
い
る
︒
昭
和
九
年
︑
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
母
仲
子
が
死
去
︑
松
園

五
十
九
歳
で
あ
っ
た
︒
母
の
存
在
の
大
き
さ
に
つ
い
て
も
﹁
二
十
六
歳
の
若
さ
で
寡
婦
と
な
っ
た
仲
子
は
︑
身
を
粉
に
し
て
働
き
︑
二
人

の
娘
を
立
派
に
育
て
上
げ
た
が
︑
中
で
も
松
園
の
画
業
を
助
け
た
仲
子
の
役
割
は
︑
殆
ど
妻
の
夫
に
対
す
る
が
如
く
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
だ
ろ
う
︒
母
仲
子
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
カ
バ
ー
に
よ
っ
て
︑
松
園
は
背
後
に
憂
い
を
持
つ
こ
と
な
く
制
作
に
専
念
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

同
九
年
︑
大
札
記
念
京
都
美
術
館
展
に
﹁
青
眉
﹂
を
︑
帝
展
に
﹁
母
子
﹂
を
出
品
︒
と
も
に
母
を
慕
う
作
品
で
あ
っ
た
︒
の
ち
に
﹃
青

眉
抄
﹄
で
﹁
私
の
制
作
の
う
ち
﹁
母
性
﹂
を
扱
つ
た
も
の
が
か
な
り
あ
る
が
︑
ど
れ
も
こ
れ
も
︑
母
へ
の
追
慕
か
ら
描
い
た
も
の
ば
か
り

で
あ
る
﹂
と
自
解
し
て
い
る
︒
翌
十
年
﹁
天
保
歌
妓
﹂
を
春
虹
会
展
に
出
品
︒
昭
和
十
一
年
︑
六
十
一
歳
の
と
き
﹁
序
の
舞
﹂
を
出
品
し

た
︒
自
解
に
﹁
こ
の
絵
は
︑
私
の
理
想
の
女
性
の
最
高
の
も
の
と
言
っ
て
い
い
︑
自
分
で
も
気
に
入
っ
て
い
る
﹁
女
性
の
姿
﹂
で
あ
り
ま

す
﹂
と
あ
る
︒

︵
２
︶
成
立
を
め
ぐ
る
資
料
①

﹁
上
村
松
園

母
よ
⁝
⁝
﹂

小
説
﹁
閨
秀
﹂
は
︑
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
﹁
展
望
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
︒
上
田
三
四
二
が
角
川
文
庫
︵
注
２
︶の

解
説
で
﹁
秦
恒
平
の
真
の
出
世

作
と
い
え
ば
﹁
清
経
入
水
﹂
よ
り
は
こ
の
﹁
閨
秀
﹂
を
挙
げ
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
評
し
た
よ
う
に
︑
発
表
当
時
も
吉

田
健
一
︵
注
３
︶が

文
芸
時
評
で
大
き
く
紙
面
を
さ
い
て
絶
賛
し
た
作
品
で
あ
る
︒
作
者
の
自
解
﹁
作
品
の
後
に
﹂︵
﹁
湖
の
本
12

閨
秀
・
絵
巻
︵
注
４
︶﹂

︶

に
は
︑
執
筆
の
動
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
述
懐
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

秦
恒
平
﹁
閨
秀
﹂
論
︵
永
栄
︶
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こ
の
作
品
は
見
ら
れ
る
と
お
り
上
村
松
園
を
書
い
て
い
る
︒
が
︑
い
つ
も
繰
返
す
よ
う
に
私
は
松
園
の
伝
記
的
事
実
に
な
ど
足
を
絡

ま
れ
よ
う
と
は
︑
一
切
し
な
か
っ
た
︒
セ
ザ
ン
ヌ
が
静
物
画
に
い
つ
も
旺
盛
な
実
験
を
試
み
た
よ
う
に
︑
私
は
こ
の
﹁
小
説
﹂
を
︑

い
ろ
ん
な
無
関
係
な
材
料
を
用
い
て
い
わ
ば
純
然
と
構
造
的
美
観
に
組
立
て
る
こ
と
︑
し
か
も
な
お
︑
ど
ん
な
松
園
文
献
も
触
れ
な

か
っ
た
新
し
い
﹁
松
園
﹂
理
解
を
示
す
こ
と
を
︑
意
図
し
て
い
た
︒
種
は
明
せ
な
い
が
︑
伝
記
的
背
後
を
む
ろ
ん
承
知
の
上
︑
し
か

も
虚
実
の
間
を
縫
う
て
こ
れ
は
松
園
の
絵
の
意
味
を
︑
た
ぶ
ん
論
文
で
よ
り
丹
念
に
追
究
し
た
創
作
に
な
っ
て
い
る
︒

︵
傍
線
・
引
用
者
︶

傍
線
部
に
関
し
て
は
︑
後
年
に
作
者
自
ら
が
﹁
種
﹂
と
お
ぼ
し
き
資
料
を
開
示
し
て
︑
新
た
な
松
園
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ

の
検
討
は
次
章
に
ゆ
ず
り
︑
ま
ず
は
順
を
追
っ
て
︑
秦
恒
平
の
松
園
論
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
︒
と
い
う
の
は
﹁
閨
秀
﹂
発
表
と
ほ
ぼ
同

じ
時
期
に
︑
評
論
﹁
上
村
松
園

母
よ
⁝
⁝
﹂︵
﹁
芸
術
生
活
﹂
昭
和
四
七
・
一
○
︵
注
５
︶︶

が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
二
ケ
月
早
く
発
表

さ
れ
た
﹁
上
村
松
園
﹂
は
当
然
︑
小
説
よ
り
早
く
稿
が
成
っ
て
い
た
か
︑
も
し
く
は
ほ
ぼ
重
な
る
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
た
か
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
点
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
間
に
は
共
通
す
る
松
園
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
く
︑
そ
の
内
実
を
探
る
こ
と
で
作
品
論
へ
の
糸
口

と
し
た
い
︒

さ
て
︑
評
論
の
﹁
上
村
松
園
﹂
は
ざ
っ
く
り
言
え
ば
︑
母
と
子
の
一
体
感
を
主
題
と
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
し
か
し
そ

の
緊
密
な
母
子
の
姿
は
︑
松
園
の
母
で
あ
る
仲
子
と
そ
の
子
松
園
︑
ま
た
松
園
と
そ
の
子
で
あ
る
松
篁
に
も
重
ね
ら
れ
︑
さ
ら
に
作
者
自

身
の
母
へ
の
慕
情
が
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
︑
松
園
が
自
分
を
﹁
天
成
の
芸
術
家
と
つ
よ
く
自
負
し
て
い
た
﹂
こ
と
に
ふ
れ
て
︑
秦

は
﹁
自
負
の
気
概
が
先
ず
初
め
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
松
園
を
徐
々
に
芸
術
家
に
仕
立
て
て
行
っ
た
の
で
は
な
く
﹂
あ
く
ま
で
﹁
姉
様
遊
び
﹂

の
自
然
な
形
の
延
長
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
に
﹁
芸
術
の
確
か
さ
﹂
を
与
え
た
の
は
﹁
正
確
で
執
着
力
の
あ
る
〝
眼
〟
だ
っ
た
﹂
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と
述
べ
る
︒
苦
労
や
頑
張
り
が
芸
術
家
に
し
た
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
﹁
天
成
﹂
を
見
て
︑
そ
の
描
く
気
品
あ
る
美
人
の
対
象
が
母
仲
子

で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
だ
が
︑
こ
の
母
と
子
の
関
係
は
﹁
夫
に
死
な
れ
父
に
死
な
れ
た
︑
そ
の
た
だ
一
点
〝
死
な
れ
た
〟
と
い
う

重
く
切
な
い
負
い
め
に
結
ば
れ
て
生
涯
離
れ
え
な
か
っ
た
﹂
も
の
で
︑
こ
の
母
は
﹁
父
親
を
与
え
え
な
か
っ
た
重
い
負
い
め
を
感
じ
た
に

違
い
な
く
﹂︑
ま
た
松
園
に
と
っ
て
も
﹁
画
業
の
殆
ど
す
べ
て
が
﹁
母
子
﹂
と
い
う
画
材
の
派
生
と
発
展
だ
っ
た
と
い
う
特
殊
な
事
実
を

看
過
ご
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
﹂
と
論
じ
て
い
る
︒

松
園
誕
生
の
二
ケ
月
前
に
父
太
兵
衛
は
死
亡
し
た
︒
そ
の
と
き
母
仲
子
は
二
十
六
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
以
降
︑
周
囲
の
声
に
耳

を
か
さ
ず
︑
再
婚
す
る
こ
と
な
く
二
人
の
娘
を
育
て
あ
げ
た
︒
こ
の
母
の
生
き
ざ
ま
を
見
て
育
っ
た
松
園
に
は
︑
自
分
が
母
に
な
る
と
き

﹁
娘
の
側
か
ら
も
自
分
が
夫
を
も
た
ぬ
母
と
な
る
こ
と
で
︑
母
の
愛
と
献
身
に
殉
じ
共
感
を
示
し
た
い
﹂
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

推
測
し
て
︑﹁
か
く
し
て
上
村
松
園
は
︑
父
の
な
い
娘
︑
母
を
慕
う
娘
か
ら
︑
一
転
し
て
︑
子
を
愛
す
る
母
︑
夫
を
も
た
ぬ
母
へ
と
持
ち

