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本
稿
の
当
面
の
作
業
は
、
『
徽
』
と
『
道
草
』
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
リ

ア
リ
ズ
ム
の
特
質
を
具
体
的
に
解
明
し
、
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
性
格
を
決
定
し
て
い
る
と
乙
ろ

の
自
意
識
ゆ
犠
相
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
乙
と
で
あ
る
。
近
代
文
学
史
上
、
対
立
的
関
係
に
あ
る
と

E
ー

さ
れ
て
い
る
秋
声
激
石
の
二
人
の
作
品
を
比
絞
し
、
そ
の
描
写
法
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る

こ
と
は
、
今
日
ま
で
、
や
や
概
念
的
説
明
し
か
な
さ
れ
な
い
傾
き
の
あ
っ
た
両
者
の
相
違
点
を

具
体
的
に
解
明
し
、
確
認
す
る
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
相
違
点
が
具
体
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
乙
か
ら
さ
ら
に
、
二
人
の
作
家
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
そ
の
基
底
の

と
こ
ろ
で
決
定
し
て
い
る
自
意
識
の
様
相
を
解
明
す
る
端
緒
を
見
い
だ
す
乙
と
に
も
な
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
秋
芦
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
本
質
と
そ
の
展
開
の
さ
ま
を
見
極
め
て

い
乙
う
と
目
論
ん
で
い
る
筆
者
に
と
っ
て
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
見
通
し
と
を
得
る
乙
と
に
も

な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
さ
き
に
、
『
徽
』
に
お
け
る
客
観
的
印
象
描
写
法
と
、
そ
の
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の

注

ω

作
者
の
対
象
認
識
法
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
『
徽
』
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
客
観

的
印
象
描
写
法
は
、
ま
ず
好
悪
二
つ
の
感
覚
に
基
づ
い
た
感
覚
的
認
識
が
基
底
に
あ
り
、
そ
の

相
互
に
対
立
的
な
二
つ
の
認
識
が
対
等
の
関
係
で
並
列
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
と
に
総
合
さ
れ
る

イ
メ
ー
ジ
に
は
混
濁
し
た
印
象
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
混
濁
に
よ
っ
て
、
好
惑

の
感
覚
が
互
い
に
相
対
化
さ
れ
、
相
殺
さ
れ
て
、
客
観
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
底
か
ら
立

ち
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
一
一
穫
の
相
対
化
認
識
法
に
基
づ
く
描
写
法
で
あ
る
と

認
定
す
る
乙
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
印
象
描
写
法
が
客
観
性
を
獲
得
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
感
覚
的
認
識
を
相
対
化
す
る
も
の
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
主
人

公
の
強
烈
な
自
意
識
で
あ
る
乙
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

そ
こ
で
次
に
、
そ
の
自
意
識
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
も
っ
て
『
徽
』
に
表
わ
れ
て
い
る
か
と の

特

質

と

自

意

識

の

木

村

東

士
口

い
う
乙
と
が
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
作
品
中
に
、
そ
う
し
た
自
意
識
が
な
ま
の
形

で
、
直
接
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
部
分
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
具
体
的
様
相
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
印
象
描
写
の
底
に
流
れ
て
い
る
そ
れ
を
読
み
取
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
激
石
の
『
道
事
』
と
比
絞
し
、
そ

の
表
現
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
、
表
現
の
底
に
流
れ
て
い
る
意
識
の
様
相
を
と
ら
え
、
そ
の

意
識
の
流
れ
を
支
配
し
て
い
る
自
意
識
の
あ
り
方
を
見
極
め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
の
で
あ

る。
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『
道
草
』
を
『
徽
』
と
の
比
較
の
対
象
と
し
て
選
ん
だ
理
由
は
、

ζ

の
二
つ
の
作
品
が
、
近

代
文
学
史
上
対
立
す
る
こ
つ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
系
流
に
属
す
る
作
家
の
作
品
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
『
徽
』
と
多
く
の
類
似
点
を
持
つ
、
し
か
も
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
乙
の
二
つ
の
作
品
が
多
く
の
類
似
点
を
持
っ
て
い
る
乙
と
は
、
『
道
草
』
の
完
成
し

た
時
期
か
ら
批
評
家
た
ち
の
間
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
作
品
の
暗
い
印
象
と

か
、
家
庭
的
日
常
生
活
を
題
材
と
し
て
い
る
と
か
い
っ
た
表
面
的
な
理
解
に
基
づ
い
た
漠
然
と

し
た
指
摘
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
両
作
品
の
共
通
点
を
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
と
ら
え

注
例

た
の
は
、
江
藤
淳
の
「
徳
田
秋
芦
」
で
あ
る
。
彼
は
『
徽
』
と
『
道
草
』
と
の
冒
頭
の
部
分
を

引
用
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

乙
の
二
つ
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
「
帰
っ
て
来
た
男
」
が
世
帯
を
持
つ
話
で
あ
る
。
さ

ら
に
当
時
の
文
壇
用
語
で
い
え
ば
、
辛
気
臭
い
家
庭
生
活
の
描
写
に
終
始
し
て
い
る
と
い

う
点
で
、
い
わ
ゆ
る
「
茶
の
間
小
説
」
の
部
類
に
は
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
乙
こ
に

は
そ
う
い
う
題
材
上
の
類
似
を
超
え
た
共
通
の
な
に
も
の
か
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
章
の
重

