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河
口
村

そ
し
て
ま
た
小
豆
も
ほ
し
て
ゐ
る

は
く
か
の
や
う
に

時
々
湖
水
の
す
ず
し
い
風
が

大
き
な
柿
の
木
の
葉
と
桑
の
葉
を
白
く
か
へ

さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
河
口
村
は

し

き
ん
い
ろ
の
麦
打
の
八
月

唐
土
黍
の
葉
を
さ
や
さ
や
と
な
ら
し

な
が
れ
こ
ん
で
く
る

男
は
真
裸

女
は
手
拭
被
り

そ
の
度
に
麦
ほ
こ
り
が
ま
ひ
あ
が
る

娃;さ
2挙
区Z 
干 L
害み
に{l
iま腔

ひ

胡
瓜
の
花
の
あ
か
る
さ

貧
し
い
胡
麻
も
い
ま
花
ざ
か
り
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白
粉
の
花
も
咲
い
て
ゐ
る

富
士
を
浮
か
べ
た
湖
水
で

さ
っ
き
ぬ
ら
し
た
僕
の
手
拭
は

も
う
す
っ
か
り
か
わ
い
て
い
る

風
と
ほ
し
の
よ
い
家

ま
つ
く
ろ
な
天
井
か
ら
川
魚
の
串
ざ
し
を
下
げ
た
家

紋
付
羽
織
の
や
う
に

つ
ん
と
す
ま
し
た
富
士
を
軒
い
っ
ぱ
い
に
見
る
家

縁
に
ね
こ
ろ
び

日
に
し
み
る
赤
い
肉
桂
水
を
な
め
な
が
ら

蛸fも
に う
ひぢ
どき
くよ
さ い
き お
れ嫁
て さ
しん
ま に
つな
たる

娘

か
ら
か
っ
て
ゐ
る
と

暑
い
日
ざ
か
り
を
水
浴
び
に
ゆ
く
子
供
ら
は

芋
の
葉
を
か
ぶ
っ
て
ゐ
る

ま
つ
く
ろ
な
顔
は
西
瓜
提
灯
の
や
う
で
あ
る

湖
水
の
風
に
と
ほ
く
唄
が
き
こ
え
て
く
る

桑
摘
み
に
で
て
ゐ
る
人
た
ち
ら
し
い

こ
の
「
河
口
村
」
を
冒
頭
に
据
え
、
全
部
で
二
十
四
篇
の
、
主
と
し
て
地
方
の

村
々
あ
る
い
は
温
泉
地
の
風
物
を
描
い
た
作
品
が
、
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
、

「
麦
粉
を
は
か
る
夢
」
と
い
う
総
題
の
も
と
に
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

総
題
と
同
一
の
題
名
を
も
っ
作
品
は
二
十
四
篇
の
中
に
は
見
当
ら
な
い
が
、
詩
「
本

栖
村
」
の
最
終
連
に
「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
を
/
煤
け
た
テ
ン
プ
の
ま
は
り
/
山

そ
ば

の
人
た
ち
の
質
素
な
ゆ
め
|
蕎
麦
う
ち
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
麦
粉
を
は
か
つ
て

ゐ
る
や
う
な
ゆ
め
は
/
う
す
い
あ
を
い
思
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
が
あ

る
。
「
麦
粉
を
は
か
る
夢
」
と
い
う
総
題
は
こ
の
詩
句
に
基
づ
い
て
付
け
ら
れ
た

五

の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
詩
句
に
表
明
さ
れ
て
い
る
作
者
の
観
点
な
い
し
感
性
は
、

こ
こ
に
束
ね
ら
れ
た
二
十
四
篇
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
世
界
の
根
底
に
、
濃
淡
の
差
は

あ
れ
、
共
通
し
て
見
て
と
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
ば

作
者
田
中
冬
二
自
身
が
、
「
蕎
麦
う
ち
を
し
て
ゐ
る
や
う
な

麦
粉
を
は
か
つ

て
ゐ
る
や
う
な
」
そ
の
よ
う
な
「
質
素
」
な
見
方
で
、
「
山
の
人
た
ち
の
質
素
な
L

生
き
方
や
生
活
の
様
態
を
見
、
そ
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
生
き
方
を
人
間

本
来
の
も
の
と
観
じ
、
人
間
生
活
の
あ
る
べ
き
姿
、
い
わ
ば
「
ゆ
め
」
と
し
て
捉

ぇ
、
そ
の
よ
う
な
共
感
に
立
っ
て
詩
世
界
を
形
象
化
し
て
い
る
。
形
象
化
さ
れ
た

か
さ

詩
世
界
自
体
が
あ
た
か
も
「
う
す
い
あ
を
い
畳
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
」
か
の
よ
う
な

趣
き
を
備
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
麦
粉
を
は
か
る
夢
」
と
は
田
中
冬
二
自
身
の

「
夢
」
で
あ
り
、
こ
の
総
題
の
も
と
に
束
ね
ら
れ
た
二
十
四
篇
の
詩
に
う
た
わ
れ

て
い
る
諸
情
景
を
、
田
中
冬
二
は
独
自
の
は
か
り
方
で
「
は
か
つ
て
ゐ
る
」
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
「
麦
粉
」
の
お
ぼ
ろ
お
ぼ
ろ
と
し
た
感
触
や
「
う
す
い
あ
を
い
盤
L

の
薄
育
さ
や
輪
廓
を
通
し
て
、

田
中
冬
二
は
諸
事
物
を
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
た
め
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
詩
世
界
そ
の
も
の
が
「
麦
粉
を
は
か
つ
て
ゐ
る
や

う
な
ゆ
め
し
の
如
き
趣
き
を
呈
し
て
い
る
。

詩
「
河
口
村
」
に
描
か
れ
た
情
景
は
、
「
風
と
ほ
し
の
よ
い
家
」
の
「
縁
に
ね

こ
ろ
び
目
に
し
み
る
赤
い
肉
桂
水
を
な
め
な
が
ら
」
作
者
が
頭
を
め
ぐ
ら
し
て

う
ち
そ
と

見
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
者
の
位
置
を
軸
に
し
て
「
家
」
の
内
外
の
情
景
が
見

わ
た
さ
れ
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

河
口
村
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
情
景
を
選
択
し
、
こ
の
よ
う

な
情
景
と
し
て
表
現
す
る
l
そ
う
し
た
詩
的
営
為
の
中
核
に
あ
る
も
の
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
田
中
冬
二
の
眼
の
働
き
で
あ
り
、
そ
の
働
き
の
奥
に
あ
る
人
間
観
、



人
生
観
で
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら
派
生
す
る
彼
独
自
の
感
性
、
感
覚
、
美
意
識
、
価

値
観
等
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
諸
情
景
を
通
し
て
、
ー
田
中
冬
三
は
、
如
上
の

お
の
が
属
性
を
確
認
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
風
物
が
描
か
れ
て
い
る
、
が
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
れ
ら
の

風
物
を
か
く
の
如
き
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
こ
の
村
の
人
々
の
人
間
性
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
の
人
間
性
が
、
こ
の
作
品
世
界
に
独
特
の
明
る
さ
と
細
や
か
な
陰
影

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
明
る
さ
と
陰
影
は
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
こ
の
村
人

た
ち
の
人
間
性
に
共
感
の
思
い
を
寄
せ
る
作
者
自
身
の
、
心
的
状
況
の
鋭
敏
な
反

映
で
も
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
た
季
節
は
、
「
き
ん
い
ろ
の
麦
打
の
八
月
」
(
第
三

行
)
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
真
夏
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の

作
品
世
界
に
は
暑
く
る
し
さ
や
、
蒸
し
暑
き
が
な
い
。
「
風
と
ほ
し
の
よ
い
家
」
(
第

十
六
行
)
と
同
様
に
、
こ
の
作
品
世
界
を
も
「
時
々
湖
水
の
す
ず
し
い
風
」
が
吹

き
技
け
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
視
界
が
澄
み
、
も
ろ
も
ろ
の
物
の
輪

廓
が
鮮
明
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「
は
く
か
の
や
う
に
」
と
い
う
第
一
行
の
直
喰
表
現
は
、
冬
二
独
自
の
感
性
的

把
握
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
を
読
む
者
の
嘆
覚
と
皮
膚
感
覚
に
、
あ
る
い
は
、

眼
を
刺
激
す
る
と
い
う
点
で
は
視
覚
に
、
鋭
く
、
繊
細
に
働
き
か
け
、
そ
れ
ら
を

感
覚
的
に
刺
激
す
る
か
た
ち
で
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。
「
は
く
か
の
や
う
に
」
と

い
う
表
現
に
接
し
て
、
読
む
者
は
、

j

薄
荷
の
葉
や
茎
の
、
あ
る
場
合
に
は
薄
荷
油

や
薄
荷
精
の
も
た
ら
す
刺
激
性
の
強
い
香
気
や
、
そ
れ
が
肌
に
触
れ
た
時
の
揮
発

性
の
高
い
感
触
を
思
い
お
こ
す
、
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
清
涼
感
や
爽
快
さ
は
、
次
行
の
「
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
」
と
い
う
詩
句
と
結
び
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つ
い
て
、
「
さ
っ
ぱ
り
」
の
具
体
的
な
性
情
や
「
は
れ
た
」
と
い
う
そ
の
晴
れ
具

合
の
具
体
を
、
感
覚
的
に
読
む
者
に
実
感
さ
せ
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
「
は

れ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
表
面
的
に
は
、
こ
の
日
は
朝
か
ら
爽
や
か
に
晴
れ
渡
つ

て
い
た
、
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
既
存
の
状
態
と
し
て
静
止
的
に
あ

り
続
け
る
晴
れ
た
様
態
を
表
現
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
前
の
「
は
れ
た
」
状
態

が
、
そ
う
い
う
も
の
に
な
る
に
至
る
ま
で
の
時
間
的
経
過
を
も
そ
れ
は
表
わ
し
て

いヲ心。

つ
ま
り
、
曇
っ
て
い
た
空
が
、
薄
荷
特
有
の
揮
発
性
に
似
た
作
用
に
基
づ

い
て
、

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
変
容
し
、
「
さ
っ
ぱ
り
は
れ
」
た
状
態
に
な
っ
た
、

と
い
う
動
的
状
況
を
も
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
「
は
く
か
の
や

う
に
/
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
」
と
い
う
詩
句
は
、
人
間
の
肌
に
触
れ
る
湿
気
の
な
い

空
気
の
爽
快
な
感
触
や
、
「
湖
水
の
風
」
の
涼
し
さ
な
ど
を
も
表
わ
し
て
お
り
、

そ
う
し
た
こ
と
も
か
か
わ
っ
て
、
こ
の
作
品
世
界
に
、
視
界
の
明
断
さ
や
事
物
の

輪
廓
の
鮮
明
さ
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
き
ん
い
ろ
の
麦
打
の
八
月
L

の
様
々
な
景
物
が
、
そ
う
し
た
明
断
な
視
界
の
ひ
ろ
が
り
の
中
で
的
確
に
捉
え
ら

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
河
口
村
」
と
い
う
固
有
名
調
は
、
固
有
名
詞
と
し
て
機
能
し
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
村
の
は
ず
れ
に
は
河
口
湖
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と

を
想
像
さ
せ
る
。
想
像
を
通
し
て
認
識
さ
れ
た
湖
水
の
ひ
ろ
が
り
と
水
の
色
は
、

「
き
ん
い
ろ
の
麦
」
と
色
彩
上
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
つ
つ
、
こ
の
作
品
に
描

か
れ
て
い
る
総
て
の
景
物
に
色
ど
り
を
添
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
湖
水
」
の
紺

宝
円
は
、
「
麦
」
の
「
き
ん
い
ろ
」
を
き
わ
だ
た
せ
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。

こ
の
「
き
ん
い
ろ
の
」
と
い
う
詩
句
は
、
麦
を
形
容
す
る
表
現
と
し
て
は
特
異

な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
置
か
れ

五
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た
時
、
こ
の
詩
句
が
も
た
ら
す
印
象
は
、
や
は
り
、