前
の
強
い
気
性
で
変
身
し
て
い
っ
た
﹂
と
言
う
︒
そ
れ
は
︑
年
譜
二
十
八
歳
の
項
に
﹁
嗣
子
信
太
郎
︵
松
篁
︶
誕
生
﹂
と
し
か
記
さ
れ
な

い
事
情
に
関
し
て
で
あ
っ
て
︑
さ
ら
に
秦
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

子
ど
も
心
に
僕
は
胸
を
打
た
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
で
佳
い
の
だ
な
と
思
っ
た
の
で
す
︒
僕
の
こ
の
共
感
も
ま
た
異
様
か
も
し
れ
な
い
︒

延
々
と
松
園
と
母
な
る
も
の
に
就
て
考
え
つ
づ
け
た
の
も
︑
そ
れ
自
体
が
僕
に
と
っ
て
〝
告
白
的
〟
な
こ
と
だ
か
ら
で
し
た
︒
松
園

と
違
い
︑
僕
を
産
み
は
し
た
が
育
て
ら
れ
ず
に
人
手
に
ゆ
だ
ね
た
僕
の
母
を
︑
僕
は
胸
に
置
い
て
い
た
の
で
す
︒
〝
母
・
松
園
〟
を

佳
い
と
思
っ
た
今
一
つ
の
理
由
は
そ
の
徹
底
し
た
沈
黙
に
あ
り
ま
し
た
︒
僕
の
知
る
限
り
松
園
は
松
篁
氏
出
生
を
め
ぐ
っ
て
一
言
半

句
の
吹
聴
も
せ
ず
弁
明
も
せ
ず
︑
成
る
ま
ま
に
為
す
ま
ま
に
一
児
の
母
と
な
り
精
一
杯
の
愛
と
訓
え
を
息
子
に
注
い
だ
の
で
す
︒
決

意
と
沈
黙
と
は
表
裏
を
な
し
て
人
間
松
園
の
奇
行
に
〝
誠
実
な
〟
と
い
う
裏
打
ち
を
果
し
た
の
で
す
︒︵
傍
線
・
引
用
者
︶

秦
恒
平
﹁
閨
秀
﹂
論
︵
永
栄
︶
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作
品
﹁
人
生
の
花
﹂﹁
花
ざ
か
り
﹂﹁
序
の
舞
﹂﹁
娘
深
雪
﹂﹁
夕
暮
﹂
な
ど
を
論
じ
な
が
ら
︑
秦
恒
平
が
そ
こ
に
感
じ
取
っ
た
も
の
は
︑

松
園
と
母
仲
子
︑
松
園
と
そ
の
子
松
篁
と
の
緊
密
な
関
係
性
と
完
結
性
へ
の
憧
憬
で
あ
り
︑
同
時
に
翻
っ
て
は
︑
自
分
を
産
み
︑
他
家
に

預
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
自
ら
の
母
を
激
し
く
慕
い
︑
ま
た
激
し
く
憎
む
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
で
あ
っ
た
︒﹁
ず
ば
り
と
告

白
す
れ
ば
︑
僕
は
上
村
松
園
を
自
分
の
母
に
も
ち
た
か
っ
た
の
で
す
︒
僕
を
産
み
す
て
た
母
に
︑
松
園
の
よ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の

で
す
﹂
と
い
う
一
節
な
ど
︑
い
さ
さ
か
感
情
が
勝
っ
た
表
現
だ
が
︑
真
情
と
さ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
は
い
な
い
は
ず
で
︑
こ
の
よ
う
に
松
園

を
﹁
告
白
的
﹂
に
︑
心
情
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
︑
い
っ
そ
う
作
品
に
賭
け
る
気
概
を
身
近
に
感
じ
取
り
︑
美
人
画
に
漂
う
気
品
を
理
解

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
先
走
っ
て
言
え
ば
︑
母
を
慕
い
な
が
ら
拒
ま
れ
た
子
と
し
て
︑
後
に
ふ
れ
る
松
造
の
造
型
に
成
功

し
た
と
言
え
よ
う
︒

そ
の
気
品
に
ふ
れ
て
︑
寡
婦
と
し
て
生
き
抜
い
た
母
を
モ
デ
ル
に
︑
従
来
は
﹁
浮
世
絵
や
枕
絵
や
い
わ
ゆ
る
秘
画
の
領
分
﹂
に
あ
っ
た

美
人
画
に
﹁
品
格
﹂
を
与
え
た
画
業
に
つ
い
て
︑﹁
女
の
風
俗
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
女
の
生
活
感
情
の
凛
と
し
た
清
さ
を
描
き
上
げ
る

所
に
天
成
の
世
界
が
あ
っ
た
﹂
と
記
し
て
い
る
︒

︵
３
︶
成
立
を
め
ぐ
る
資
料
②

﹁
母
の
松
園
﹂
と
土
居
次
義

先
に
引
用
し
た
﹁
作
品
の
後
に
﹂
で
は
︑
続
け
て
﹁
閨
秀
﹂
を
発
表
し
て
数
年
後
︑
祇
園
井
特
の
﹁
美
人
図
﹂
が
松
園
の
﹁
天
保
歌
妓
﹂

に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
こ
と
に
関
し
て
︑﹁
井
特
が
天
保
の
頃
に
描
い
て
い
た
﹃
美
人
図
﹄
の
︑
寸

分
違
わ
ぬ
数
十
年
三
度
に
わ
た
る
苦
心
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
こ
と
が
︑
図
版
も
明
確
に
判
明
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
偶
然
の
発
見
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
に
﹁
祇
園
せ
い
と
く
と
上
村
松
園
︵
注
６
︶﹂

で
発
表
さ
れ
た
が
︑
さ
ら
に
﹁﹁
観
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る
﹂
意
味
﹂︵
昭
和
六
○
・
一
○
﹁
ア
ー
ト
85
﹂
)

︵
注
７
︶に

図
版
入
り
で
紹
介
さ
れ
た
︒
井
特
の
﹁
美
人
図
﹂
と
︑
松
園
の
﹁
藝
妓
図
﹂︵
明
治

四
十
三
年
頃
︶
と
︑
そ
し
て
﹁
天
保
歌
妓
﹂︵
昭
和
十
年
︶
が
並
べ
て
比
較
さ
れ
︑
井
特
の
﹁
美
人
図
﹂
か
ら
松
園
の
﹁
藝
妓
図
﹂
へ
︑
さ

ら
に
﹁
天
保
歌
妓
﹂
の
完
成
ま
で
の
新
た
な
道
筋
を
示
し
て
︑﹁
藝
妓
図
﹂
は
﹁
誰
が
見
て
も
︑
松
園
が
井
特
の
繪
を
﹁
観
﹂
て
︑
そ
し

て
自
分
の
繪
を
﹁
描
﹂
い
た
事
実
は
疑
い
よ
う
が
な
い
﹂
と
し
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
満
足
で
き
ず
﹁
三
十
年
﹂
後
に
︑﹁
天
保
歌
妓
﹂
に

仕
上
げ
ら
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
折
り
︑
井
特
へ
の
﹁
敬
意
﹂
を
込
め
て
題
名
に
︿
天
保
﹀
を
加
え
た
の
だ
と
解
説
し
て
い
る
︒

や
が
て
秦
恒
平
は
︑
祇
園
井
特
に
関
す
る
典
拠
を
開
示
し
て
︑
も
う
一
つ
の
松
園
論
﹁
母
の
松
園
﹂︵
一
九
九
九
・
八
︵
注
８
︶︶

を
書
く
︒
松
園

の
随
筆
集
﹃
青
眉
抄
︵
注
９
︶﹄

に
も
と
ず
い
て
︑
評
伝
風
に
生
涯
を
追
い
な
が
ら
母
子
の
結
束
を
論
じ
つ
つ
︑
母
恋
い
の
原
点
を
母
仲
子
が
再
婚

し
な
か
っ
た
点
に
求
め
︑
仲
子
と
の
死
別
に
よ
っ
て
円
熟
期
が
始
ま
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
井
特
に
焦
点
を
当
て

て
考
え
て
み
た
い
︒
こ
こ
に
も
三
幅
の
絵
が
並
べ
掲
げ
ら
れ
︑
昭
和
五
十
一
年
秋
に
井
特
の
﹁
美
人
図
﹂
を
発
見
し
た
経
緯
が
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
重
要
な
資
料
は
︑
土
居
次
義
の
論
文
﹁
祇
園
せ
い
と
く
︵
井
特
)

︵
注
10
︶﹂

で
あ
る
︒
秦
は
﹁
閨
秀
﹂
執
筆
時
の
意

図
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

そ
の
際
︑
土
居
先
生
の
い
ま
謂
う
論
文
と
松
園
の
随
筆
集
﹃
青
眉
抄
﹄
の
一
文
と
を
組
み
合
わ
せ
︑
事
も
あ
ろ
う
に
京
こ
と
ば
で
い

え
ば
﹁
え
ず
く
ろ
し
い
﹂
祇
園
井
特
の
肖
像
画
と
︑
清
雅
端
麗
な
松
園
の
美
人
画
と
を
︑
い
わ
ば
両
極
端
の
よ
う
な
二
人
の
画
家
を
︑

勝
手
に
結
び
つ
け
て
︑
そ
の
接
点
に
か
ね
が
ね
大
好
き
な
﹃
天
保
歌
妓
﹄
を
︑
文
字
ど
お
り
︑
仮
説
し
て
い
た
︒
む
ろ
ん
奈
良
県
美

所
蔵
の
﹃
美
人
図
﹄
は
存
在
す
る
こ
と
も
知
ら
ず
︑
し
か
し
︑
そ
れ
に
類
す
る
井
特
の
繪
が
小
説
の
構
想
上
ぜ
ひ
に
必
要
だ
っ
た
︒

し
か
た
な
く
土
居
先
生
の
論
文
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
︑
ま
る
で
別
の
﹃
太
夫
図
﹄
を
使
っ
た
︒︵
﹁
母
の
松
園
﹂
︶

秦
恒
平
﹁
閨
秀
﹂
論
︵
永
栄
︶
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確
か
に
﹁
祇
園
せ
い
と
く
︵
井
特
︶﹂
に
掲
げ
ら
れ
た
﹁
井
特
筆
美
人
図
﹂
は
︑﹁
天
保
歌
妓
﹂
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
そ

の
絵
に
使
わ
れ
た
印
や
落
款
の
説
明
に
︑﹁﹁
皇
都

井
特
写
﹂
と
あ
り
︑﹁
字
曰
伯
立
﹂︵
白
文
方
印
︶︑
﹁
せ
い
と
く
﹂︵
朱
文
︶
の
二
印
が

捺
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
な
に
よ
り
土
居
論
文
の
重
要
性
は
︑
他
で
も
な
い
井
特
や
柚
木
太
淳
に
つ
い
て
の
貴
重
な
調
査
と
検
証

に
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
柚
木
太
淳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
彼
が
﹁
死
刑
囚
の
死
体
を
貰
ひ
受
け
︑
審
さ
に
解
剖
観
察
し
て
﹂

﹁
解
体
瑣
言
の
一
書
を
著
し
た
﹂
こ
と
︑
ま
た
﹁
解
剖
に
際
し
三
人
の
真
写
に
巧
み
な
画
家
を
使
用
し
た
こ
と
が
分
る
︒
真
写
に
巧
み
な

画
家
と
は
︑
写
実
的
描
写
に
巧
み
な
画
家
の
意
に
外
な
ら
な
い
が
︑
そ
れ
は
解
剖
図
が
客
観
的
な
精
確
な
写
生
を
必
要
と
す
る
た
め
で
あ

る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
︒
そ
こ
で
太
淳
は
︑
そ
の
目
的
に
適
ふ
画
家
と
し
て
︑
井
特
と
そ
の
社
友
白
猷
︑
鈍
雅
の
二
人
と

を
採
用
し
た
訳
で
︑
し
か
も
こ
の
三
人
の
う
ち
井
特
が
中
心
的
人
物
で
あ
つ
た
こ
と
は
︑
太
淳
の
右
の
記
述
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
︒

こ
の
や
う
な
事
実
か
ら
︑
当
時
の
京
都
画
壇
で
井
特
は
少
く
と
も
太
淳
か
ら
有
力
な
写
実
画
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
﹂
と
あ
る
︒
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
﹁
彼
と
事
を
共
に
し
た
白
猷
︑
鈍
雅
の
二
人
に
つ
い
て
は
︑
井
特
の
社
友
と
あ
る
以
外
︑
太
淳
は

何
の
記
述
も
し
て
ゐ
な
い
﹂
と
あ
る
︿
鈍
雅
﹀
を
︑
秦
恒
平
は
︑
小
説
﹁
閨
秀
﹂
の
な
か
で
﹁
松
造
の
画
人
と
し
て
は
最
初
で
最
後
の
奇

妙
な
名
で
︑
当
時
彼
は
十
五
か
六
だ
っ
た
﹂
と
し
て
松
造
の
造
型
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
祇
園
井
特
に
つ
い
て
も
言
え

る
こ
と
で
︑
土
居
論
文
は
﹁
解
体
瑣
言
の
記
事
は
︑
井
特
と
い
ふ
人
物
を
知
る
上
に
更
に
重
要
な
事
柄
を
暗
示
す
る
︒
井
特
は
︑
先
に
引

い
た
藤
懸
氏
﹁
浮
世
絵
﹂
の
記
事
に
あ
る
や
う
に
︑
一
般
的
に
は
祇
園
の
茶
屋
井
筒
屋
の
主
人
で
徳
右
衛
門
と
い
つ
た
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ

る
の
だ
が
︑
こ
の
通
説
は
相
当
怪
し
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
述
べ
︑﹁
彼
は
普
通
の
肖
像
画
を
描
く
だ
け
で
は
生
計
が
立
た
な
か
っ
た
の

で
︑
祇
園
の
女
連
を
写
し
て
生
活
の
資
を
得
た
と
い
は
れ
る
﹂
点
や
︑
井
筒
屋
が
祇
園
一
流
の
茶
屋
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ

る
と
﹁
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
﹂
と
断
言
す
る
︒
そ
し
て
﹁
一
説
に
彼
は
祇
園
神
幸
道
西
側
の
珍
器
売
薬
商
の
主
人
で
あ
つ
た

と
も
い
は
れ
る
﹂
と
記
し
て
お
り
︑﹁
閨
秀
﹂
で
は
︑
そ
れ
ら
を
考
慮
し
て
か
﹁
松
造
は
や
は
り
祇
園
神
幸
道
で
三
味
線
の
張
替
な
ど
を
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業
と
し
て
い
た
通
称
井
徳
の
生
ま
れ
で
︑
父
は
徳
造
︑
即
ち
画
家
井
特
だ
っ
た
﹂
と
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
︑

井
特
と
そ
の
息
子
松
造
が
形
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

︵
４
︶
成
立
を
め
ぐ
る
資
料
③

﹃
青
眉
抄
﹄

す
で
に
見
た
よ
う
に
︑﹁
上
村
松
園

母
よ
﹂
で
も
﹁
母
の
松
園
﹂
に
お
い
て
も
︑
秦
恒
平
の
鋭
い
感
受
性
は
︑
自
分
を
産
み
捨
て

た
︿
母
﹀
を
反
措
定
と
し
て
抱
き
な
が
ら
︑﹁
少
年
来
の
思
慕
と
敬
愛
を
籠
め
て
﹂
強
く
深
く
松
園
の
画
業
に
根
を
お
ろ
し
て
い
た
︒
秦

に
よ
れ
ば
︑
画
家
松
園
を
生
み
出
し
た
の
も
︿
母
﹀
な
ら
︑
そ
の
死
に
よ
っ
て
低
迷
期
を
脱
し
再
び
目
覚
め
さ
せ
た
の
も
︿
母
﹀
で
あ
っ

た
︒
唯
一
の
随
筆
集
﹃
青
眉
抄
﹄
は
︑
母
と
な
っ
た
証
し
に
眉
を
剃
る
風
習
を
は
じ
め
︑
作
品
に
つ
い
て
の
自
解
や
三
人
の
師
な
ど
語
っ

て
い
る
の
だ
が
︑
と
り
わ
け
幼
少
期
を
振
り
返
っ
て
自
伝
的
に
書
き
記
す
﹁
あ
の
こ
ろ
﹂
が
重
要
で
あ
ろ
う
︒
表
が
あ
げ
店
に
な
っ
て
い

た
葉
茶
屋
﹁
ち
き
り
屋
﹂
に
出
入
り
す
る
人
々
の
様
子
︑
桜
花
の
研
究
家
の
桜
戸
玉
緒
︑
浮
世
絵
な
ど
買
っ
て
も
ら
っ
た
吉
野
屋
勘
兵
衛

︵
通
称
よ
し
か
ん
︶
と
い
う
絵
草
紙
屋
︑
つ
う
さ
ん
と
呼
ん
だ
友
人
た
ち
︑
画
学
校
時
代
︑
母
が
好
き
だ
っ
た
貸
本
屋
な
ど
︑
当
時
の
風
景

は
そ
の
ま
ま
作
品
﹁
閨
秀
﹂
の
舞
台
に
通
じ
て
い
る
︒

な
か
で
も
﹁
砂
書
き
の
老
人
﹂
と
い
う
短
い
随
想
は
ひ
と
き
わ
躍
動
的
で
あ
る
︒
そ
の
冒
頭
を
引
く
︒

ま
だ
私
が
八
︑
九
歳
の
こ
ろ
京
都
の
町
々
に
い
ろ
い
ろ
な
物
売
り
や
︑
も
の
乞
い
が
や
っ
て
来
て
い
た
が
そ
の
中
に
五
十
歳
ぐ
ら

い
の
き
た
な
ら
し
い
爺
さ
ん
が
︑
絣
木
綿
の
ぼ
ろ
を
纒
っ
て
白
の
風
変
わ
り
な
袴
を
つ
け
︑
皺
く
ち
ゃ
な
顔
に
は
半
白
の
鬚
な
ど
生

や
し
て
門
々
を
訪
れ
て
ま
わ
っ
て
い
た
︒
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別
に
も
の
を
売
る
の
で
は
な
い
︒
た
だ
腰
に
砂
を
入
れ
た
袋
を
さ
げ
て
い
て
︑
そ
の
中
に
白
黒
黄
藍
赤
な
ど
五
色
の
彩
色
砂
を
貯

え
て
い
る
︒

門
前
に
立
っ
て
は
︑
も
の
珍
し
げ
に
よ
り
た
か
る
私
ど
も
に
む
か
っ
て
︑

﹁
そ
れ
そ
れ
鼻
た
れ
︑
そ
っ
ち
ゃ
へ
ど
け
︑
ど
け
⁝
⁝
﹂

と
一
応
怒
鳴
り
廻
し
て
か
ら
︑
砂
袋
の
中
か
ら
五
色
の
砂
を
取
り
ま
ぜ
て
握
り
出
し
て
は
門
の
石
だ
た
み
の
上
に
そ
れ
を
さ
っ
と
は