田
中
冬
三
に
特
有
の
質
の
も

の
と
な
る
。

「
五
月
/
み
や
う
ば
ん
色
の
田
舎
へ
ゆ
く
と
/
麦
の
青
鬼
が

を
吐
い
て
/
地
獄
の
夏
を
よ
ば
う
と
し
て
ゐ
る
」
「
そ
の
薄
紗
の
カ
ー
テ
ン
の
か

げ
に
/
村
の
娘
の
花
ざ
か
り
/
む
ん
む
ん
と
み
だ
ら
な
/
あ
か
る
い
は
だ
か

の
か
ぜ
が
/
花
?
を
あ
ら
ふ
の
で
/
七
月
は
/
す
っ
か
り
の
ど
が
か
わ
い
て
/

麦
の
穂
の
や
う
に
ね
む
い
よ
」
「
や
っ
と
ア
メ
リ
カ
の
旗
の
や
う
に
/
拓
い
た
畑
」

っ
き
夜
の
や
う
だ
」
な
ど
の
比
喰

き
ん
い
ろ
の
虹

「
あ
か
る
い
電
気
い
ろ
の
/
海
村
の
か
ぜ
は

表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
意
表
を
つ
い
た
特
異
さ
は
、
「
き
ん
い
ろ
の
麦
打
」
と

い
う
表
現
そ
れ
自
体
に
は
な
く
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
「
き
ん
い
ろ
」
は
、
眼
前
の

麦
の
色
を
叙
景
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
続
く
「
男
は
真
裸

は
手
拭
被
り
/
そ
の
麦
打
を
し
て
ゐ
る
庭
し
あ
る
い
は
「
縁
に
ね
こ
ろ
び

し
み
る
赤
い
肉
桂
水
を
な
め
な
が
ら
/
も
う
ぢ
き
よ
い
お
嫁
さ
ん
に
な
る
娘
に

か
ら
か
っ
て
ゐ
る
と
/
納
に
ひ
ど
く
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
し
と
い
う
詩
句
等
と
関

連
づ
け
て
読
む
時
、

目

そ
れ
は
、
例
え
ば
「
み
や
う
ば
ん
色
の
田
舎
」
「
麦
の
青
鬼

カL

き
ん
い
ろ
の
虹
を
吐
い
て
」
「
地
獄
の
夏
を
よ
ば
う
と
し
て
ゐ
る
」
な
ど
の

詩
句
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

一
種
の
土
俗
的
感
覚
に
依
拠
し
た
性
質
の
も
の
と
な

り
、
禁
忌
的
な
色
合
い
を
伴
な
っ
た
肉
感
的
な
気
配
の
た
だ
よ
う
も
の
と
な
る
。

そ
れ
は
、
「
み
か
ん
の
花
し
ろ
う
さ
け
り
/
伊
豆
の
国
/

ひ
ら
/
魚
を
干
し
居
れ
り
/
小
豆
を
播
き
居
れ
り
/
海
の
か
ぜ

か
る
く
/
麦
は
黄
ば
み
た
り
/
伊
豆
の
国
」
と
い
う
詩
に
み
ら
れ
る
表
現
、
な
か

ん
ず
く
「
さ
ん
ら
ん
と
あ
か
る
く
」
の
「
あ
か
る
さ
」
や
「
麦
は
や
黄
ば
み
た
り
」

薮
か
げ
に

ひ
ら

さ
ん
ら
ん
と
あ

と
表
現
さ
れ
た
麦
の
黄
色
と
は
、
そ
の
質
を
異
に
し
て
い
る
。
ち
が
い
は
そ
れ
に

五
四

と
ど
ま
ら
ず
、
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
そ
の
も
の
、
風
物
や
情
景
の
捉
え
方
そ
の

も
の
、

つ
ま
り
発
想
そ
れ
自
体
が
ち
が
っ
て
い
る
。
両
者
の
ち
、
が
い
は
、
単
に
一

方
が
「
河
口
村
」
で
あ
り
、
他
方
が
「
伊
豆
」
で
あ
る
と
い
う
場
所
柄
の
ち
が
い

に
よ
っ
て
生
や
し
た
も
の
で
は
な
い
。
詩
「
伊
豆
初
夏
」
が
、
初
夏
の
伊
豆
の
明
る

い
風
光
を
描
写
的
に
表
現
し
た
、
叙
景
中
心
の
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
詩
「
河

口
村
」
は
、
河
口
村
の
風
光
、
風
物
を
単
に
叙
景
す
る
こ
と
で
終
っ
て
は
い
な
い
。

風
物
の
表
現
を
通
し
て
、
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
人
聞
の
生
活
様
態
を
把
握
し
表

現
す
る
こ
と
、
そ
の
把
握
な
い
し
表
現
は
、
田
中
冬
二
の
人
間
観
や
人
生
観
に
見

合
う
も
の
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
点
に
こ
の
作
品
に
お
け
る
田
中

冬
二
の
関
心
の
中
心
は
あ
る
。

つ
ま
り
、
詩
「
河
口
村
」
の
叙
景
は
、

田
中
冬
二

女

の
趣
向
に
見
合
う
人
間
生
活
の
様
態
を
表
現
す
る
た
め
に
取
捨
選
択
さ
れ
、
整
え

ら
れ
た
叙
景
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
田
中
冬
三
に
は
、
人
間

存
在
や
人
間
生
活
に
関
し
て
二
つ
の
対
眠
的
な
趣
向
が
み
ら
れ
る
。
要
約
的
に
言

え
ば
、
一
つ
は
素
朴
な
「
人
情
」
を
、
そ
の
素
朴
さ
に
即
し
て
質
実
に
叙
す
る
傾

向
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
同
じ
「
人
情
」
の
素
朴
さ
を
叙
す
る
に
し
て
も
、
独

自
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
を
も
っ
て
そ
れ
を
彩
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
「
伊
豆
の
初
夏
」

は
前
者
に
、
「
河
口
村
」
は
後
者
に
属
す
る
。

ふ
た
た
び
「
き
ん
い
ろ
の
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
こ
の
「
き
ん

い
ろ
」
は
、
直
接
的
に
は
「
麦
」
を
修
飾
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
「
き
ん
い
ろ

の
麦
打
の
」
と
い
う
連
文
節
が
「
八
月
し
に
か
か
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
麦
打
作
業
の
行
わ
れ
て
い
る
「
八
月
」
と
い
う
季
節
そ

の
も
の
が
、
麦
の
色
と
同
様
に
「
き
ん
い
ろ
」
に
染
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
次
行
の
「
真
裸
」
の
男
の
肌



に
も
そ
れ
は
反
映
し
て
い
る
。
八
月
の
炎
天
下
、
「
き
ん
い
ろ
の
麦
打
」
を
し
て

い
る
男
の
肌
は
陽
や
け
し
て
、
そ
れ
自
身
黒
褐
色
を
呈
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い

が
、
「
娃
の
上
に
」
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
「
干
麦
」
の
色
が
そ
の
肌
に
反
映
し
、
さ
ら

に
は
、
麦
を
打
っ
た
び
に
「
ま
ひ
あ
が
る
」
「
麦
ほ
こ
り
」
が
汗
に
濡
れ
た
肌
に

付
着
し
、
「
真
裸
」
の
男
の
肌
を
一
一
層
「
き
ん
い
ろ
」
に
彩
る
。
光
彩
あ
ふ
れ
る

そ
う
し
た
情
景
が
、
「
は
つ
か
の
や
う
に
/
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
」
天
気
の
中
で
捉

え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
鮮
明
な
陰
影
が
生
じ
る
。
「
男
」
の
動
作
に
伴
つ

て
、
地
上
に
落
ち
た
濃
い
そ
の
影
も
連
動
す
る
。

「
女
」
が
被
っ
た
「
手
拭
」
の
白
さ
が
、
八
月
の
日
射
し
の
中
で
目
立
つ
が
、

そ
の
手
拭
に
も
「
き
ん
い
ろ
」
の
「
麦
ほ
こ
り
」
は
付
着
し
て
い
る
に
ち
が
い
な

ぃ
。
ま
た
、
手
拭
に
お
お
わ
れ
た
顔
の
部
分
の
陰
影
が
、
手
拭
の
白
さ
と
対
照
的

で
あ
る
。
こ
の
「
男
」
も
「
女
L

も
ほ
と
ん
ど
無
言
で
あ
る
が
、
手
拭
の
下
に
か

く
れ
た
顔
の
表
情
の
微
妙
な
変
化
が
感
じ
と
れ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
に

描
か
れ
た
「
男
L

「女
L

の
姿
は
、
既
出
の
詩
「
村
」
に
「
炎
天
を
/
麦
打
ち
し
て

ゐ
る
村
/
娘
た
ち
ょ
/
夜
に
な
っ
た
ら
町
へ
氷
水
を
た
ベ
に
ゆ
か
う
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
「
娘
」
の
姿
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
詩
「
村
」
に
描
か
れ
た
「
娘

た
ち
」
の
場
合
と
同
様
、
特
に
今
の
場
合
は
「
き
ん
い
ろ
」
と
い
う
表
現
が
作
用

L
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
真
裸
の
男
も
手
拭
を
被
っ
た
女
も
、
そ
の
健
康
な
姿

が
一
層
肉
感
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
あ
る
も
の
は
、
「
麦
打
」

と
い
う
労
働
行
為
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
労
働
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
「
男
」
「
女
」

の
健
康
な
肉
体
の
表
情
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
作
者
の
眼
は
注
が
れ
、

そ
の
点
に
関
心
が
む
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
趣
き
が
認
め
ら
れ
る
。
後
出
の
「
縁

に
ね
こ
ろ
び

目
に
し
み
る
赤
い
肉
桂
水
を
な
め
な
が
ら
/
も
う
ぢ
き
よ
い
お
嫁
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さ
ん
に
な
る
娘
に

か
ら
か
っ
て
ゐ
る
と
」
と
い
う
詩
句
に
関
連
づ
け
て
考
え
て

み
る
と

一
層
そ
の
こ
と
が
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

「
娃
の
上
に
は
干
麦
の
に
ほ
ひ
/
そ
し
て
ま
た
小
豆
も
ほ
し
て
ゐ
る
L

と
い
う

第
六
行
、
第
七
行
の
表
現
は
嘆
覚
的
把
握
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。
嘆
覚
的
把
握

と
表
現
は
、
す
で
に
冒
頭
の
詩
句
「
は
く
か
」
「
さ
っ
ぱ
り
」
「
き
ん
い
ろ
L

「麦

打
」
「
八
月
」
「
真
裸
」
な
ど
、
多
く
の
表
現
に
潜
在
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
そ
れ

が
よ
り
一
層
明
確
な
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
干
麦
」
は
、
麦
打
に
よ
っ
て
穂
か
ら
ほ
ぐ
さ
れ
た
一

粒
々
々
の
裸
麦
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
干
さ
れ
た
裸
麦
の
発
す
る

新
鮮
な
匂
い
が
、
あ
た
り
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
「
に
ほ
ひ
」

に
は
、
干
さ
れ
た
麦
や
、
鐘
に
当
た
っ
て
い
る
八
月
の
太
陽
光
線
の
匂
い
や
日
向

の
匂
い
も
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
匂
い
の
ま
ざ
り
合
っ
た
、
農
家

の
庭
先
に
特
有
の
匂
い
が
、
こ
こ
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
に
ほ
ひ
」
を
通
し

て
、
次
第
に
乾
い
て
変
化
し
て
ゆ
く
裸
麦
の
色
つ
や
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
表
現

つ
ま
り
、
こ
の
嘆
覚
的
把
握
及
び
表
現
は
、
同
時
に
、
情
景
を
視

さ
れ
て
い
る
。

覚
的
に
連
想
さ
せ
る
効
能
を
も
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
行

の
「
そ
し
て
ま
た
小
豆
も
ほ
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
と
関
連
守
つ
け
て
読
ん
で
み

る
と
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
詩
句
が
も
た
ら
す
第
一
の
印
象
は
、
八
月

の
太
陽
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
干
さ
れ
て
い
る
小
豆
の
光
沢
で
あ
り
、
色
つ
や
の
つ

や
や
か
さ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
視
覚
、
か
お
も
て
む
き
働
い
て
い
る
。
前
行
に
お
い

て
は
、
嘆
覚
に
基
づ
い
て
「
干
麦
」
の
様
態
が
捉
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
要

す
る
に
作
者
は
様
々
な
感
覚
を
動
員
し
つ
つ
視
点
を
移
行
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
同
じ
庭
先
に
「
小
豆
も
ほ
し
て
ゐ
る
」
こ
と
に
気
づ
く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に

五
五
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気
づ
く
ま
で
の
視
点
の
推
移
の
時
間
的
経
過
と

心
理
の
変
遷
を
、
「
そ
し
て
ま

た
し
と
い
う
詩
句
は
、
そ
れ
と
な
く
表
現
し
て
い
る
。
「
そ
し
て
ま
た
」
と
い
う

詩
句
を
受
け
て
続
く
「
小
豆
も
ほ
し
て
ゐ
る
し
と
い
う
視
覚
的
な
情
景
把
握
は
、

同
時
に
、
干
さ
れ
て
い
る
小
豆
の
発
す
る
匂
い
を
も
暗
示
的
に
表
現
し
て
い
る
。

前
行
の
詩
句
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
に
も
視
覚
と
嘆
覚
の
相
即
的
な
関
係
が
み
ら

れ
る
。こ

の
第
六
行
と
第
七
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
情
景
は
、
次
第
に
視
点
を
移
行
さ

せ
な
が
ら
、
あ
た
り
の
風
物
を
見
て
と
っ
て
ゆ
く
そ
の
過
程
で
、
作
者
の
眼
が
捉

え
た
情
景
で
あ
る
が
、
視
点
の
移
行
と
視
野
の
拡
大
は
、
こ
れ
ら
の
情
景
表
現
か

ら
始
ま
っ
て
そ
の
範
囲
を
次
第
に
拡
げ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
「
河
口
村
」
の

全
容
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
。

第
八
行
の
「
時
々
湖
水
の
す
ず
し
い
風
が

大
き
な
柿
の
木
の
葉
と
秦
の
葉
を

白
く
か
へ
し
」
と
い
う
表
現
に
至
っ
て
、
こ
の
作
品
の
視
界
は
一
層
拡
が
る
。
そ

れ
以
降
第
十
三
行
に
至
る
聞
に
、
「
唐
土
黍
の
葉
」
「
麦
ほ
こ
り
」
「
胡
瓜
の
花
」
「
胡

麻
L

の
花
「
白
粉
の
花
」
等
の
様
子
が
点
描
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
湖
水

の
す
ず
し
い
風
L

の
吹
き
過
ぎ
て
ゆ
く
道
筋
及
び
時
間
的
経
過
に
即
し
つ
つ
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
世
界
に
空
間
的
拡
が
り
と
距
離

的
な
奥
ゆ
き
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
「
す
ず
し
い
風
」
は
官
頭
に
「
は
く
か
の

や
う
に
/
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
河
口
村
L

と
表
現
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
ひ
そ
か
に
吹

き
始
め
、
こ
の
作
品
世
界
の
眺
望
を
澄
明
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
に
至

っ
て
そ
の
作
用
は
さ
ら
に
著
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
澄
ん
だ
視
界
と
乾
い
て
透
明

な
空
気
の
ひ
ろ
が
り
の
中
で
、
風
に
ひ
る
が
え
る
「
大
き
な
柿
の
木
の
葉
と
桑
の

葉
」
の
白
き
が
き
わ
だ
ち
、
さ
ら
に
は
「
唐
士
黍
の
葉
」
の
そ
よ
ぎ
の
音
や
、
「
麦

五
六

ほ
こ
り
の
ま
ひ
あ
が
る
」
さ
ま
や
、
「
胡
瓜
の
花
の
あ
か
る
さ
」
、
あ
る
い
は
、
「
胡

麻
」
の
花
や
「
白
粉
の
花
」
の
咲
き
具
合
等
が
鮮
明
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
も
の
が
、
白
か
っ
た
り
明
る
い
お
も
も
ち
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
こ

れ
ら
の
も
の
が
地
上
に
落
と
す
陰
影
も
濃
や
か
な
も
の
に
な
る
。
こ
こ
に
は
涼
風

の
吹
き
過
、
ぎ
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
土
日
も
な
く
動
く
陰
影
の
気
配
が
あ
る
。

「
大
き
な
柿
の
木
の
葉
と
桑
の
葉
を
白
く
か
へ
し
」
と
い
う
表
現
に
は
、
白
く

返
さ
れ
る
葉
の
動
き
に
つ
れ
て
生
ず
る
か
す
か
な
音
が
感
じ
と
れ
、
そ
れ
と
と
も

に
、
唐
土
黍
の
葉
の
「
さ
や
さ
や
と
」
鳴
る
音
の
間
隙
か
ら
は
静
寂
が
顔
を
の
ぞ

か
せ
て
い
る
。
ま
た
、
風
が
吹
く
度
に
「
ま
ひ
あ
が
る
」
「
麦
ほ
こ
り
」
は
、

っ
と
き
、
澄
明
な
視
界
を
乱
す
が
、
や
が
て
そ
れ
が
収
ま
っ
た
あ
と
で
は
、
以
前

に
変
ら
ぬ
澄
明
さ
が
も
ど
っ
て
く
る
こ
と
、
そ
の
澄
明
さ
は
ほ
と
ん
ど
静
誼
と
み

ま
が
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
澄
明
さ
は
、
「
ま

ひ
あ
が
」
っ
た
「
ほ
こ
り
し
の
微
粉
子
を
空
間
に
透
か
し
見
せ
る
ほ
ど
の
透
明
度

を
も
っ
て
い
る
。

第
十
四
行
及
び
第
十
五
の
「
富
士
を
浮
か
べ
た
湖
水
で

さ
っ
き
ぬ
ら
し
た
僕

の
手
拭
は
/
も
う
す
っ
か
り
か
わ
い
て
い
る
」
と
い
う
表
現
に
至
っ
て
、
こ
の
詩

世
界
の
情
景
は
、
そ
れ
以
前
に
描
か
れ
て
い
た
情
景
と
は
い
さ
さ
か
趣
き
を
異
に

し
た
も
の
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
「
僕
」
が
登
場
し
て
き
で
い
る
が
、
こ
の
「
僕
」

の
登
場
は
、
詩
「
河
口
村
」
に
描
か
れ
た
諸
情
景
が
い
か
な
る
地
点
、
位
置
か
ら

眺
め
ら
れ
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
即
ち
こ
の
作
品
に
お
け
る
視
点
の
在

り
場
所
を
、
具
体
的
に
あ
か
し
て
い
る
。
こ
の
第
十
四
行
を
境
い
に
し
て
、
そ
れ

以
後
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
そ
れ
以
前
に
表
現
さ
れ
て
い
た
諸
情
景
と
は

趣
き
を
た
が
え
た
も
の
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
作
者
の
視
点
は
、
庭
前
か
ら
手
前



の
方
へ
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
て
、
現
在
「
僕
し
が
居
る
「
家
」
の
縁
先
や
そ
の
内
部
、

な
ら
び
に
「
僕
」
自
身
あ
る
い
は
「
僕
」
に
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
方
へ
移
さ
れ

て
い
る
。

「
風
と
ほ
し
の
よ
い
家
/
ま
つ
く
ろ
な
天
井
か
ら
川
魚
の
串
ざ
し
を
下
げ
た

家
」
「
紋
付
羽
織
の
や
う
に

つ
ん
と
す
ま
し
た
富
士
を
軒
い
っ
ぱ
い
に
見
る
家
」

の
「
縁
に
ね
こ
ろ
」
ん
で
、
諸
情
景
に
眼
を
配
っ
て
い
る
作
者
の
位
置
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
縁
」
を
中
点
と
し
て
、
「
き

ん
い
ろ
の
麦
打
」
を
し
て
い
る
真
裸
の
男
や
手
拭
被
り
の
女
た
ち
の
姿
そ
の
他
、

こ
の
作
品
の
前
半
部
に
お
い
て
描
か
れ
た
諸
情
景
が
見
て
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
麦
打
が
行
わ
れ
て
い
る
庭
が
、
こ
の
家
の
庭
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
作
品
は
、
「
縁
に
ね
こ
ろ
び

目
に
し
み
る

赤
い
肉
桂
水
を
な
め
な
が
ら
」
、

ま
ず
「
は
く
か
の
や
う
に
/
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た

河
口
村
」
の
全
容
に
眼
を
む
け
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
「
き
ん
い
ろ
の
麦
打
」

を
捉
え
、
そ
こ
か
ら
視
線
を
序
々
に
手
前
に
移
し
、
自
分
の
今
い
る
家
の
様
子
を

描
き
、
そ
れ
か
ら
再
び
そ
の
視
線
を
外
に
む
か
つ
て
ひ
ろ
げ
、
前
半
部
に
描
か
れ

た
地
点
よ
り
も
さ
ら
に
遠
く
の
風
物
に
眼
を
移
し
て
、
そ
れ
ら
の
風
物
を
巨
視
的

に
描
い
て
い
る
。
こ
れ
が
こ
の
作
品
の
構
図
で
あ
る
。

「
富
士
を
浮
か
べ
た
湖
水
で
」
と
い
う
詩
句
は
、
第
十
八
行
の
「
紋
付
羽
織
の

や
う
に

つ
ん
と
す
ま
し
た
富
士
を
軒
い
っ
ぱ
い
に
見
る
家
」
と
い
う
詩
句
と
共

に
、
「
僕
」
の
居
る
場
所
が
河
口
湖
に
極
く
近
い
こ
と
を
改
め
て
表
現
し
て
い
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
共
に
、
「
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
L

空
の
中
に
そ
び
え
立
つ
富
士

の
姿
を
、
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
役
目
も
果
し
て
い
る
。
「
富
士
を
浮
か
べ

た
湖
水
で

さ
っ
き
ぬ
ら
し
た
僕
の
手
拭
」
と
い
う
表
現
は
、
湖
水
の
水
温
や
透
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明
度
等
を
言
外
に
感
じ
と
ら
せ
、
手
拭
を
ひ
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
波
紋
が
、

水
面
に
映
っ
て
い
た
富
士
の
姿
を
束
の
間
乱
し
た
こ
と
、
そ
の
乱
れ
は
し
か
し
、

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
収
ま
っ
て
、
平
静
を
と
り
も
ど
し
た
水
面
に
富
士
は
再
び
秀

麗
な
姿
を
映
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
い
き
さ
つ
を
も
こ
の
詩
句
は
表
現
し
て
い
る
。

な
お
、
「
さ
っ
き
ぬ
ら
し
た
僕
の
手
拭
」
は
、
「
す
っ
か
り
か
わ
い
て
い
る
L

こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
白
さ
は
一
一
層
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
風
と
ほ
し
の
よ
い
家
L

以
下
、
「
川
魚
の
串
ざ
し
を
下
げ
た
家
」
「
富
士
を
軒

い
っ
ぱ
い
に
見
る
家
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
家
が
結
構
の
大
き
な
旧
家
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
風
と
ほ
し
の
よ
い
家
」
と
い
う
詩
句
は
、
こ
の
家
の
風

通
し
の
よ
さ
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
風
を
通
す
空
間
の
広
さ
、
奥
ゆ
き

の
深
さ
を
も
暗
示
的
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
第
十
六
行
及
び
第
十
七
行
、
第
十

八
行
は
、
こ
の
家
の
内
部
を
領
し
て
い
る
静
寂
な
気
配
と
磐
り
の
深
さ
を
表
わ
し

て
い
る
。

「
富
士
を
軒
い
っ
ぱ
い
に
見
る
家
」
と
い
う
表
現
は
、
富
士
に
対
し
て
、
「
家
」

が
あ
た
か
も
額
縁
の
役
割
を
果
し
て
い
る
か
の
如
き
感
を
も
た
ら
し
、
こ
の
額
橡

的
な
作
用
に
よ
っ
て
、
富
士
の
姿
は
鮮
や
か
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
言
葉

に
即
し
て
言
え
ば
、
「
紋
付
羽
織
の
や
う
に

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
比
喰
表
現
に
は
富
土
の
整
っ
た
姿
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
捉

つ
ん
と
す
ま
し
た
」
相
貌
を
呈
す

ぇ
、
親
愛
の
気
持
ち
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
軽
い
か
ら
か
い
の
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
う
し
た
感
情
表
現
を
通
し
て
、
作
者
は
、
そ
う
し
た
富
土
を
間
近
か
に

見
る
こ
の
河
口
村
の
風
物
と
村
人
た
ち
の
生
活
に
共
感
の
意
を
表
明
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
「
紋
付
羽
織
の
や
う
」
な
富
士
の
表
情
や
姿
に
対
し
て
、
「
縁
に
ね
こ
ろ
」