く
よ
う
に
撒
く
︒

さ
ま
ざ
ま
な
色
と
形
が
実
に
奇
妙
に
︑
美
し
く
︑
こ
の
哀
れ
な
老
爺
の
汚
な
ら
し
く
よ
ご
れ
た
右
手
の
な
か
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生

命
あ
る
も
の
の
ご
と
く
形
造
ら
れ
て
ゆ
く
︒

私
ど
も
鼻
た
れ
は
こ
の
驚
異
を
前
に
そ
れ
こ
そ
呆
然
と
突
っ
た
っ
て
見
惚
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

花
が
び
っ
く
り
す
る
よ
う
に
あ
ざ
や
か
な
色
彩
で
描
き
出
さ
れ
る
︒
黒
一
色
の
書
文
字
も
素
人
放
れ
が
し
て
い
る
︑
と
人
々
は
語

り
合
っ
て
も
み
る
︒

﹁
砂
書
き
の
オ
ヤ
ッ
サ
ン
！
﹂

こ
れ
は
子
供
た
ち
の
待
遠
し
い
娯
し
み
で
あ
っ
た
︒

大
人
た
ち
は
一
銭
︑
二
銭
の
ほ
ど
こ
し
も
の
を
し
て
や
る
義
務
を
感
じ
る
︒
別
に
老
人
が
乞
う
た
わ
け
で
は
な
い
︑
云
わ
ば
こ
の

﹁
砂
書
き
老
人
﹂
の
当
然
の
報
酬
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
一
節
か
ら
︑
小
説
﹁
閨
秀
﹂
で
︑
老
人
の
松
造
が
つ
ね
︵
松
園
︶
ら
幼
い
子
供
た
ち
の
前
で
︑
路
上
に
見
事
な
砂
絵
を
描
い
て
み
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せ
る
場
面
を
想
起
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
︒
作
品
集
﹃
閨
秀
﹄
が
中
央
公
論
社
︵
昭
和
四
八
・
一
二
︶
か
ら
刊
行
さ
れ
た
と
き
︑

末
尾
に
﹁
著
者
注
﹂
を
つ
け
た
よ
う
に
︑
作
品
の
性
質
上
︑
当
然
な
が
ら
多
く
の
援
用
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
小
説
が
単
な
る

モ
デ
ル
小
説
で
な
く
優
れ
た
小
説
た
り
え
て
い
る
の
は
︑
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
︑
井
特
と
松
造
の
設
定
で
あ
り
︑
ま
た
真
摯
か
つ
愛
情
を

こ
め
た
松
園
理
解
に
裏
打
ち
さ
れ
た
緊
密
な
構
成
と
︑
母
性
を
求
め
る
溢
れ
ん
ば
か
り
の
情
念
に
拠
る
の
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
か
つ

て
吉
田
健
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑﹁
一
つ
は
主
人
公
の
う
ち
に
絵
と
い
う
も
の
が
描
く
波
紋
︑
も
う
一
つ
は
松
造
を
い
う
砂
絵
師
の
手

の
業
に
応
じ
て
出
来
上
が
っ
て
行
く
砂
絵
で
あ
っ
て
︑
こ
の
意
味
で
は
そ
の
二
つ
が
こ
の
小
説
を
な
し
て
い
る
﹂
の
で
あ
り
︑
言
い
換
え

れ
ば
︑
松
園
と
い
う
希
代
の
美
人
画
家
と
︑
名
も
な
き
松
造
と
い
う
砂
絵
師
と
そ
の
母
で
あ
る
小
み
つ
の
世
界
が
拮
抗
し
て
わ
た
り
合
う

と
こ
ろ
に
︑
こ
の
小
説
の
醍
醐
味
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
う
し
た
理
解
の
う
え
で
︑
吉
田
健
一
が
﹁
松
造
の
妙
技
﹂
と
絶
賛
し
た
砂
絵
書
き
の
場
面
を
す
こ
し
長
い
が
引
用
し
て
み
る
︒

﹁
お
や
っ
さ
ん
︑
何
え
そ
の
袋
﹂

つ﹅

ね﹅

は
︑
豆
腐
屋
の
勝
っ
ち
ゃ
ん
が
わ
ざ
わ
ざ
指
さ
し
て
訊
ね
た
声
ま
で
覚
え
て
い
る
︒

﹁
こ
れ
か
︒
教
た
ろ
か
︑
黙
っ
て
よ
か
﹂

老
人
は
︑
顎
鬚
を
じ
ょ
り
じ
ょ
り
撫
で
な
が
ら
笑
っ
た
︒
み
な
唄
う
よ
う
に
﹁
教
て
︑
何
や
ね
ん
﹂
と
声
を
揃
え
︑
爺
さ
ん
の
前

か
ら
背
中
か
ら
覗
き
込
ん
だ
︒
つ﹅

ね﹅

も
覗
い
た
︒
湿
っ
け
た
︑
い
が
ら
い
匂
い
が
老
人
の
ひ
し
ゃ
げ
た
青
黝
い
頭
巾
に
侵
み
て

い
た
︒

﹁
そ
れ
そ
れ
鼻
た
れ
︑
そ
っ
ち
ゃ
へ
ど
け
︑
ど
け
︒
ど
か
ん
か
い
な
﹂

松
つ
ぁ
ん
は
わ
ざ
と
年
寄
り
ら
し
く
な
く
怒
鳴
っ
て
み
せ
て
か
ら
︑﹁
さ
あ
︑
こ
れ
じ
ゃ
︒
さ
あ
て
︑
ど
う
じ
ゃ
﹂
と
鼻
唄
に
な
っ
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て
腰
の
袋
の
緒
を
一
つ
ゆ
る
め
二
つ
ゆ
る
め
︑
み
ん
な
ゆ
る
め
て
見
せ
た
︒

︵
中
略
︶

﹁
さ
︑
つ﹅

う﹅

さ
ん
︑
よ
う
見
と
き
や
﹂

言
う
な
り
老
人
は
骨
張
っ
た
︑
だ
が
指
の
長
い
て
の
ひ
ら
を
け
も
の
の
よ
う
に
し
な
わ
せ
て
一
つ
の
袋
に
突
っ
込
ん
だ
︒
一
瞬
松

つ
ぁ
ん
の
ぱ
っ
と
開
い
た
て
の
ひ
ら
が
雨
雲
の
大
き
な
空
に
見
え
た
︒
真
白
な
雨
脚
が
斜
め
に
広
い
野
の
上
を
蔽
い
︑
つ﹅

ね﹅

は
雨
の

中
を
三
つ
四
つ
流
れ
る
よ
う
に
黒
い
鳥
が
森
蔭
へ
遁
れ
て
行
く
の
も
見
た
︑
と
思
っ
た
︒
白
い
雨
は
あ
た
か
も
吸
わ
れ
る
よ
う
に
ぴ

し
り
と
て
の
ひ
ら
一
つ
に
掴
み
こ
ま
れ
て
一
雫
も
洩
れ
な
い
︑
と
︑
見
る
ま
に
松
つ
ぁ
ん
は
つ
ね
の
脚
も
と
へ
手
の
甲
を
器
用
に
返

し
ざ
ま
︑
握
り
こ
ん
だ
小
指
の
隙
間
か
ら
︑
音
も
な
く
羽
箒
で
刷
く
よ
う
に
き
ら
き
ら
と
白
砂
を
ま
い
て
行
っ
た
︒
風
が
子
ど
も
た

ち
の
脚
の
間
を
吹
き
抜
け
て
︑
石
だ
た
み
に
は
寂
し
い
雨
の
景
色
が
描
か
れ
て
い
た
︒

松
つ
ぁ
ん
は
︑
ま
た
指
さ
き
に
藍
色
の
ほ
ん
の
一
つ
ま
み
の
砂
を
す
く
い
あ
げ
る
と
︑
揉
み
ほ
ぐ
す
手
つ
き
で
雨
空
に
散
ら
し
た
︒

晴
れ
た
空
の
白
い
雨

︑
の
中
へ
︑
次
に
松
つ
ぁ
ん
は
一
ど
き
に
黒
と
黄
と
赤
い
砂
を
握
り
こ
み
︑
幹
の
太
い
︑
腰
だ
め
に
一
揺

り
揺
っ
て
枝
を
張
っ
た
夏
楓
の
樹
を
︑
見
る
見
る
描
き
上
げ
て
行
っ
た
︒
樹
の
肌
の
黝
ず
ん
だ
節
く
れ
に
黒
を
ま
ぜ
︑
若
い
枝
に
は

濃
い
赤
膚
に
も
黄
ば
ん
だ
明
る
さ
が
雨
に
ぬ
れ
て
匂
っ
た
︒

生
憎
緑
色
の
砂
は
な
か
っ
た
︒

松
つ
ぁ
ん
は
一
思
い
に
紅
い
砂
を
鷲
づ
か
み
に
握
る
と
︑
丹
念
に
︑
だ
が
目
ま
ぐ
る
し
い
早
さ
で
︑
花
咲
か
爺
が
灰
を
ま
く
よ
う

に
︑
枝
か
ら
枝
へ
紅
葉
の
燃
え
る
よ
う
な
盛
り
を
描
い
た
︒
白
い
雨
が
急
に
晩
れ
秋
の
静
け
さ
を
増
し
︑
松
つ
ぁ
ん
は
ま
た
一
し
き