五
七



田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
(
印

(
村
上
隆
彦
)

ん
で
い
る
「
僕
」
の
姿
態
は
対
照
的
で
あ
る
。
富
士
の
「
つ
ん
と
す
ま
し
た
」
表

情
は
、
「
も
う
、
ち
き
よ
い
お
嫁
さ
ん
に
な
る
娘
」
の
表
情
に
ど
こ
か
通
じ
る
も
の

が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
僕
」
は
そ
の
両
方
を
「
か
ら
か
っ
て
ゐ
る
」
か

の
よ
う
で
あ
る
。
か
ら
か
い
な
が
ら
も
そ
の
底
に
は
親
愛
の
情
が
潜
ん
で
い
る
。

む
し
ろ
親
愛
と
親
近
の
情
が
、

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

か
ら
か
う
と
い
う
行
為
を
通
し
て
流
露
し
て
い
る

一
見
叙
景
的
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
実

は
、
「
僕
」
即
ち
作
者
自
身
の
心
情
を
吐
露
す
る
為
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
行
情
性
の
濃
や
か
な
作
品
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
傾
向
は
、

田
中
冬
二
の
他
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
十
九
行
の
「
目
に
し
み
る
赤
い
肉
桂
水
」
と
い
う
詩
句
は
、
官
頭
の
詩
句
「
は

つ
か
の
や
う
に
/
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
」
と
い
う
詩
句
表
現
に
感
覚
的
に
相
通
じ
る

も
の
が
あ
る
。
共
に
揮
発
性
に
富
ん
だ
物
質
で
あ
り
、
味
覚
(
舌
)
と
皮
膚
感
覚

を
刺
激
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
「
赤
い
肉
桂
水
」
は
、
そ
れ
を
な
め
て
い
る

舌
に
「
し
み
る
」
よ
り
は
「
目
に
し
み
る
」
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
は

く
か
し
の
場
合
も
同
様
の
趣
き
が
あ
る
。
「
目
に
し
み
る
」
の
は
し
か
し
「
赤
い

肉
桂
水
」
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
も
う
、
ち
き
よ
い
お
嫁
さ
ん
に
な
る
娘
」
の

姿
こ
そ
が
目
に
し
み
、
心
に
し
み
る
の
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
作
用
に
基
づ
い

て
、
こ
こ
で
「
赤
い
肉
桂
水
」
と
「
よ
い
お
嫁
さ
ん
に
な
る
娘
」
の
姿
と
は
関
連

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
赤
い
肉
桂
水
」
と
「
よ
い
お
嫁
さ
ん

に
な
る
娘
」
の
肉
体
の
類
似
性
が
、
「
赤
い
」
色
調
と
「
肉
桂
水
」
の
「
肉
L

と

い
う
言
葉
の
も
た
ら
す
連
想
を
な
か
だ
ち
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更

に
言
え
ば
「
よ
い
お
嫁
さ
ん
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
「
よ
い
」
が
含
ん
で
い
る

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
良
妻
賢
母
的
な
性
質
の
も
の
と
し
て
の
「
よ
い
」
で
は
な
い
だ

五
八

ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
は
、
肉
体
的
な
も
の
、
性
的
な
も
の
を
基
準
と
し
て
計

ら
れ
る
「
よ
い
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
肉
体
的
基
準
に
基
づ
い
て
「
よ
い
」
と

さ
れ
た
肉
体
は
、
若
々
し
く
、
素
朴
で
、
健
康
で
、
肉
づ
き
の
よ
い
肢
体
を
備
え

て
い
る
。
そ
れ
は
農
作
業
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
固
さ
と
弾
力
を
持
っ
た
引
き
締

ま
っ
た
肉
体
を
想
像
さ
せ
る
が
、
そ
う
し
た
若
い
女
性
の
肉
体
が
備
え
て
い
る
性

的
魅
力
を
「
僕
」
は
敏
感
に
感
じ
と
り
、
そ
れ
を
「
よ
い
」
と
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
赤
い
肉
桂
水
」
の
も
つ
「
赤
い
」
色
調
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
淡
い
し
か

し
独
特
の
刺
激
性
を
含
ん
だ
一
種
の
甘
さ
や
匂
い
は
、
「
も
う
ぢ
き
よ
い
お
嫁
さ

ん
に
な
る
娘
」
が
、
お
の
ず
か
ら
に
し
て
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
ほ
の
か
な
体
臭
や

肉
体
的
雰
囲
気
に
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
て
「
僕
」
は

「
か
ら
か
っ
て
ゐ
る
」
の
だ
が
、
そ
の
か
ら
か
い
の
内
実
を
、
こ
の
「
娘
」
は
恥

じ
ら
い
な
が
ら
も
察
知
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
察
知
し
て
、

し
か
し
そ
れ
を
い

や
ら
し
い
こ
と
と
し
て
拒
否
す
る
素
振
り
は
見
せ
て
い
な
い
。
か
ら
か
い
を
受
け

る
と
い
う
事
態
を
通
し
て
、
こ
の
「
娘
」
は
「
も
う
ぢ
き
よ
い
お
撮
さ
ん
に
な
る
」

こ
と
を
実
感
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
か
ら
か
い
は
そ
れ
ほ
ど
執
鋤
に
繰
り

返
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
あ
る
程
度
の
時
間
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

tzト」臥

そ
れ
は
「
か
ら
か
っ
て
ゐ
る
と
」
と
い
う
言
い
方
や
、
「
耐
に
ひ
ど
く
さ
さ
れ
て

し
ま
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
「
ひ
ど
く
」
「
・
:
し
ま
っ
た
」
と
言
い
方

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
ら
か
い
の
続
く
問
、
は
じ
ら
い
つ
つ
し
か
し
そ
れ

を
隠
す
か
の
よ
う
に
、
娘
は
、
あ
た
か
も
富
士
の
如
く
「
つ
ん
と
す
ま
し
た
り
」

し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
こ
こ
の
表
現
は
工
夫
さ
れ

て
い
る
。
刺
し
た
も
の
が
納
で
あ
る
こ
と
も
(
実
際
に
納
に
刺
さ
れ
た
の
で
あ
っ



た
と
し
て
も
、
詩
句
表
現
と
し
て
軌
を
登
場
さ
せ
た
と
い
う
点
で
)
右
に
述
べ
た

よ
う
な
「
娘
」
に
関
す
る
肉
感
的
な
見
方
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
と
い

つ
く
舶
の
振
舞
い
と
、
吸
わ
れ
た
血
の
赤
さ
は
、
な
に
が
な
し
か
ら
か
う
「
僕
」

と
か
ら
か
わ
れ
る
「
娘
」
と
の
関
係
を
暗
示
的
に
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

ヲ心。

ぶ
よ

こ
の
「
腕
に
ひ
ど
く
き
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
詩
句
は
、
内
に
軽
い
自
閉

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
、
あ
る
い
は
、
自
己
譜
謹
的
な
要
素
を
字
ん
で
い
る
。
「
さ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
に
そ
れ
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
か

ら
か
」
い
の
結
果
お
の
ず
か
ら
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
種
の
仕
返
し
、

い
わ
ば

軽
い
意
味
の
因
果
応
報
で
あ
る
。
そ
れ
を
当
然
の
報
い
と
し
て
「
僕
」
は
受
け
入

れ
、
む
し
ろ
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
風
が
あ
る
。
瓢
逸
な
、
あ
る
い
は
あ
る
程
度

お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
「
僕
」
の
性
格
が
垣
間
見
え
る
。

「
さ
て
私
は
悪
い
癖
で
酒
を
飲
む
と
、
冗
談
の
あ
ま
り
時
々
く
だ
ら
ぬ
こ
と
を

言
っ
た
り
す
る
。
冗
談
の
フ
ァ
ル
フ
ラ
イ
で
あ
る
。
特
に
女
性
の
人
に
対
し
て
は
、

私
の
若
か
り
し
日
の
如
く
戯
れ
を
言
っ
た
り
す
る
。
と
い
っ
て
別
に
相
手
の
感
情

を
害
す
る
よ
う
な
言
辞
で
な
く
、
む
し
ろ
歓
喜
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
が
、

お
だ

そ
れ
が
ゆ
き
す
ぎ
に
な
る
。
煽
て
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
酒
の
酔
の
さ
め
た
後
、

何
か
恥
ず
か
し
き
を
覚
え
、
翌
日
は
勿
論
一
一
三
日
は
気
に
か
か
り
憂
欝
に
な
る
。

慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
反
省
し
て
い
る
」
と
田
中
冬
二
自
身
が
書
い
て
い
る
よ
う

な
事
情
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
「
僕
」
の
場
合
に
も
み
て
と
れ
る
。
た
だ
こ
の
作

品
の
場
合
、
そ
の
「
か
ら
か
」
い
は
、
「
憂
穆
」
に
な
っ
た
り
、
「
慎
ま
ね
ば
な
ら

な
い
と
反
省
」
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
「
納
に
ひ
ど
く
さ
さ
れ
て

し
ま
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
、

一
種
の
軽
い
自
虐
的
な
言
い
方
を
通
し
て
、
「
も
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う
ぢ
き
よ
い
お
嫁
さ
ん
に
な
る
娘
」
を
含
め
て
、
河
口
村
の
人
々
な
ら
び
に
風
物

に
対
す
る
い
つ
く
し
み
の
感
情
を
腕
曲
的
に
表
白
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

re
ょ

こ
の
「
腕
に
き
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
自
覚
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ま
で
「
家
」

の
内
部
や
「
縁
」
に
む
け
ら
れ
て
い
た
作
者
の
視
線
は
、
再
び
移
行
し
始
め
、
ひ

ろ
び
ろ
と
拡
が
る
外
部
の
情
景
に
焦
点
。
か
合
わ
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
捉
え
ら
れ
た

諸
情
景
が
、
こ
れ
以
後
終
行
に
至
る
ま
で
の
詩
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
暑
い
日
ざ
か
り
を
水
浴
び
に
ゆ
く
子
供
ら
」
の
日
に
焼
け
た
健
康
な
肢
体
の

動
き
と
、
乾
い
た
道
の
上
に
落
ち
た
そ
の
濃
い
影
。
と
り
わ
け
「
か
ぶ
っ
て
ゐ
る
」

「
芋
の
葉
」
が
彼
ら
の
顔
の
上
に
お
と
す
陰
影
は
、
深
々
と
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
明
と
暗
の
対
比
が
こ
こ
に
は
み
ら
れ
る
。
こ
の
子
供
た
ち
の
姿
を
追
い
な

が
ら
、
作
者
の
視
線
は
さ
ら
に
遠
い
所
に
及
ぶ
。
そ
れ
は
可
視
的
な
範
囲
を
越
え

た
(
木
有
の
茂
み
や
丘
陵
や
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
物
に
よ
っ
て
視
界
が
遮
ぎ
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
含
め
て
)
遠
い
地
点
に
ま
で
及
ぶ
。
作
者
は
、
風
が
運

ん
で
く
る
遠
い
唄
声
を
通
し
て
、
彼
我
の
聞
に
ひ
ろ
が
る
距
離
を
漠
然
と
測
定
し
、

唄
の
主
が
「
桑
摘
み
に
で
て
ゐ
る
人
た
ち
」
で
あ
る
こ
と
を
類
推
し
て
い
る
。
こ

の
場
合
、
作
者
の
関
心
は
「
唄
」
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
「
桑
摘
み
」
を

し
て
い
る
人
々
の
労
働
の
あ
り
さ
ま
に
あ
る
。
「
と
ほ
く
唄
」
を
運
ん
で
く
る
「
湖

水
の
風
」
は
、
桑
の
葉
を
ひ
る
が
え
し
、
人
々
の
着
て
い
る
薄
手
の
仕
事
着
を
静

か
に
揺
ら
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
同
時
に
、
こ
の
風
は
、
こ
の
作
品
世
界
を

貫
い
て
吹
き
過
ぎ
、
「
は
く
か
の
や
う
に
/
さ
っ
ぱ
り
は
れ
た
河
口
村
」
の
視
界

を
一
層
澄
ん
だ
も
の
に
し
、
そ
こ
に
存
在
す
る
も
ろ
も
ろ
の
風
物
に
確
固
た
る
存

在
感
を
与
え
る
と
共
に
、
そ
の
輪
廓
を
鮮
明
な
も
の
に
し
て
い
る
。

五
九
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本
栖
村

う 蕎 そ 山
す麦ばの
いう人
あちた
ををち
いしの
最古て質
をゐ素
つるな
く や ゆ
っうめ
てな l
ゐ
る 麦

粉
を
は
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
ゆ
め
は

唐
辛
の
花
の
や
う
な
夜
空
が

山
を
下
り
て
来
て

暗
い
ラ
ン
プ
の
座
敷
を

こ
の
詩
に
は
、
作
者
に
と
っ
て
と
り
わ
け
印
象
深
い
本
栖
村
の
あ
れ
こ
れ
の
情

白
い
目
で
の
ぞ
き
こ
ん
で
ゐ
る

景
が
、
作
者
の
詩
的
感
性
に
溜
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
情
景
を

つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
が

捉
え
る
視
点
は
「
家
」
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
諸
情
景

み
ん
な
ひ
っ
そ
り
と
し
て
ゐ
る

は
真
夜
中
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
は
、
作
者
は
家
の
中
に
い
て
、

う
も
そ
と

そ
の
位
置
か
ら
家
の
内
外
の
情
景
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

粗
い
手
で
ラ
ン
プ
の
火
を
な
で
て
ゐ
る

内
外
の
諸
情
景
を
詩
的
世
界
の
も
の
と
し
て
形
象
化
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
詩
的

さ
う
し
て
ま
た
み
ん
な
奥
ぶ
か
く
み
え
る

視
点
を
家
の
外
部
に
置
い
た
。
作
者
が
家
の
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
場

飼
葉
の
に
ほ
ひ
が
し
て
く
る

合
で
も
、
外
部
に
据
え
ら
れ
た
詩
的
視
点
を
通
し
て
そ
れ
は
捉
え
ら
れ
、
表
現
さ

う
ち
そ
と

れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
者
は
、
家
の
内
外
を
自
由
に
出
入
り
す

藁
屋
根
が
ふ
た
つ
く
ろ
く
ぼ
ん
や
り
か
さ
な
っ
て
ゐ
る

馬
の
ゐ
る
気
配
が
す
る

い
わ
ば
第
三
者
と
し
て
の
眼
を
持
つ
こ
と
が
出
来
、
そ
の
眼

を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
印
象
深
く
感
ず
る
村
の
諸
情
景
を
、
自
分
の
思

る
こ
と
の
可
能
な
、

板区本Eつ
庇2栖すめ
にL 村た
Z信 L、

露埜
ぷ戸

雨事
のな
b い

う石
、、の

あ村
る

う
姿
に
お
い
て
自
由
に
捉
え
、
形
象
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
詩
的
手
法
は
、
詩
的
形
象
化
に
際
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
田
中
冬
二
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
作
品
に
お
け

石
の
道
も
す
っ
か
り
ぬ
れ
て
ゐ
る

る
そ
れ
は
二
般
的
な
そ
う
し
た
手
法
に
立
つ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
、

あ
け
や
す
い
夏
の
夜
を

田
中
冬
二
の
他
の
作
品
例
え
ば
、
「
ふ
る

さ
と
に
て
」
「
み
ぞ
れ
の
す
る
小
さ
な
町
」
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
等

に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
回
想
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
世
界
で
あ
る
、

郭
公
が
な
い
た

こ
の
作
品
に
お
け
る
情
景
表
現
が
、

煤
け
た
ラ
ン
プ
の
ま
は
り

と
い
う
事
由
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
諸
情
景
は
心
象
風



景
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
作
者
に
と
っ
て
の
心
象
風
景
で
あ

り
つ
つ
、
(
作
者
一
個
の
心
象
風
景
に
な
り
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
普
遍
的
な
性

質
を
持
つ
に
至
り
、
万
人
の
心
象
に
遍
在
す
る
風
景
と
な
っ
た
。
こ
の
作
品
に
表

現
さ
れ
て
い
る
本
栖
村
の
諸
情
景
は
、
そ
う
し
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
」
の
、
人
々
の
寝
静
ま
っ

た
「
ひ
っ
そ
り
と
」
し
た
世
界
で
あ
る
。
「
質
素
な
ゆ
め
し
を
み
な
が
ら
眠
っ
て

い
る
「
山
の
人
た
ち
」
に
代
っ
て
、
擬
人
化
さ
れ
た
「
夜
空
」
や
「
山
の
匂
ひ
」

や
「
馬
」
た
ち
が
目
を
覚
ま
し
て
い
て
、
そ
の
世
界
を
静
か
に
見
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
一
切
を
作
者
の
覚
め
た
眼
と
心
が
、
い
か
な
る
細
部
を
も
見
逃
さ
ず
に
、

む
し
ろ
見
逃
し
が
ち
な
細
部
の
情
景
と
陰
影
を
こ
そ
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
見

透
し
、
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
詩
に
描
か
れ
て
あ
る
の
は
「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
」
(
最
終
連
)
の
情
景

つ
ま
り
季
節
は
夏
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品

で
あ
る
。

世
界
全
体
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
も
の
は
、
「
つ
め
た
い
井
戸
も
な
い
石
の
村
」
(
第

二
連
)
と
い
う
詩
句
が
表
現
し
て
い
る
よ
う
な
、
独
特
の
つ
め
た
き
で
あ
る
。

ま
り
、
山
村
の
夏
の
季
節
に
特
有
の
「
つ
め
た
い
」
感
触
、
肌
ざ
わ
り
が
こ
の
作

品
の
世
界
全
体
を
お
お
っ
て
い
る
。

「
唐
辛
の
花
の
や
う
な
夜
空
が
/
山
を
下
り
て
来
て
」
と
い
う
第
一
行
、
第
二

行
の
擬
人
化
表
現
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
比
喰
表
現
は
、

お
お
よ
そ
一
ゴ
様
の
事
柄

を
表
わ
し
て
い
る
。

一
つ
は
「
夜
空
」
の
様
態
に
つ
い
て
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は

時
間
の
経
過
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
が
冬
二
独
自
の
技
法
を
用
い

て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
は
表
現
の
基
底
に
お
い
て
は
相
関
関
係
に
あ

る。
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夜
空
の
様
態
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
の
「
唐
辛
の
花
の
や
う
な
」
と
い
う
比
除

表
現
は
、
夜
空
に
散
ら
ば
る
無
数
の
星
々
の
姿
と
光
彩
を
具
体
的
に
叙
し
て
い
る

わ
け
だ
が
、
「
唐
辛
の
花
」
に
比
仏
嚇
し
て
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
点
に
、
冬
二
に

特
有
の
感
性
の
働
き
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
句
が
表
だ
っ
て
表
現
し
て

い
る
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
唐
辛
の
花
」
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
読
む
者
は

白
い
花
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
で
あ
ろ
う
(
そ
れ
は
、
第
四
行
の
「
白
い
目
で

~ 

と
い
う
詩
句
に
基
づ
い
て
も
た
ら
さ
れ
る
)
。
そ
う
し
た
花
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
、

「
唐
辛
」
と
い
う
言
葉
が
も
た
ら
す
印
象
と
し
て
、
そ
れ
を
舌
に
の
せ
た
場
合
に

も
た
ら
さ
れ
る
刺
激
性
の
強
い
感
触
が
想
起
さ
れ
る
。
口
腔
中
が
ヒ
リ
ヒ
リ
す
る

唐
辛
の
実
の
性
情
に
似
て
、
夜
空
一
面
に
ひ
ろ
が
り
な
が
ら
明
暗
そ
れ
ぞ
れ
の
光

り
具
合
で
ま
た
た
い
て
い
る
星
々
の
様
態
を
も
、
こ
の
詩
句
は
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
「
唐
辛
の
花
」
は
一
輪
の
花
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
沢
山
の
花
、
が
咲

い
て
い
る
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

イコ

そ
の
よ
う
な
「
夜
空
が
/
山
を
下
り
て
来
」
た
。
「
下
り
て
来
て
」
と
い
う
表

現
に
、
時
間
の
推
移
が
、
即
ち
夜
の
更
け
ゆ
く
様
が
、
動
的
に
、
あ
た
か
も
宇
宙

の
運
行
の
法
則
に
即
す
る
が
如
く
に
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
山
」
の
上
に

拡
が
っ
て
い
た
星
空
が
、
夜
の
更
け
る
に
つ
れ
て
「
山
を
下
り
て
来
て
/
暗
い
ラ

ン
プ
の
座
敷
を
/
白
い
目
で
の
ぞ
き
こ
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
天
に

あ
っ
た
星
空
が
、
夜
の
更
け
る
に
つ
れ
て
音
も
な
く
西
の
方
へ
、
即
ち
午
前
の
方

へ
大
き
く
傾
き
か
か
っ
て
い
く
あ
り
さ
ま
が
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
静
ま
り

か
え
っ
た
夜
の
闇
の
中
か
ら
、
「
夜
空
」
の
推
移
す
る
か
す
か
な
気
配
と
、
あ
る

か
な
き
か
の
音
が
き
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
推
移
に
よ
っ
て
星
の
光
は

一
一
層
潤
い
に
み
ち
た
も
の
と
な
り
、
冴
え
冴
え
と
し
た
光
沢
を
あ
た
り
に
投
げ
か

占

ノ¥
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け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
唐
辛
の
花
の
や
う
な
夜
空
」
の
持
つ
独
特
の
は
な
や
ぎ
と
明
る
さ
に
対
比
さ

れ
る
も
の
と
し
て
、
「
暗
い
ラ
ン
プ
の
座
敷
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
暗
い
ラ
ン
プ
L

の
様
態
は
、
最
終
連
の
「
煤
け
た
ラ
ン
プ
の
ま
わ
り
」
云
々
と
い
う
詩
句
以
降
に

う
ち
そ
し
と

よ
り
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
家
」
の
内
外
の
諸
情
景
を
描
い
た
こ
の
作
品

に
お
い
て
、
こ
の
ラ
ン
プ
は
、
内
の
情
景
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

情
景
を
描
く
上
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
の
諸
情
景
の
中
心

に
位
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
情
景
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
「
唐
辛
の
花

の
や
う
な
」
星
々
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
内
の
諸
情
景
の
中
心
に
位
置
し
て
、
そ

れ
ら
の
諸
情
景
を
、
夜
の
深
さ
の
中
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
が
、
こ
の
ラ

ン
プ
で
あ
る
。

座
敷
の
窓
の
す
ぐ
外
に
、
窓
と
同
じ
高
さ
ま
で
下
り
て
来
た
星
の
光
が
座
敷
の

中
に
射
し
込
ん
で
い
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
を
「
白
い
目
で
の
ぞ
き
こ
ん
で
ゐ
る
」

と
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
白
い
目
」
と
い
う
擬
人
化
表
現
は
、
座
敷
の
「
暗
」

と
の
対
比
に
お
い
て
、
色
彩
的
な
き
わ
だ
ち
を
こ
の
箇
所
に
も
た
ら
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
白
い
目
」
か
ら
は
、
冴
え
た
視
線
が
持
つ
一
種
の
不
気
味
さ
の

よ
う
な
も
の
、
何
も
か
も
見
す
か
さ
れ
て
し
ま
う
不
安
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
と

れ
る
。
こ
こ
に
は
幼
年
期
の
感
覚
と
心
理
が
働
い
て
お
り
、
郷
愁
的
な
感
慨
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
郷
愁
的
な
心
情
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
故
に
、

一
種
の
不
気
味
さ
や
恐
怖
感
あ
る
い
は
不
安
感
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
こ
の
「
白
い
目
」
は
、
同
時
に
人
間
的
な
ぬ
く
も
り
や
慈
し
み
を
備
え

た
も
の
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
白
い
目
で
の
ぞ
き
こ
ん
で
ゐ
る
」
と
い

う
表
現
に
よ
っ
て
、
「
暗
い
ラ
ン
プ
の
座
敷
」
に
射
し
込
ん
だ
星
の
光
の
、
細
々

~ 

ノ、

と
し
た
様
態
や
、
明
る
さ
の
度
合
、
あ
る
い
は
射
し
込
ん
だ
距
離
の
程
度
、
「
暗

い
ラ
ン
プ
」
の
光
と
の
相
関
関
係
、
影
の
有
様
そ
の
他
様
々
な
事
柄
、
が
言
外
に
語

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
白
い
目
で
の
ぞ
き
こ
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
前
行
の
詩
句
の
あ
と
、