り
白
砂
を
ふ
り
か
け
て
梢
︑
葉
ず
え
に
露
を
結
ん
で
見
せ
た
︒
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ま
だ
何
ぞ
足
り
ま
へ
ん
な
︑
と
語
り
か
け
た
後
︑
楓
の
幹
に
前
脚
を
か
け
て
い
る
猫
と
小
鳥
を
描
き
終
え
た
松
造
は
︑
つ
ね
に
向
か
っ

て
﹁
ど
う
や
﹂
と
呟
き
︑
白
い
雨
脚
の
隅
に
﹁
井
松
﹂
と
記
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ね
が
出
会
っ
た
の
は
八
︑
九
歳
の
と
き
︑
と
あ
る
か

ら
︑﹃
青
眉
抄
﹄
の
五
十
歳
代
の
老
人
と
は
違
っ
て
︑
松
造
は
七
十
歳
代
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
現
出
す
る
の
は
︑
何
も
な
い
空

間
に
芸
術
作
品
を
作
る

そ
れ
も
砂
絵
と
い
う
︑
踏
ま
れ
れ
ば
た
ち
ま
ち
崩
れ
て
し
ま
う
︑
そ
の
一
瞬
の
作
品
制
作
に
全
霊
を
こ
め
る

孤
独
な
老
人
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
で
あ
る
︒

お
そ
ら
く
︑
土
居
論
文
か
ら
井
特
は
導
き
出
せ
て
も
︑
ま
た
長
年
の
松
園
へ
の
親
炙
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
砂
絵
書
き
の
老
人
と
の
出

会
い
が
な
け
れ
ば
松
造
は
造
型
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
ほ
ど
作
品
の
成
立
上
︑
老
人
の
役
ど
こ
ろ
は
重
要
な
の
で
あ
る
︒
そ

れ
に
し
て
も
﹃
青
眉
抄
﹄
の
素
材
か
ら
︑
大
き
く
想
像
を
膨
ら
ま
せ
見
事
な
場
面
を
描
き
出
せ
た
の
は
作
者
の
力
量
と
言
う
ほ
か
は
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
小
説
が
松
園
の
﹃
青
眉
抄
﹄
と
︑
土
居
次
義
の
論
文
の
出
会
い
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
︑
そ
の

時
期
は
い
つ
ご
ろ
で
あ
ろ
う
か
︒
作
者
の
自
筆
年
譜
︵
注
11
︶に

よ
れ
ば
︑﹁
閨
秀
﹂
の
執
筆
時
期
は
昭
和
四
十
七
年
七
月
十
五
日
か
ら
八
月
十
三

日
で
あ
っ
た
︒
で
は
﹃
青
眉
抄
﹄
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
初
版
本
の
刊
行
は
六
合
書
院
︵
昭
一
八
・
八
︶
で
あ
る
が
︑
先
の
中
央
公
論
社

の
単
行
本
の
末
尾
に
記
し
た
﹁
著
者
注
﹂
に
は
﹁
松
園
随
筆
﹃
青
眉
抄
﹄︵
三
彩
社
︶
の
一
部
援
用
を
許
可
さ
れ
た
版
権
者
上
村
松
篁
氏

に
深
く
感
謝
し
て
︑
附
記
し
ま
す
﹂
と
あ
り
︑
三
彩
社
版
︵
昭
和
四
七
・
一
︶
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
土
居
論
文
﹁
祇

園
せ
い
と
く
︵
井
特
︶﹂
の
初
出
は
﹁
日
本
美
術
工
藝
﹂︵
昭
二
五
・
六
︶
だ
が
︑
先
の
﹁
祇
園
せ
い
と
く
と
上
村
松
園
﹂
の
な
か
で
﹁
こ

の
論
文
は
﹃
近
世
日
本
絵
画
の
研
究
﹄︵
美
術
出
版
社
︶
と
い
う
大
著
に
収
め
ら
れ
た
一
篇
で
あ
り
︑
幸
い
氏
の
文
体
は
そ
の
温
厚
さ
な
が

ら
私
に
は
た
い
そ
う
読
み
易
く
︑
常
に
座
右
に
備
え
て
愛
読
翻
読
し
て
い
る
本
で
あ
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
初
出
誌
で
は
な

く
単
行
本
を
参
照
し
た
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
本
は
昭
和
四
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
︑
祇
園
井
特

に
関
す
る
資
料
が
ま
ず
先
に
あ
り
︑
そ
の
後
﹃
青
眉
抄
﹄
に
ふ
れ
︑
と
り
わ
け
砂
書
き
の
老
人
の
姿
を
触
媒
に
し
て
一
気
に
醸
成
さ
れ
た
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も
の
と
考
え
て
よ
い
︒
お
そ
ら
く
昭
和
四
十
七
年
の
早
い
時
期
で
あ
ろ
う
︒

︵
５
︶
母
に
拒
ま
れ
る
松
造

未
婚
の
母
と
し
て
子
を
育
て
た
松
園
と
︑
同
様
に
未
婚
の
母
と
し
て
自
分
を
産
み
捨
て
た
実
母
と
の
大
き
な
違
い
を
前
に
し
て
︑
心
深

く
垂
れ
た
重
り
は
︑
秦
恒
平
に
︿
母
な
る
も
の
﹀
へ
の
憧
憬
を
描
か
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
作
者
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
苦
し
み
を
背
負
っ

て
︿
松
造
﹀
は
︑
母
に
拒
ま
れ
た
子
と
し
て
送
り
出
さ
れ
る
の
だ
が
︑
作
品
中
で
語
ら
れ
る
履
歴
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

松
造
は
や
は
り
祇
園
神
幸
道
で
三
味
線
の
張
替
な
ど
を
業
と
し
て
い
た
通
称
井
徳
の
生
ま
れ
で
︑
父
は
徳
造
︑
即
ち
画
家
井
特

だ
っ
た
︒
井
特
は
絵
は
本
業
で
は
な
か
っ
た
が
︑
祇
園
花
見
町
の
稲
葉
屋
の
芸
妓
小﹅

み﹅

つ﹅

に
松
造
を
産
ま
せ
た
頃
は
殆
ど
家
業
を
顧

み
な
か
っ
た
︒
売
れ
っ
妓
の
小﹅

み﹅

つ﹅

は
だ
が
井
特
の
女
房
と
は
な
ら
ず
に
仕
舞
に
︑
井
光
と
看
板
を
あ
げ
る
茶
屋
の
お
か
み
に
な
っ
た
︒

松
造
は
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
か
ら
︑
神
幸
道
の
家
で
飯
焚
き
の
女
に
あ
ず
け
ら
れ
て
の
捨
て
育
ち
で
︑
稲
葉
屋
へ
母
の
顔
を
見
に

行
っ
て
も
︑
当
の
母
か
ら
犬
猫
な
み
に
手
の
ひ
ら
を
返
し
て
追
い
た
て
ら
れ
た
︒
井
特
は
早
く
か
ら
男
や
も
め
で
︑
仕
方
な
く
︑
松

造
も
四
つ
五
つ
か
ら
父
が
席
描
き
に
主
に
祇
園
の
茶
屋
を
ま
わ
っ
た
り
︑
時
に
頼
ま
れ
て
武
士
町
人
隠
居
な
ど
の
絵
を
描
き
に
行
く

時
も
こ
ぶ
に
な
っ
て
付
い
て
廻
っ
た
︒

こ
の
後
に
︑
柚
木
太
淳
の
解
剖
書
を
描
く
と
き
︑
父
井
特
と
共
に
鈍
雅
と
い
う
名
前
で
参
加
し
︑
二
十
歳
で
父
を
失
っ
た
が
︑
父
同
様

に
肖
像
画
と
も
美
人
画
と
も
つ
か
な
い
絵
を
描
き
な
が
ら
﹁
偽
作
で
な
り
わ
い
を
立
て
﹂﹁
画
技
に
署
名
を
求
め
ら
れ
れ
ば
平
然
と
祇
園
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井
特
と
書
﹂
い
た
ら
し
い
︑
と
あ
る
︒

こ
こ
に
父
井
特
と
母
の
芸
妓
小
み
つ
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
こ
の
小
説
は
︑
冒
頭
で
︑
松
造
が
死
ん
で
四
年
後
︑

安
井
神
社
に
は
﹁
松
つ
ぁ
ん
の
母
親
の
風
変
わ
り
な
絵
馬
が
あ
る
ら
し
い
﹂
と
母
に
教
え
ら
れ
て
境
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
の
で
あ
る
︒

や
が
て
︑
つ
ね
は
﹁
か
つ
て
何
百
枚
と
見
て
来
た
中
で
も
こ
ん
な
絵
馬
は
な
か
っ
た
と
い
う
一
枚
﹂
を
見
つ
け
る
︒
天
保
十
年
に
描
か

れ
た
﹁
中
央
に
願
主
と
思
し
き
女
が
合
掌
し
金
の
御
幣
を
拝
ん
で
い
る
﹂
絵
で
あ
っ
た
︒
周
囲
に
は
ざ
わ
ざ
わ
歩
み
寄
る
十
数
人
の
男
た

ち
が
驚
く
ほ
ど
器
用
に
描
か
れ
て
い
た
︒
し
か
し
面
白
い
の
は
︑
画
面
上
に
書
か
れ
た
︑
願
主
の
︿
み
つ
﹀
の
絵
馬
奉
納
の
趣
意
で
あ
る
︑

す
な
わ
ち
﹁
こ
れ
ま
で
男
さ
ん
ゆ
え
に
重
々
懲
り
た
の
で
︑
此
の
度
び
心
を
改
め
男
さ
ん
は
一
切
断
つ
こ
と
に
し
た
︒
今
日
佳
日
を
卜
し

て
自
分
の
髪
と
こ
の
心
と
を
︑
謹
ん
で
幼
来
信
じ
奉
り
か
ず
か
ず
御
利
益
に
あ
ず
か
っ
た
当
社
の
金
比
羅
大
神
の
御
前
に
奉
納
し
︑
改
心

を
誓
う
︑
但
し
三
ケ
年
間
の
事
﹂
と
読
め
た
︒
こ
の
﹁
三
ケ
年
間
の
事
﹂
と
い
う
︑
期
間
を
限
定
す
る
但
し
書
き
に
思
わ
ず
笑
い
を
噛
み

殺
し
︑
つ
ね
は
ふ
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
絵
馬
の
左
下
隅
に
﹁
井
み
つ
﹂
と
小
さ
く
署
名
し
た
も
の
が
︑
松
つ
ぁ
ん
が
砂
絵
に
名
前
を
入

れ
た
﹁
井
松
﹂
と
文
字
︑
形
が
よ
く
似
て
い
た
︒
松
造
の
苗
字
は
井
田
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
︒
み
つ
が
松
造
の
母
親
に
ち
が
い
な
い

が
︑
こ
の
絵
馬
を
描
い
た
の
は
松
造
で
は
な
い
か
と
思
い
付
く
の
で
あ
る
︒
み
つ
は
五
十
四
歳
と
は
見
え
な
い
よ
う
に
若
く
描
か
れ
て
い

る
︒
最
初
は
や
は
り
年
寄
り
に
描
か
れ
た
く
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
が
︑
実
は
そ
う
希
望
し
た
の
は
︑
描
く
側
の
松
造
だ
っ
た
の
か
と
気

付
く
︒
後
半
で
︑
博
物
館
の
研
究
員
が
言
う
よ
う
に
﹁
安
井
の
井
み
つ
の
絵
馬
も
松
造
の
筆
に
違
い
な
く
﹂﹁
生
み
の
母
へ
の
皮
肉
か
報

復
か
﹂
と
思
い
巡
ら
せ
て
い
る
が
︑
し
か
し
こ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
か
ら
推
測
す
る
か
ぎ
り
︑
松
造
が
母
親
を
憎
ん
で
い
た
よ
う
に
は
見

え
な
い
︒﹁
そ
ん
な
母
親
で
も
松
つ
ぁ
ん
は
き
っ
と
好
き
で
慕
っ
て
い
た
の
だ
と
松
園
は
想
像
し
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
松
造
の
心
中
を
忖
度
す
る
と
き
︑﹁
た
っ
た
一
度
だ
け
︑
松
つ
ぁ
ん
は
砂
絵
を
途
中
で
や
め
て
描
き
切
ら
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
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事
実
は
重
要
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
一
人
の
女
の
立
姿
ら
し
か
っ
た
﹂
が
︑
肩
さ
き
か
ら
描
き
始
め
た
が
︑
胸
か
ら
上
を
残
し
て
黙
っ
て
し

ま
い
︑
突
然
﹁
雪
駄
で
さ
っ
と
女
の
膝
か
ら
下
を
踏
み
乱
し
て
﹂
し
ま
っ
た
の
だ
︒﹁
烈
し
く
舌
打
ち
す
る
よ
う
な
低
声
﹂
が
聞
こ
え
た
︒

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
︒
胸
か
ら
上
が
描
け
な
い
︑
顔
が
描
け
な
い
と
は
︑
母
の
面
影
が
浮
か
ん
で
来
な
い

の
か
︑
そ
れ
と
も
面
影
が
浮
か
ん
だ
た
め
に
描
く
こ
と
が
躊
躇
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
烈
し
い
舌
打
ち
に
込
め
ら
れ
た
思
い
は
深
い
︒
産

み
捨
て
た
母
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
母
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
自
己
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
︑
判
然
と
し
な
い
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
不
意
に
突
き
上
げ
て
き
た
母
へ
の
怨
み
︑
恋
し
さ
︑
切
な
さ
︑
や
る
せ
な
さ
の
混
淆
と
し
た
感
情
︑
そ
の
思
い
が
け
な

い
昂
ぶ
り
に
戸
惑
い
︑
う
ま
く
処
理
で
き
ず
に
い
た
の
だ
︒

さ
ら
に
言
え
ば
︑
こ
の
と
き
松
造
が
描
こ
う
と
し
た
﹁
女
の
立
姿
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
図
柄
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
即
座
に
思
い
浮
か

ぶ
の
は
︑
父
井
特
の
﹁
美
人
図
﹂
に
描
か
れ
た
芸
妓
の
構
図
で
あ
る
︒
つ
ね
は
︑
み
つ
の
絵
馬
に
﹁
一
種
克
明
か
つ
珍
奇
な
写
生
に
井
特

を
感
じ
て
い
た
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
あ
る
い
は
ま
た
︑
井
特
の
作
風
が
美
人
画
と
い
う
よ
り
肖
像
画
で
あ
っ
た
点
か
ら
も
︑
数
あ
る

作
品
の
な
か
に
は
母
み
つ
を
描
い
た
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
︑
そ
れ
を
松
造
は
見
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
す
で
に
︑
肩

さ
き
か
ら
袖
へ
そ
し
て
裾
か
ら
形
の
い
い
足
︑
木
履
ま
で
描
い
て
い
た
︒
そ
し
て
そ
の
顔
を
母
み
つ
を
思
い
な
が
ら
描
こ
う
と
し
た
と

き
︑
複
雑
な
感
情
が
松
造
の
手
を
止
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒
後
半
で
﹁
松
つ
ぁ
ん
が
む
か
し
︑
描
き
か
け
た
ま
ま
足
で
踏
み
に
じ
っ
た
女

の
絵
は
そ
の
風
変
わ
り
な
母
親
の
姿
だ
っ
た
か
と
想
え
て
な
ら
な
か
っ
た
﹂
と
松
園
の
回
顧
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
︑
一
方
で
︑
つ
ね
は
ふ
と
叔
父
に
連
れ
ら
れ
て
い
っ
た
吉
田
屋
で
見
せ
て
も
ら
っ
た
井
特
の
﹁
美
人
図
﹂
を

思
い
出
し
︑
特
徴
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
大
店
の
呉
服
商
は
つ
ね
の
絵
を
買
い
取
っ
て
く
れ
︑
美
人
画
の
よ
い
参
考
が
な
い
の
が
気
の
毒

だ
と
所
蔵
の
作
品
を
見
せ
て
く
れ
た
の
だ
が
︑
そ
の
中
に
井
特
が
あ
っ
た
︒
山
口
素
絢
な
ど
の
美
人
画
と
ち
が
う
﹁
生
き
た
表
情
﹂
が

あ
っ
た
︒﹁
写
生
に
徹
し
て
﹂﹁
肖
像
画
﹂
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
み
つ
の
絵
馬
と
井
特
の
美
人
図
に
共
通
点
を
見
い
出
し
て
い
る
︒

―46―



つ
ま
り
描
か
れ
た
女
性
は
﹁
ど
ち
ら
か
が
井
特
の
女
房
か
娘
か
︑
い
っ
そ
両
方
同
人
か
或
い
は
姉
妹
か
﹂
と
推
測
さ
れ
る
ほ
ど
似
て
い
た

の
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
絵
馬
を
描
い
た
松
造
も
︑
美
人
図
を
描
い
た
井
特
も
︑
二
人
と
も
み
つ
を
モ
デ
ル
に
し
て
描
い
た
可
能

性
が
強
い
と
言
っ
て
よ
い
︒
な
に
よ
り
松
造
は
﹁
父
同
様
に
肖
像
画
と
も
美
人
画
と
も
つ
か
ぬ
絵
を
描
﹂
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
二

人
は
同
じ
作
風
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
作
品
の
流
れ
は
︑
井
特
の
美
人
図
の
モ
デ
ル
が
︿
み
つ
﹀
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る

よ
う
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
︒

つ
ね
は
︑
し
か
し
︑
井
特
の
画
に
惹
か
れ
は
し
て
も
︑
自
分
な
り
の
美
人
画
を
描
こ
う
と
思
う
︒
そ
れ
は
﹁
廓
の
女
や
大
夫
﹂
で
は
な

く
﹁
美
人
と
い
え
ば
つ﹅

ね﹅

に
は
母
の
よ
う
な
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
﹂﹁
母
を
描
く
︑
そ
れ
も
母
の
心
を
描
き
︑
母
な
る
も
の
を
描
き
た
い
﹂

と
い
う
願
い
で
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
作
品
の
基
調
は
︿
母
﹀
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
︑
つ
ね
と
松
造
で
は
︑
求
め
る
︿
母
﹀
の
像
が
違

う
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
松
園
に
お
け
る
︿
母
﹀
と
は
現
存
す
る
母
の
生
き
方
へ
の
現
実
的
な
憧
憬
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
︑
松
造
は
自
分
を
産
み
捨
て
た
母
へ
の
愛
憎
を
混
在
さ
せ
た
夢
想
的
な
母
恋
い
で
あ
っ
た
︒

︵
６
︶
﹁
天
保
歌
妓
﹂
へ
の
願
望

こ
の
小
説
の
前
半
は
︑
安
井
金
比
羅
宮
の
絵
馬
堂
で
の
つ
ね
の
回
顧
で
あ
り
︑
そ
の
中
か
ら
井
特
の
美
人
図
や
松
造
の
砂
絵
書
き
が
浮