一
拍
置
い

て
、
「
つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
が
」
と
続
く
、
そ
の
切
り
換
え
方
、

つ
ま
り
詩
的
表

現
の
転
換
の
仕
方
に
、
き
わ
だ
っ
た
巧
み
さ
が
み
ら
れ
る
。
「
の
ぞ
き
こ
ん
で
ゐ

る
」
と
言
い
終
っ
て
、
そ
の
あ
と
「
つ
め
た
い

」
と
な
め
ら
か
に
続
く
音
韻

的
に
微
妙
な
響
き
、
そ
の
調
べ
に
は
無
理
が
な
く
、
あ
た
か
も
吐
く
息
と
吸
う
息

の
関
係
に
似
て
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
つ
つ
、
と
言
う
よ
り
、

そ
う
で
あ
る
が
放
に
、
詩
的
場
面
の
転
換
は
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
。

「
つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
L

と
い
う
第
五
行
の
詩
句
は
、
山
の
空
気
の
つ
め
た
さ

を
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
直
裁
的
に
「
山
の
空
気
」
と
言
わ
ず
に
、
「
山
の
匂

ひ
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
め
た
き
も
、
山
の
空
気
も
、
複
雑
で
奥
ゆ

き
の
深
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
も
の
に
な
っ
た
。
即
ち
、
単
に
つ
め
た
さ
だ
け
が

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

つ
め
た
い
空
気
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
拡
が
る

こ
の
村
の
近
辺
の
情
景
ー
そ
の
情
景
を
形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
山
川
草

木
、
畠
や
土
地
の
拡
が
り
ゃ
士
の
湿
り
具
合
や
空
気
の
粗
密
さ
や
そ
の
他
様
々
な

も
の
が
表
現
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
醸
し
出
す
「
匂
ひ
」
が
捉
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
の
空
気
を
「
匂
い
」
に
置
き
換
え
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
空
気
と
匂
い
は
相
互
に
反
応
し
合
い
、
「
つ
め
た
」
さ
の
質
を
徴
妙
に
変

化
さ
せ
て
い
る
。
つ
め
た
さ
に
含
み
が
生
じ
、
そ
れ
だ
け
奥
ゆ
き
が
深
く
な
っ
た
。

そ
の
「
つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
が
」
「
粗
い
手
で
ラ
ン
プ
の
火
を
な
で
て
ゐ
る
L

と
い
う
擁
人
化
表
現
は
、
「
飼
葉
の
に
ほ
ひ
が
し
て
く
る
/
馬
の
ゐ
る
気
配
が
す



る
」
、
あ
る
い
は
、
「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
を
/
煤
け
た
ラ
ン
プ
の
ま
は
り
」
以
下

の
最
終
連
の
詩
句
と
共
に
、
こ
の
作
品
の
中
で
最
も
き
わ
だ
っ
た
詩
句
で
あ
る
。

「
粗
い
手
で
」
「
な
で
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
が
と
り
わ
け
秀
逸
で
あ
る
。

「
粗
い
手
」
は
「
山
の
匂
ひ
」
の
つ
め
た
さ
や
、
空
気
の
荒
ら
さ
を
表
わ
し
て

い
る
が
、
そ
れ
と
共
に
「
山
の
人
た
ち
」
の
、
長
年
の
労
働
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ

げ
ら
れ
た
素
朴
な
手
を
も
暗
示
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
粗
い
手
」

で
な
で
ら
れ
て
い
る
「
ラ
ン
プ
の
火
」
の
ゆ
れ
方
、
が
緩
慢
で
あ
り
、
間
ど
お
で
あ

る
こ
と
を
も
表
現
し
て
い
る
。

作
者
は
、
ま
ず
、

ラ
ン
プ
の
火
の
緩
慢
な
ゆ
ら
め
き
具
合
を
見
て
、
そ
れ
を
具

象
的
に
表
現
す
る
た
め
に
「
組
い
手
で

と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
粗
い
手
」
で
「
な
で
」
ら
れ
る
こ
と
に
よ

な
で
て
ゐ
る
」
と
い
う
比
瞭
表
現
を

用
い
た
、

っ
て

ラ
ン
プ
の
火
は
一
瞬
明
か
る
む
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
瞬
明
か
る
ん

だ
そ
れ
は
、
そ
の
あ
と
で
は
再
び
明
か
る
む
前
の
暗
さ
に
も
ど
る
。
そ
う
し
た
「
ラ

ン
プ
の
火
」
の
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
は
、
「
山
の
人
た
ち
の
質
素
な
ゆ
め
」
や
、
そ
の

寝
姿
を
ひ
っ
そ
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
ラ
ン
プ
の
ゆ
ら
ぎ
に
よ

っ
て
生
ず
る
匂
い
は
、
「
つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
L

と
ま
ざ
り
合
う
。

次
行
の
「
み
ん
な
ひ
っ
そ
り
と
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
は
、
そ
れ
以
前
の
詩

句
が
総
じ
て
視
覚
的
把
握
に
基
づ
い
て
表
現
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
聴
覚
的

把
握
に
基
づ
く
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
ひ
っ
そ
り
」
は
表
む
き
聴
覚
に
か

か
わ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
表
現
さ
れ
て
い
る
実
質
は
、

ひ
っ
そ
り

と
し
た
気
配
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
家
の
内
部
の
情
景
で
あ
る
。
そ
の
情
景
そ
の

も
の
、
そ
の
情
景
を
か
た
ち
づ
く
る
例
え
ば
家
財
道
具
の
姿
か
た
ち
そ
の
も
の
が
、

ひ
っ
そ
り
と
し
た
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。
「
つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
」
も
「
粗
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い
手
」
も
「
ラ
ン
プ
の
火
」
も
「
な
で
」
方
も
、
す
べ
て
の
も
の
が
「
ひ
っ
そ
り

と
し
」
た
姿
か
た
ち
を
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
「
ひ
っ

そ
り
と
し
」
た
姿
か
た
ち
が
、
気
配
と
し
て
の
「
ひ
っ
そ
り
」
を
醸
成
し
た
と
言

つ
ま
り
、
こ
の
聴
覚
的
把
握
は
、
基
底
に
お
い
て
視
覚
的
把
握
に
通
じ
て

あえマ
Q

。

い
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
が
次
行
の
「
さ
う
し
て
ま
た
み
ん

な
奥
ぶ
か
く
み
え
る
」
と
い
う
詩
句
で
あ
る
。

「
み
ん
な
奥
ぶ
か
く
み
え
る
」
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
、

ひ
っ
そ
り
と
し
た

気
配
に
ひ
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
奥
ぶ
か
さ
を
た
ど
る
よ
う
に
し
て
、

作
家
の
視
線
は
再
び
家
の
外
部
に
移
行
し
、
そ
こ
に
「
藁
屋
根
が
ふ
た
つ
く
ろ
く

ぼ
ん
や
り
か
さ
な
っ
て
ゐ
る
」
の
を
見
る
。
そ
う
見
え
る
の
は
夜
、
が
深
く
更
け
、

あ
た
り
が
「
ひ
っ
そ
り
と
し
て
」
そ
し
て
「
み
ん
な
奥
ぶ
か
く
み
え
る
L

か
ら
で

あ
る
。
と
り
わ
け
「
く
ろ
く
ぼ
ん
や
り
」
見
え
る
の
は
そ
の
せ
い
で
あ
る
。

次
行
の
「
飼
葉
の
に
ほ
ひ
が
し
て
く
る
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
「
く
る
」
と

い
う
表
現
は
、
匂
い
の
伝
わ
り
方
や
、
伝
わ
っ
て
く
る
距
離
を
暗
示
し
て
い
る
。

即
ち
、
匂
い
の
淡
々
し
さ
や
、
穏
や
か
な
表
だ
た
な
い
ひ
そ
か
な
伝
わ
り
方
な
ど

を
言
外
に
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
読
者
の
想
像
は
、
こ
の
匂
い
は
、
第
五
行

に
言
わ
れ
て
い
た
「
山
の
匂
ひ
」
を
構
成
す
る
一
要
素
で
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い

う
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ん
で
い
く
。

そ
の
「
に
ほ
ひ
が
し
て
く
る
」
先
の
方
に
馬
が
い
る
ら
し
く
、
「
に
ほ
ひ
」
と

一
緒
に
そ
の
「
気
配
」
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
作
者
は
馬
の
姿
を
現
に
見
て
確
認
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
飼
葉
の
に
ほ
ひ
」
と
「
気
配
」
に
よ
っ
て
、
馬
の
存

在
を
察
知
し
て
い
る
。
「
み
ん
な
奥
ぶ
か
く
み
え
る
」
と
い
う
そ
の
「
奥
ぶ
か
」

さ
は
、
馬
の
「
ゐ
る
」
位
置
と
、
そ
の
「
気
配
」
を
感
じ
と
っ
て
い
る
作
者
と
の

~ 

ノ、
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聞
に
も
、
距
離
的
な
へ
だ
た
り
と
し
て
介
在
し
て
い
る
。
「
ぼ
ん
や
り
」
し
て
見

え
る
の
は
「
藁
屋
根
」
ば
か
り
で
な
く
、
介
在
し
て
い
る
こ
の
距
離
的
な
へ
だ
た

り
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
「
ぼ
ん
や
り
」
と
し
た
、
臨
ろ
な
空

聞
の
ひ
ろ
が
り
が
あ
り
、
そ
の
空
聞
を
「
飼
葉
の
に
ほ
ひ
し
ゃ
「
馬
の
ゐ
る
気
配
」

が
、
同
じ
く
「
ぼ
ん
や
り
L

と
し
た
様
子
で
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
村
人
た

ち
が
す
べ
て
眠
っ
て
い
る
深
夜
、
馬
だ
け
が
目
覚
め
て
い
て
、
静
か
に
飼
葉
を
食

べ
た
り
、
尾
を
振
っ
た
り
、
首
を
振
っ
て
み
た
り
、
そ
っ
と
足
を
踏
ん
だ
り
、
馬

特
有
の
し
ぐ
さ
を
し
て
い
る
様
、
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
「
馬
の
ゐ
る
気
配
が

す
る
」
と
事
実
だ
け
を
客
観
的
に
簡
潔
に
叙
し
た
こ
の
一
行
の
詩
句
は
、
し
か
し
、

そ
の
底
に
、
馬
に
寄
せ
る
作
者
の
慈
し
み
の
情
を
色
濃
く
潜
め
て
い
る
。
馬
へ
の

慈
し
み
を
通
し
て
、
馬
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
本
栖
村
の
人
々
に
対
す
る
人
間
的

な
共
感
が
、

ひ
か
え
め
で
は
あ
る
が
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
表
現
さ
れ
た
前
半
部
の
詩
句
を
ふ
り
か
え
っ
て

み
る
と
、
「
ゐ
る
」
「
み
え
る
」
「
く
る
」
と
い
う
ふ
う
に
「
る
」
の
音
で
終
る
行

が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
脚
韻
と
し
て
の
「
る
」
の
音
は
、
な
め
ら
か
さ
と

潤
い
を
こ
れ
ら
の
詩
句
に
も
た
ら
し
、
そ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
情
景
の

展
開
や
場
面
の
転
換
に
も
な
め
ら
か
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
別
言
す
れ

ば
、
詩
的
展
開
に
自
然
さ
が
、
あ
る
い
は
必
然
性
が
備
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
十
二
行
に
み
ら
れ
る
「
つ
め
た
い
」
と
い
う
詩
句
は
、
直
接
的
に
は
「
石
の

村
」
に
か
か
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
「
つ
め
た
い
石
の
村
」
と
せ
ず
に
「
つ

め
た
い
井
戸
も
な
い

」
と
い
う
よ
う
に
「
つ
め
た
い
」
を
「
井
戸
L

の
上
に

置
い
た
の
は
、
こ
の
言
葉
の
効
能
を
「
石
の
村
」
だ
け
で
な
く
「
井
戸
」
に
ま
で

及
ぼ
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
「
井
戸
も
な
い
」
と
い
う
打
消
的
な
こ
の
表
現
は
、

六
四

し
か
し
、
逆
に
井
戸
及
び
井
戸
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
む
者
の
脳
裡
に
喚
起
し
、
そ

の
喚
起
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
消
え
た
あ
と
に
残
る
も
の
は
、
井
戸
の
結
構
や
、
と