か
ん
で
く
る
構
成
で
あ
る
︒
過
去
の
で
き
ご
と
が
交
錯
す
る
が
︑
作
品
の
時
間
軸
は
︑
姉
こ
ま
が
嫁
ぐ
の
は
松
園
が
満
十
八
歳
の
と
き
で
︑

そ
の
あ
と
ど
ん
な
婿
を
貰
う
か
噂
が
た
っ
た
﹁
十
九
を
過
ぎ
二
十
の
声
を
聴
く
此
の
頃
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
松
園
に
と
っ
て
︿
母
恋
い
﹀

と
は
︑
寡
婦
と
し
て
一
家
を
支
え
︑
再
婚
も
せ
ず
に
二
人
の
娘
を
育
て
厳
し
く
強
く
生
き
た
姿
で
あ
り
︑
そ
ん
な
母
を
見
習
っ
て
生
き
る

こ
と
︑
そ
し
て
画
業
は
そ
ん
な
母
を
描
く
こ
と
に
集
約
さ
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
松
造
の
母
み
つ
の
よ
う
に
﹁
五
十
四
に
な
る
ま
で
男
の
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情
に
ほ
だ
さ
れ
つ
づ
け
て
︑
な
お
花
ご
こ
ろ
を
包
み
切
れ
ず
三
年
を
限
っ
て
男
を
断
と
う
と
い
う
よ
う
な
女
の
生
き
よ
う
﹂
と
の
相
違
を

比
較
す
る
と
き
︑
か
か
る
生
き
方
を
し
た
︿
み
つ
﹀
を
︑
母
は
ど
う
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
松
園
は
﹁
切
な
く
﹂
な
る
︒
正
反
対
に
も

見
え
る
こ
れ
ら
二
様
の
︿
母
﹀
の
生
き
方
を
対
比
す
る
と
こ
ろ
に
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

む
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
構
造
は
作
品
の
立
体
化
に
不
可
欠
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
︑
つ
ね
が
見
せ
る
︑
作
品
中
で
も
数
少
な
い
心
情
の
︿
切

な
さ
﹀
の
内
実
と
は
な
に
か
︒
自
分
を
律
し
な
が
ら
我
が
子
を
育
て
あ
げ
た
母
の
自
己
犠
牲
の
も
と
で
画
業
を
成
し
得
た
こ
と
を
考
え
る

と
き
感
謝
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
︑
同
時
に
自
分
が
母
の
女
性
と
し
て
の
幸
せ
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
切
な
い
の

で
あ
る
︒
そ
の
感
情
は
母
の
あ
と
を
追
っ
て
生
き
る
覚
悟
を
も
つ
自
分
へ
の
切
な
さ
の
予
覚
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
一
種
の
欠

落
感
は
︑
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
松
園
論
で
︑
松
園
は
母
に
な
る
と
き
﹁
娘
の
側
か
ら
も
自
分
が
夫
を
も
た
ぬ
母
と
な
る
こ
と
で
︑
母
の

愛
と
献
身
に
殉
じ
共
感
を
示
し
た
い
﹂
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
書
く
が
︑
同
時
に
︑
母
は
﹁
父
親
を
与
え
え
な
か
っ
た
重
く
切
な
い
負
い
め

を
感
じ
た
に
違
い
な
く
﹂
と
書
き
記
す
作
者
の
心
情
と
も
響
き
合
う
は
ず
で
あ
る
︒
一
方
︑
絵
馬
に
見
ら
れ
る
︿
み
つ
﹀
の
よ
う
に
︑
奔

放
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
︵
そ
う
生
き
る
ほ
か
道
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
︶
芸
妓
と
し
て
女
と
し
て
生
き
た
母
の
姿
を
知
る
松
造
に
は
︑
生

み
育
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
根
源
的
な
欠
落
の
痛
み
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
二
人
が
抱
く
そ
れ
ぞ
れ
の
欠
落
の

感
覚
が
こ
の
対
比
か
ら
読
み
取
れ
そ
う
で
あ
る
︒

ま
た
︑
後
半
は
松
園
が
母
を
亡
く
し
た
昭
和
九
年
を
基
軸
と
す
る
︒
松
園
満
五
十
九
歳
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
嗣
子
信
太
郎
に
は
妻
た
ね

が
い
る
し
︑
孫
も
い
る
︒
母
を
思
い
な
が
ら
﹁
母
子
﹂
や
﹁
青
眉
﹂
を
描
い
た
︒
今
度
は
嫁
の
た
ね
を
モ
デ
ル
に
﹁
序
の
舞
﹂
を
描
こ
う

と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
前
に
﹁
手
な
ら
し
﹂
の
よ
う
に
﹁
今
度
こ
そ
女
の
た
だ
立
姿
を
描
こ
う
﹂
と
思
っ
て
い
た
と
き
︑
京
都
博

物
館
で
祇
園
井
特
の
展
示
が
あ
る
こ
と
を
知
る
︒
そ
の
な
か
で
﹁
大
夫
立
姿
図
﹂
は
﹁
一
段
す
ぐ
れ
て
優
し
い
絵
だ
っ
た
﹂
︒
そ
れ
は
﹁
何

か
し
ら
教
え
て
呉
れ
た
が
︑
謙
虚
に
学
び
な
が
ら
今
こ
そ
自
分
の
美
人
画
が
一
つ
の
典
型
を
得
た
い
﹂
と
︑﹁
井
特
の
あ
の
大
夫
図
に
打
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ち
重
ね
る
よ
う
に
自
分
の
絵
の
久
し
い
理
想
の
形
を
表
立
て
て
み
よ
う
と
決
め
た
﹂
松
園
は
︑
そ
の
小
下
絵
作
り
を
始
め
る
︒﹁
天
保
歌

妓
﹂
の
制
作
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
小
下
絵
に
苦
心
惨
憺
し
て
夜
半
に
床
に
入
っ
た
﹂
松
園
は
夢
を
見
る

ち
き
り
や
の
店
先
で
愛
想
よ

く
声
を
か
け
る
若
い
母
が
い
る
︒
か
と
思
う
と
︑
暗
い
と
こ
ろ
で
若
い
松
つ
ぁ
ん
と
向
か
い
合
っ
て
座
っ
て
い
る
︒
松
つ
ぁ
ん
が
砂
絵
を

描
く
︒
眼
を
あ
け
る
と
皴
く
ち
ゃ
の
顔
が
笑
っ
て
い
る
︒
握
っ
た
手
か
ら
色
砂
が
こ
ぼ
れ
︑
赤
や
黄
や
藍
や
黒
が
入
り
混
じ
っ
て
︑
鮮
や

か
に
宙
に
描
き
始
め
る
︒
つ
ね
も
急
い
で
矢
立
て
の
筆
を
も
っ
て
追
い
か
け
る
︒
ふ
と
母
が
近
づ
い
て
く
る
︒

﹁
お
母
は
ん
ち
ょ
っ
と
其
処
へ
立
っ
て
み
と
お
く
れ
や
す
﹂

母
の
返
事
は
な
か
っ
た
︒
つ﹅

ね﹅

は
じ
っ
と
暁
け
て
ゆ
く
空
を
見
上
げ
た
︒
さ
ら
さ
ら
砂
を
ま
く
音
が
し
て
︑
右
か
ら
二
本
︑
左
か

ら
二
本
︑
艶
や
か
な
鼈
甲
の
簪
が
大
空
に
添
い
寄
っ
て
柔
ら
か
な
女
の
前
髪
を
飾
っ
た
︒
華
奢
な
挿
櫛
︑
ゆ
っ
た
り
結
い
上
げ
た
髷
︒

紫
に
白
の
水
玉
の
手
柄
は
見
覚
え
て
い
た
︒
衿
も
と
か
ら
抜
け
出
た
項
︑
す
こ
し
半
身
に
涼
し
い
瞳
も
と
を
張
っ
て
母
は
心
も
ち
遠

く
何
か
を
見
て
い
る
︒

あ
れ
は
お
母
は
ん
や
ろ
う
か
︒

お
母
は
ん
に
違
い
な
い
︒

右
手
は
か
る
く
耳
の
う
し
ろ
へ
︒
左
手
で
︑
孔
雀
の
羽
根
の
一
筋
を
大
規
模
に
描
い
た
帯
下
で
褄
を
ゆ
っ
た
り
と
っ
て
︒

﹁
お
母
は
ん
︑
綺
麗
や
わ

﹂
と
つ﹅

ね﹅

は
呼
ん
で
い
た
︒

﹁
い
や
︑
あ
れ
は
お
っ
さ
ん
の
お
母
は
ん
や
が
︒
き
れ
い
な
お
人
や
ろ
が
﹂
と
松
つ
ぁ
ん
も
負
け
じ
と
叫
ん
だ
︒
遠
い
空
の
黄
金
色

が
刻
々
と
ま
ぶ
し
く
光
り
は
じ
め
︑
母
の
姿
は
孔
雀
の
羽
根
か
ら
︑
あ
げ
た
手
さ
き
か
ら
︑
気
が
る
な
下
駄
の
上
の
素
足
か
ら
︑
朦

朧
と
影
を
薄
め
て
行
っ
た
︒
散
り
崩
れ
た
五
彩
の
砂
は
︑
や
が
て

輝
く
い
ち
め
ん
の
朝
空
に
沈
ん
だ
︒

秦
恒
平
﹁
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﹂
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末
尾
︑
夢
の
な
か
で
︑
つ
ね
が
松
造
と
一
緒
に
母
親
を
偲
ぶ
情
景
は
作
者
の
も
っ
と
も
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
場
面
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ

う
︒
松
園
が
母
に
敬
愛
を
こ
め
て
生
き
方
を
見
習
っ
た
よ
う
に
︑
松
造
が
産
み
捨
て
た
母
を
な
お
慕
う
よ
う
に
︑
ま
た
作
者
が
自
分
を
産

み
な
が
ら
育
て
ら
れ
ず
に
貰
い
子
と
し
た
母
を
そ
れ
で
も
恋
し
く
思
う
よ
う
に
︑
そ
れ
ら
三
様
の
願
い
を
受
け
た
︿
母
﹀
は
夢
の
な
か
で

輝
き
︑
夢
ゆ
え
に
や
が
て
黄
金
色
の
薄
も
や
の
な
か
へ
消
え
て
ゆ
く
︒
最
初
は
そ
ば
に
い
て
合
槌
を
打
っ
て
く
れ
た
は
ず
の
母
は
︑
ふ
と

気
付
く
と
遠
ざ
か
っ
て
︑
も
う
判
然
と
し
な
い
の
だ
︒
今
は
亡
き
母
を
慕
う
純
粋
な
思
い
だ
け
が
漂
う
︒

最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
の
夢
で
描
か
れ
る
﹁
孔
雀
の
羽
根
の
一
筋
を
大
規
模
に
描
い
た
帯
下
で
褄
を
ゆ
っ
た
り
﹂
と
っ
た
女
人
の
立

姿
こ
そ
︑
あ
の
﹁
天
保
歌
妓
﹂
の
図
柄
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
天
保
歌
妓
﹂
が
夢
幻
の
う
ち
に
も
︑
母
へ
の
追

慕
と
憧
憬
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
れ
が
松
造
の
砂
絵
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
と
こ
ろ
に
︑
遠
い
あ
の
日
︑
烈

し
い
舌
打
ち
と
と
も
に
雪
駄
で
踏
み
に
じ
っ
て
描
く
の
を
や
め
た
母
み
つ
の
砂
絵
が
完
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
松
造
に

仮
託
し
た
作
者
の
や
さ
し
さ
の
反
映
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
は
母
の
み
つ
が
﹁
天
保
歌
妓
﹂
の
モ
デ
ル
に
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮

説

そ
こ
に
松
造
の
母
だ
け
で
な
く
︑
作
者
自
身
の
母
︵
注
12
︶を

も
投
影
さ
せ
て

そ
れ
こ
そ
作
者
が
抱
い
て
い
た
ひ
そ
や
か
な
願
望
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒

注
注
１

加
藤
類
子
﹃
虹
を
見
る

松
園
と
そ
の
時
代
﹄︵
一
九
九
九
・
一
○

京
都
新
聞
社
︶

注
２

上
田
三
四
二
﹃
清
経
入
水
﹄
解
説
︵
角
川
文
庫

昭
和
五
一
・
一
二
︶

注
３

吉
田
健
一
﹁
見
事
⁝
絵
と
言
葉
の
秘
儀

﹃
閨
秀
﹄
を
読
む
﹂︵
朝
日
新
聞
夕
刊

文
芸
時
評
上

昭
和
四
七
・
一
一
・
二
七
︶︵﹃
湖
の
本
12
﹄

に
収
載
︶
︒
以
下
︑
吉
田
氏
の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
拠
る
︒
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注
４

秦
恒
平
﹃
湖
の
本
12

閨
秀
・
絵
巻
﹄︵
一
九
八
九
・
六
︶

注
５

秦
恒
平
﹁
上
村
松
園

母
よ
⁝
⁝
﹂︵﹁
芸
術
生
活
﹂
昭
和
四
七
・
一
○
︶︑
の
ち
﹃
顔
と
首
﹄︵
昭
和
五
三
・
一
二

小
沢
書
店
︶︒
題
名
と
引

用
は
﹃
顔
と
首
﹄
に
拠
る
︒

注
６

｢
祇
園
せ
い
と
く
と
上
村
松
園
﹂︵﹁
新
潮
﹂
昭
和
五
一
・
一
二
︶︑
の
ち
﹃
牛
は
牛
づ
れ
﹄︵
昭
和
五
四
・
三

小
沢
書
店
︶︒
な
お
︑
土
居
次
義
は

京
都
工
芸
繊
維
大
学
名
誉
教
授
で
︑
正
岡
子
規
と
浅
井
忠
の
交
友
を
描
い
た
﹁
糸
瓜
と
木
魚
﹂︵﹁
す
ば
る
﹂
二
一
号

昭
和
五
○
・
九
︑
の
ち
﹃
月

皓
く
﹄
昭
和
五
一
・
三

集
英
社
︶
に
登
場
す
る
﹁
Ｄ
教
授
﹂
で
あ
ろ
う
︑
本
文
中
に
﹁
私
は
Ｄ
教
授
の
日
本
美
術
史
を
聴
講
し
て
い
た
﹂
と
あ
る
︒

﹁
母
と
松
園
﹂
ほ
か
で
︑﹁
恩
師
﹂
と
記
さ
れ
る
の
は
そ
れ
故
か
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
土
居
次
義
の
名
は
﹁
明
治
初
年
の
洋
画
家
た
ち
﹂︵﹁
青
春
と
読
書
﹂

昭
和
四
九
・
一
二
～
五
○
・
一
○

連
載
︶
に
も
登
場
す
る
︒

注
７

秦
恒
平
﹁
﹁
観
る
﹂
意
味

松
園
畫
﹃
天
保
歌
妓
﹄
に
よ
せ
て
﹂︵﹁
ア
ー
ト
85
﹂
昭
和
六
○
・
一
○
︶︑
の
ち
﹃
猿
の
遠
景
﹄︵
平
成
九
・
五

紅

書
房
︶
︑
さ
ら
に
﹃
湖
の
本
１
２
３

繪
と
せ
と
ら
日
本
﹄︵
二
○
一
五
・
三
︶

注
８

秦
恒
平
﹁
母
の
松
園
﹂︵﹃
美
の
精
華

上
村
松
園
展
﹄
没
後
五
十
年
記
念

一
九
九
九
・
八

朝
日
新
聞
社
︶
︑
の
ち
﹃
湖
の
本
エ
ッ
セ
イ

28

猿
の
遠
景
・
母
の
松
園
他
﹄︵
二
○
○
三
・
六
︶︒
引
用
は
﹃
湖
の
本
﹄
に
拠
る
︒

注
９

上
村
松
園
﹃
青
眉
抄
﹄︵
昭
和
四
七
・
一
︑
新
装
版

昭
和
五
三
・
六

三
彩
社
︶︒
な
お
︑
六
合
書
院
版
︵
昭
和
一
八
・
一
○
︶
は
未
見
︒

注
10

土
居
次
義
﹁
祇
園
せ
い
と
く
︵
井
特
︶﹂︵﹁
日
本
美
術
工
藝
﹂
一
四
○
号

昭
和
二
五
・
六
︶
︑
な
お
目
次
に
は
土
井
次
義
と
あ
る
︒

注
11

秦
恒
平
﹃
四
度
の
瀧
﹄︵
昭
和
六
○
・
一

珠
心
書
肆
︶
所
載
の
﹁
年
譜
﹂
に
拠
る
︒

注
12

注
11
と
同
じ
︒
昭
和
三
十
六
年
の
項
に
﹁
生
母
ふ
く
六
十
七
歳
で
死
去
の
報
に
接
し
︑
や
が
て
遺
品
が
届
い
た
が
敢
え
て
共
に
看
過
し
た
﹂
と
あ

り
︑
複
雑
な
心
境
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
︒
作
者
二
十
五
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
﹁
母
の
死
・
出
会
い
﹂︵
﹁
海
﹂
昭
和
四
七
・
八
︶
で

は
﹁
母
は
歌
を
詠
む
人
だ
っ
た
ら
し
い
︒
不
幸
な
老
人
た
ち
の
世
話
に
身
を
挺
し
た
人
ら
し
い
︒
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
逆
に
み
と
ら
れ
て
死
ん
だ
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ら
し
い
︒
私
の
手
も
と
に
新
訳
聖
書
と
賛
美
歌
集
と
︑
啄
木
に
つ
い
て
金
田
一
博
士
の
書
か
れ
た
本
を
二
冊
遺
し
て
行
っ
た
︒
ま
た
訃
報
の
あ
と
を

追
っ
て
私
宛
に
何
か
一
包
の
遺
品
が
届
い
た
が
︑
私
は
こ
わ
く
て
今
も
開
け
て
み
る
気
に
な
れ
な
い
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
執
筆
当
時
の
心
境
が
う
か

が
え
る
も
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
﹁
母
な
る
近
江
﹂︵﹁
湖
国
と
文
化
﹂
昭
和
五
三
・
一
︶
で
は
︑
﹁
昭
和
五
十
二
年
三
月
に
な
っ
て
︑
は
じ
め
て
母
が

私
に
遺
し
て
行
っ
た
と
い
う
︑
一
包
み
の
荷
の
紐
を
解
い
た
︒
遺
愛
の
品
に
ま
じ
っ
て
歌
集
が
一
冊
入
っ
て
い
た
︒
著
者
名
は
﹁
阿
部
鏡
﹂
だ
が
︑

筆
名
で
︑
本
名
は
﹁
阿
部
ふ
く
﹂
で
あ
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
な
が
え

ひ
ろ
の
ぶ
・
近
代
文
学
研
究
家
︶
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