り
わ
け
井
戸
水
の
水
量
と
そ
の
つ
め
た
さ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
残
像
を
通

し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
「
石
の
村
」
の
ひ
え
び
え
と
し
た
風
情
で
あ
る
。
こ
こ
に

言
わ
れ
て
い
る
「
石
の
村
し
と
は
、
石
材
を
切
り
出
し
て
そ
れ
を
生
業
と
し
て
い

る
村
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
第
十
五
行
に
あ
る
「
石
の
道
し
と
い
う
詩
句
と
の

関
連
で
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
石
を
敷
き
つ
め
た
道
が
目
立
つ
村
、
と
い
う
ほ
ど

の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
石
」
は
、
第
十
四
行
の
「
板
庇
」
の
「
板
」
に
対
応

し
て
い
る
。
板
庇
に
「
雨
の
や
う
」
に
お
び
た
だ
し
く
お
り
て
、
そ
こ
を
濡
ら
し

た
「
夜
露
」
の
あ
り
さ
ま
は
、
「
石
の
道
を
す
っ
か
り
」
濡
ら
し
た
濡
ら
し
方
と

は
、
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
「
唐
辛
の
花
の
や
う
な
夜
空
L

か
ら
ふ
り
そ

そ
ぐ
星
の
光
が

そ
の
夜
露
に
反
映
し
て
い
る
。

次
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
郭
公
の
鳴
き
声
は
、
こ
の
村
の
夜
の
情
景
を
一
一
層
奥

深
い
も
の
に
し
て
い
る
。

一
種
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
「
馬
の

ゐ
る
気
配
が
す
る
L

と
い
う
先
行
の
詩
句
と
同
様
に
、
「
郭
公
が
な
い
た
」
と
い

う
こ
の
詩
句
は
、
鳴
い
た
と
い
う
客
観
的
な
事
実
を
簡
潔
に
告
げ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
そ
の
簡
潔
な
表
現
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
前
行
と
の
聞
に
小
さ
な
断
絶
あ
る

い
は
飛
躍
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
石
の
道
も
す
っ
か
り
ぬ
れ
て
ゐ
る
」

と
い
う
、
視
覚
を
通
し
て
捉
え
た
情
景
の
穏
や
か
な
表
現
か
ら
ふ
と
わ
れ
に
か
え

る
よ
う
に
、
作
者
の
耳
に
達
し
た
、
作
者
自
身
も
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
郭
公
の

鳴
き
声
を
、
聴
覚
を
通
し
て
感
慨
深
く
表
現
し
て
い
る
。
先
行
と
の
関
連
を
断
つ

て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
単
独
に
表
現
し
て
い
る
こ
の
郭
公
の
鳴
き
声
は
、
こ
の
村

の
夜
の
深
ま
り
と
静
け
さ
を
改
め
て
実
感
さ
せ
る
。
郭
公
が
鳴
い
た
の
は
一
度
だ



け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
鳴
き
方
は
低
く
短
く
ひ
か
え
め
な
も
の
だ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
「
み
ん
な
ひ
っ
そ
り
と
し
て
ゐ
る
」
夜
の
静
寂
の
中
か
ら
ふ
と
き
こ

え
て
き
て
、
「
そ
う
し
て
ま
た
み
ん
な
奥
ぶ
か
く
み
え
る
L

夜
の
深
み
の
中
へ
、

余
韻
も
残
さ
ず
に
消
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
余
韻
は
、
独
り
目
覚
め
て
そ
れ

を
聴
い
た
作
者
の
内
面
に
の
み
、
か
す
か
な
尾
を
曳
い
て
残
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
一
行
の
表
現
が
、
前
行
の
詩
句
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
言
い
出
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
脈
絡
を
断
っ
た
形
で
言
い
出
さ
れ
、
同
様
に
そ
れ
以
後
の

詩
句
と
の
聞
に
脈
絡
を
保
つ
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
自
身
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
自

身
と
し
て
消
え
て
い
く
も
の
の
如
き
姿
と
し
て
あ
る
、
そ
う
し
た
表
現
上
の
形
か

ら
判
断
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
り
つ
つ
こ
の
詩
句
は
、
そ
の
前
後
に
描
か
れ
て
い
る
諸
情
景
の
上
に

作
用
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
ら
を
き
わ
だ
た
せ
る
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。
夜
の
情
趣

を
一
層
深
く
感
じ
と
っ
た
作
者
は
、
再
び
そ
の
視
線
を
家
の
内
に
む
け
て
い
る
。

最
終
連
第
一
行
の
「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
を
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
以
前
及

び
こ
れ
以
後
に
描
か
れ
て
あ
る
諸
情
景
を
規
制
す
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
「
あ

け
や
す
い
」
と
い
う
時
間
的
な
短
さ
を
表
わ
す
こ
の
詩
句
は
、
夜
の
は
ず
れ
に
す

で
に
夜
明
け
の
薄
明
を
予
測
さ
せ
る
。
こ
の
薄
明
感
は
、
「
唐
辛
子
の
花
の
や
う

な
夜
空
」
「
暗
い
ラ
ン
プ
の
座
敷
し
「
白
目
L

「
つ
め
た
い
山
の
匂
ひ
」
「
粗
い
手
」

そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
も
の
の
色
調
と
輪
廓
及
び
そ
の
陰
影
の
あ
り
さ
ま
を
改
め
さ

せ
る
。
さ
ら
に
、
今
現
に
眼
前
に
在
る
こ
れ
ら
の
も
の
の
様
態
も
、
「
あ
け
や
す

い
夏
の
空
」
と
同
じ
よ
う
に
「
あ
け
や
す
」
く
、
そ
の
存
在
自
体
が
「
山
の
人
た

ち
の
質
素
な
ゆ
め
」
の
よ
う
に
淡
々
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

文
学
部
論
集

第
八
十
二
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

「
煤
け
た
ラ
ン
プ
の
ま
わ
り
」
に
、
そ
の
ラ
ン
プ
を
囲
む
よ
う
に
し
て
人
々
は

寝
て
い
る
。
そ
の
寝
て
い
る
姿
を
外
面
的
に
捉
え
て
描
く
の
で
は
な
く
、
「
質
素

な
ゆ
め
」
と
い
う
よ
う
に
内
面
に
踏
み
込
ん
で
、
そ
こ
に
あ
る
「
ゆ
め
」
を
直
接

つ
か
み
出
し
て
く
る
よ
う
に
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
の
「
ゆ
め
」
の
捉
え
方
、
描

き
方
は
「
さ
む
い
月
夜
を
村
の
家
々
は
/
木
綿
の
夢
に
ね
て
ゐ
る
し
と
い
う
詩
句

の
そ
れ
に
似
て
い
る
。
そ
の
「
ゆ
め
」
の
内
実
を
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
具
体
的

「描
蕎そい
麦ばて
う L、
ち る
をの
しカ1

て次
ゐ行
る の
や詩
う句
なで

あ
る麦

粉
を
は
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
ゆ
め
L

と

い
う
表
現
は
、
極
め
て
田
中
冬
二
的
で
あ
り
、
独
自
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
こ

の
行
と
最
終
の
一
行
の
表
現
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
最
も
き
わ
だ
っ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
「
蕎
麦
」
も
「
麦
粉
」
も
共
に
、
非
常
に
粒
子
の
こ
ま
か
い
粉
と
し

て
の
感
触
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
軽
く
、
わ
ず
か
な
風
や
空
気
の
さ
や
ぎ
に
も

ふ
と
舞
い
上
が
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
淡
々
し
さ
、
臨
ろ
臨
ろ
と
し

た
感
じ
、
あ
る
い
は
、

一
種
の
は
か
な
い
よ
う
な
印
象
が
、
「
あ
け
や
す
い
夏
の

夜
」
の
中
で
束
の
間
の
も
の
と
し
て
み
て
い
る
「
山
の
人
た
ち
の
質
素
な
ゆ
め
」

の
内
実
と
性
情
に
通
い
合
う
。
そ
れ
と
共
に
、
「
蕎
麦
う
ち
を
し
て
ゐ
る
」
「
麦
粉

を
は
か
つ
て
ゐ
る
」
よ
う
な
、
と
い
う
表
現
か
ら
は
、

か
す
か
な
音
が
響
い
て
く

る
。
特
に
「
麦
粉
を
は
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
」
と
い
う
表
現
は
、
「
は
か
」
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
麦
粉
の
舞
い
上
が
る
様
が
実
感
さ
れ
る
。
そ
の
麦
粉
の
粉
末

は
、
「
う
す
い
あ
を
い
皐
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
か
わ
り
を
持
つ
。
「
量
」
の
ぼ
ん
や

り
と
か
す
ん
で
い
る
様
を
蕎
麦
粉
や
麦
粉
は
補
強
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
「
蕎
麦
う
ち
」
と
「
麦
粉
を
は
か
」
る
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
を
表
現

し
て
い
る
詩
句
は
、
「
山
の
人
た
ち
の
質
素
な
ゆ
め
」
の
性
情
や
性
質
を
表
わ
し

六
五



田
中
冬
二
詩
集
「
青
い
夜
道
』
私
註
(
叩

(
村
上
隆
彦
)

六
六

も
、
「
さ
び
し
い
か
げ
を
ひ
く
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
よ
/
む
な
し
い
か
げ
に

し
き
夢
を
み
よ
う
と
す
る
/
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
叫
」
と
か
つ
て
田
中
冬

う
つ
く

の
斜
面
の
や
う
な
快
さ
/
真
夜
中
に
目
ざ
め
る
と
/
髪
を
剃
り
た
て
の
月
が
/
青

い
波
の
上
を
静
か
に
わ
た
っ
て
ゐ
る
」
(
「
蚊
帳
」
・
『
青
い
夜
道
』
)

(
2
)
詩
「
五
月
の
田
舎
」
(
『
青
い
夜
道
』
)

(
3
)
詩
「
ふ
ぢ
ま
め
の
花
」
(
同
右
)

(
4
)
詩
「
箕
輪
の
里
」
(
同
右
)

(
5
)
詩
「
海
村
晩
夏
」
(
同
右
)

(
6
)
詩
「
伊
豆
初
夏
」
(
同
右
)

(
7
)
例
え
ば
詩
「
八
十
八
夜
」
「
は
っ
せ
ん
」
「
暦
」
「
ふ
る
さ
と
に
て
」
「
く
ず
の
花
」

「
み
ぞ
れ
の
す
る
小
さ
な
町
」
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
等
。

(
8
)
例
え
ば
前
出
の
詩
「
五
月
の
田
舎
」
「
ふ
ぢ
ま
め
の
花
」
、
詩
「
美
し
き
夕
暮
」

(
『
晩
春
の
日
に
』
)

(
9
)
拙
稿
「
田
中
冬
三
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(
2
)
」
を
参
照
。

(
印
)
こ
の
よ
う
な
擬
人
化
表
現
な
い
し
比
除
表
現
は
、
田
中
冬
三
の
作
品
に
多
く
み

ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
と
り
い
れ
の
す
ん
だ
野
良
は
/
が
ら
ん
と
し
て
/
む
か
う
の
道
か
ら
は
/
空

が
し
ろ
い
障
子
を
た
て
て
ゐ
る
L

(

「
晩
秋
小
景
L

・
『
青
い
夜
道
』
)

「
す
も
も
や
あ
ん
ず
梨
/
山
桜
の
花
の
咲
く
の
に
/
ま
だ
綿
入
を
き
て
ゐ
る

ふ
る
さ
と
は
/
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
だ
ら
う
」
(
「
故
郷
詩
抄
」
・
『
青
い

夜
道
』
)

ひ
さ
し

「
ほ
し
ぐ
さ
や
た
き
ぎ
を
つ
ん
だ
庇
の
下
/
月
が
ふ
か
く
さ
し
こ
ん
で
そ
の

家
の
何
十
年
も
の
老
い
た
る
忠
実
な
る
用
具
|
|
臼
や
杵
は
し
ご
と
/
む
か
し
が

た
り
を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る
」
(
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
・
『
青
い
夜

道
』
)「

暗
い
北
国
の
海
/
オ
リ
オ
ン
星
座
は
/
鳥
貯
を
釣
っ
て
ゐ
る
」
(
「
親
不
和
」

.
『
青
い
夜
道
』
)

「
秋
は
時
の
着
物
に
ゐ
た
/
わ
た
し
は
昨
夜
し
ろ
い
洗
面
器
の
井
戸
水
に
/

す
く

秋
を
い
っ
ぱ
い
掬
っ
た
」
(
「
軽
井
沢
の
氷
菓
子
L

・
『
青
い
夜
道
』
)

「
夜
ふ
け
の
銀
座
/
み
ぞ
れ
ま
じ
り
の
雨
は
/
き
れ
い
な
ア
メ
リ
カ
の
旗
を
織

っ
て
ゐ
る
」
(
「
銀
座
の
雨
」
・
『
青
い
夜
道
』
)

て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
ゆ
め
」
の
内
実
を
も
表
現
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
蕎

麦
う
ち
」
や
「
麦
粉
を
は
か
る
」
作
業
の
夢
を
見
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
表

わ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
の
夢
は
ど
こ
ま
で
も
自
分
た
ち
の
日
常
に
か
か
わ
る
夢

で
あ
っ
て
、
現
実
の
生
活
を
越
え
る
夢
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て

「
質
素
な
ゆ
め
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

ま
た
、
「
う
す
い
あ
を
い
最
を
つ

く
っ
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
煤
け
た
ラ
ン
プ
L

が
も
た
ら
す

「
う
す
い
」
光
と
、
そ
の
「
ま
は
り
」
に
寝
て
い
る
人
た
ち
の
「
質
素
な
ゆ
め
」

は
、
「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
」
の
中
で
、

い
つ
し
か
一
つ
に
重
な
っ
て
、
あ
た
か

二
自
身
が
う
た
っ
た
よ
う
な
「
ひ
っ
そ
り
と
し
し
た
「
ゆ
め
」
を
、

つ
ま
り
「
う

す
い
あ
を
い
量
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
」
「
ゆ
め
」
を
描
き
出
し
た
。
(
一
九
九
七
・
一

O 

七注
(
l
)
こ
う
し
た
表
現
を
用
い
た
も
の
に
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
富
士
か
ら
の
つ
め
た
い
水
に
/
顔
を
あ
ら
っ
た
/
手
を
ひ
や
し
た
/
三
里
ケ

原
の
蜂
蜜
を
と
か
し
て
の
ん
だ
。
青
い
わ
さ
び
醤
油
に
/
水
の
や
う
な
豆
腐
を
た

べ
た
」
(
「
人
穴
の
村
」
・
『
青
い
夜
道
』
)

「
初
夏
の
雨
に
濡
れ
た
硝
子
戸
に
/
ま
だ
雪
の
あ
る
山
脈
/
東
北
線
青
森
急

行
の
寝
台
車
/
僕
は
ア
ス
ピ
リ
ン
を
の
ん
で
ゐ
る
」
(
「
ア
ス
ピ
リ
ン
」
・
『
青

い
夜
道
』
)

「
ソ
ー
ダ
水
の
や
う
な
/
月
の
夜
に
/
小
さ
な
金
魚
ひ
と
つ
死
し
た
り
/
あ
は

れ
/
し
ら
じ
ら
と
秋
た
ち
ぬ
」
(
「
立
秋
小
悲
」
・
『
青
い
夜
道
』
)

〈
た
び

「
草
臥
れ
て
ね
る
白
い
床
の
上
を
/
流
れ
る
青
い
こ
ま
か
い
影
の
快
さ
/
山



「
こ
ぼ
れ
た
湯
が
石
に
冷
え
/
燈
火
に
女
の
髪
の
毛
の
や
う
に
/
ほ
っ
そ

り
と
秋
が
ゐ
ま
し
た
」
(
「
田
沢
温
泉
」
・
『
青
い
夜
道
』
)

(
日
)
富
士
山
を
う
た
っ
た
詩
に
例
え
ば
金
子
光
晴
の
「
富
士
」
、
深
尾
須
磨
子
の
「
ひ

と
り
お
美
し
い
お
富
士
さ
ん
」
等
が
あ
る
。
富
士
山
の
捉
え
方
が
本
質
的
に
ち
が

っ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
一
部
引
用
す
る
。

「
重
箱
の
や
う
に
/
狭
つ
く
る
し
い
こ
の
日
本
。
/
す
み
か
ら
す
み
ま
で
み
み

っ
ち
く
/
俺
達
は
数
へ
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
失
礼
千
万
に
も
/
俺

達
を
召
集
し
ゃ
が
る
ん
だ
。
/
(
略
)
雨
は
や
ん
で
ゐ
る
。
息
子
の
ゐ
な
い
う
つ

ろ
な
空
に
/
な
ん
だ
。
糞
面
白
く
も
な
い
/
あ
ら
ひ
ざ
ら
し
た
浴
衣
の
や
う
な
/

富
士
。
」
(
金
子
光
晴
「
富
士
」
)

「
へ
ン
お
富
土
さ
ん
だ
っ
て
?
/
お
も
し
ろ
く
も
な
い
よ
/
薄
情
に
冴
え
き

っ
た
冬
の
鏡
の
中
の
/
白
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ニ
ュ
l
・
ル
ッ
ク
(
以
下
略
)
」
(
深

尾
須
磨
子
「
ひ
と
り
お
美
し
い
お
富
士
さ
ん
」
)

(
ロ
)
例
え
ば
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。
似
た
性
質
が
み
ら
れ
る
。

「
山
は
美
し
い
夕
焼
/
/
女
は
ナ
プ
キ
ン
を
た
た
ん
で
ゐ
る
/
椅
子
に
か
け
た

そ
の
女
は
膝
を
組
み
重
ね
る
/
す
る
と
腿
の
あ
た
り
が
は
っ
き
り
と
し
て
燃
え

上
る
や
う
だ
/
(
略
)
夕
暮
の
空
気
に
女
の
髪
の
毛
が
シ
ト
ロ
ン
の
や
う
に
匂

ま
て

ひ
快
い
興
奮
と
何
か
し
ら
身
う
ち
に
/
勲
る
も
の
を
わ
き
た
て
る
/
/
山
は
美

し
い
夕
焼
/
女
は
ナ
プ
キ
ン
に
美
し
い
夕
焼
を
た
た
ん
で
ゐ
る
」
(
美
し
き
夕

暮
」
・
『
晩
春
の
日
に
』
)

な
お
西
条
八
十
に
「
落
葉
」
と
題
す
る
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

を

ん

な

う

づ

「
女
よ
/
お
ま
え
の
白
い
、
ふ
く
ら
か
な
乳
房
に
/
耳
を
埋
め
る
と
き
、
/
/

は
ら
、
ら
、
ら
、
ら
、
/
遠
く
聞
え
て
く
る
あ
の
音
は
何
で
あ
ら
う
、
限
か

に
勝
れ
る
和
や
か
、

tw
に
つ
む
粉
雪
か
、
聴
く
つ
ぶ
や
く
微
風
か
。
/
/
女
ょ
、

お
ま
へ
は
何
に
も
知
ら
な
い
、
黒
く
な
が
れ
瞬
は
い
つ
か
と
ぢ
て
/
桜
貝
の
や
う

ね

い

き

も

な
唇
か
ら
は
/
し
づ
か
な
寝
息
が
洩
れ
て
ゐ
る
。
/
は
ら
、
ら
、
ら
、
ら
、

ぞ

や

ま

み

も

/
/
あ
あ
、
ま
た
し
て
も
眼
に
浮
ぶ
鎗
沿
ひ
の
山
路
、
/
そ
こ
に
は
二
人
一
二
人
の

き

ん

ろ

ば

ほ

そ

男
が
、
鞭
を
あ
げ
て
/
黄
金
の
騎
馬
を
追
っ
て
ゐ
る
/
か
れ
ら
の
頭
上
に
繊
い
タ

月
、
/
さ
め
ざ
め
と
、
雨
の
ご
と
く
降
る
落
葉
。
/
/
女
よ
、
深
夜
/
ひ
と

り
め
ざ
め
て
は
寂
し
い
、
あ
ま
へ
の
白
い
、
ゆ
た
か
な
肉
体
の
底
に
/
今
骨
も
き

こ
え
る
落
葉
、
/
は
ら
、
ら
、
ら
、
ら
、
。
L

(

詩
集
『
見
知
ら
ぬ
愛
人
』
)

こ
こ
に
は
、
田
中
冬
三
の
詩
「
河
口
村
し
に
描
か
れ
た
女
人
の
姿
以
上
に
、
直

接
的
に
女
性
の
肉
体
が
う
た
わ
れ
て
い
る
し
、
事
柄
は
性
的
な
要
素
を
濃
く
た
た

え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
詩
は
み
だ
ら
で
も
な
い
し
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
も
な
い
。

「
落
葉
L

の
音
を
通
し
て
、
人
間
存
在
の
実
相
が
深
く
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
形
而
上
的
だ
。
田
中
冬
二
と
の
ち
が
い
が
端
的
に
み
ら
れ
る
。

(
日
)
「
虎
の
門
異
聞
」
(
『
妻
科
の
家
』
)

(
H
)
レ
ず
れ
も
詩
集
『
青
い
夜
道
』
所
収
。

(
日
)
似
た
も
の
と
し
て
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
稲
妻
が
し
て
ゐ
る
/
納
屋
の
壁
に
/
ら
く
が
き
の
大
入
道
が
生
き
て
く
る
」

(
「
山
へ
来
て
」
・
『
青
い
夜
道
』
)

(
日
)
そ
の
有
様
は
次
の
詩
に
も
通
う
も
の
が
あ
る
。

「
ラ
ン
プ
の
火
を
ふ
と
く
し
た
り
/
ほ
そ
く
し
た
り
す
る
/
さ
び
し
い
か
げ
を

ひ
く
明
暗
の
ゆ
ら
ぎ
よ
/
む
な
し
い
か
げ
に
う
つ
く
し
き
夢
を
み
よ
う
と
す
る

/
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
か
/
あ
あ
け
れ
ど
こ
ん
や
わ
た
し
の
思
想
は

/
あ
の
ラ
ン
プ
の
し
ん
に
と
ほ
っ
て
ゐ
る
き
れ
い
な
あ
か
い
線
の
や
う
に
/
ひ

っ
そ
り
と
し
て
た
い
さ
う
閑
雅
で
あ
る
」
(
「
洋
燈
」
・
『
青
い
夜
道
』
)

(
げ
)
エ
ッ
セ
イ
「
山
の
湯
小
記
」
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

「
と
前
の
山
で
郭
公
が
鳴
き
は
じ
め
る
。
そ
れ
か
ら
す
こ
し
し
て
下
の
渓
で
鴬

が
鳴
く
。
そ
し
て
四
辺
は
や
う
や
く
真
珠
色
に
明
る
ん
で
来
る
。
」
(
『
高
原
と
峠

を
ゆ
く
』
)

(
日
)
同
じ
く
エ
ッ
セ
イ
「
山
の
湯
小
記
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
山
の
湯
で
、
ま
た
う
れ
し
い
の
は
、
冬
は
別
と
し
て
、
平
生
雨
戸
を
閉
め
ず
、

障
子
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
障
子
が
、
夜
明
け
白
ば
ん
で
来
る
の
は
好
い
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
障
子
に
映
る
燈
火
の
色
も
な
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
ラ
ン
プ
で
あ
る
な
ら
、
座
敷
毎
に
そ
の
芯
の
た
て
具
合
や
、
そ
の
置

き
場
所
に
よ
っ
て
、
障
子
に
映
る
そ
の
色
も
異
な
る
。
」
(
同
右
)

ま
た
ラ
ン
プ
に
関
し
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

六
七



田
中
冬
三
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註

(ω

(
村
上
隆
彦
)

六
八

「
そ
の
夜
、
私
達
は
枕
元
に
台
ラ
ン
プ
を
置
い
て
寝
た
が
、
寝
相
の
悪
い

S
が、

ひ
つ
く
り
か
へ
し
ゃ
し
な
い
か
と
、
私
は
気
が
気
で
な
く
、
ま
ん
じ
り
と
も
し
な

か
っ
た
。
|
|
上
人
正
一
五
年
L

(

「
山
聞
の
湯
の
秋
の
一
夜
」
・
同
右
)

(
日
)
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
・
『
青
い
夜
道
』

(
初
)
註
(
日
)
参
照

(
む
ら
か
み
た
か
ひ
こ
国
文
学
科
)

一
九
九
七
年
一

O
月
一
六
日
受
理