い
感
触
や
重
く
沈
ん
だ
色
調
、
あ
る
い
は
作
者
の
語
調
を
通
じ
て
感
じ
る
ほ
か
な
い
か
日
い

も
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
二
人
の
作
家
の
「
体
質
」
の
共
通
性
と
い
う
の
で
あ
る
。



『
道
草
』
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
激
石
が
、
秋
声
の
『
徹
』
を
頭
の
片
隅
に
患
い
浮
か

ぺ
て
い
た
と
考
え
て
も
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。

〈
「
徳
田
秋
芦
」
)

興
味
深
い
示
唆
を
合
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
指
摘
も
、
作
家
の
「
体
質
」
的
類
似
性

を
説
く
文
脈
の
中
に
あ
る
た
め
に
、
作
品
の
具
体
的
比
較
研
究
九
と
は
、
論
が
発
展
し
て
い
な

そ
こ
で
、
両
作
品
の
類
似
点
に
つ
い
て
少
し
見
て
お
く
こ
と
に
す
句
作
品
の
題
材
あ
る
い

は
モ
チ
ー
フ
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
類
似
点
を
数
え
る
乙
と
が
で
き
る
。

付
、
江
藤
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
の
主
人
公
は
共
に
遠
い
孤
独
な

旅
に
疲
れ
、
家
庭
的
安
ら
ぎ
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
帰
っ
て
来
た
知
識
人
で
あ
る
。
口
、
彼

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
東
京
市
中
で
家
庭
を
持
ち
、
家
庭
的
日
常
生
活
の
現
実
に
ふ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
回
、
彼
ら
の
家
庭
生
一
活
は
、
教
育
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
無
反
省
に
社
会
的
習
慣
に
従

っ
て
生
き
て
い
る
妻
や
そ
の
他
の
人
々
と
、
そ
う
し
た
社
会
的
習
慣
を
尊
重
で
き
な
い
主
人
公

と
の
聞
に
価
値
観
の
ず
れ
が
あ
る
乙
と
、
お
よ
び
、
主
人
公
が
常
に
い
ら
立
ち
ゃ
す
い
と
い
う

特
異
な
気
質
の
持
ち
主
で
あ
る
た
め
に
、
夫
婦
聞
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
関
係
に
円
滑
を
欠
く

と
と
が
多
い
。
倒
、
そ
の
う
え
、
じ
わ
じ
わ
と
増
し
て
く
る
経
済
的
負
担
は
、
主
人
公
を
い
つ

も
生
活
苦
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
彼
ら
の
心
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
師
、

そ
れ
で
も
感
情
の
波
動
は
、
時
折
夫
婦
に
和
合
を
も
た
ら
す
乙
と
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
主
人
公
が
家
庭
の
良
さ
を
味
わ
う
と
い
う
心
境
に
至
る
こ
と
は
な
く
、
家
庭
生
活
を
重
荷

に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
ら
は
、
時
に
夫
婦
の
別
居
さ
え
試
み
る
の
で
あ
る
。
円
、
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
家
庭
生
活
に
ふ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
主
人
公
は
自
己
と
現
実
と
の
関
係
に
お

い
て
、
自
己
の
姿
を
改
め
て
考
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
倒
、
な
お
、
そ
う
し
た
題
材
の
主
要
な

枠
組
み
は
、
い
ず
れ
も
作
者
自
身
の
明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
実

体
験
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
。

創
作
上
の
方
法
お
よ
び
態
度
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
類
似
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
付
、
作
者
が
自
己
の
体
験
に
題
材
を
得
て
い
る
乙
と
は
さ
き
に
述
ぺ
た
が
、
そ
の
体
験
に

基
づ
い
て
自
己
を
主
人
公
に
仕
立
て
て
、
私
小
説
あ
る
い
は
自
伝
小
説
と
し
て
い
る
。
同
、
作

口
聞
に
お
け
る
各
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
は
、
お
も
に
主
人
公
の
目
を
通
し
て
見
ら
れ
た
も
の
を
描
く

方
法
が
と
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
作
品
世
界
は
主
人
公
の
介
在
を
ま
っ
て
展
開
す
る
。
(
た
だ

し
、
両
作
品
と
も
、
各
一
箇
所
だ
け
主
人
公
不
在
の
場
面
が
あ
る
。
)
伺
、
し
か
し
、
程
度
の

差
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
主
人
公
に
つ
い
て
、
作
者
は
十
分
乙
れ
を
客
観
化
す
る
よ
う
に
距

離
を
保
つ
努
力
を
し
て
い
る
か
ら
、
作
品
世
界
が
主
人
公
の
一
方
的
な
主
観
に
よ
っ
て
塗
り
つ

ぶ
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
伺
、
そ
の
一
方
で
、
作
者
と
主
人
公
と
の
聞
に

認
識
法
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
両
者
の
間
の
い
わ
ゆ
る
血
縁
関
係
も
認
め
ら
れ

る
。
師
、
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
は
、
共
に
作
者
の
意
識
的
な
現
実
直
視
の
姿
勢
に
よ
っ

て
貫
か
れ
て
お
り
、
作
者
は
、
こ
の
姿
勢
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
文
学
的
行
程
に
一

つ
の
時
期
を
画
し
た
。
円
、
そ
の
他
、
茶
の
間
の
事
件
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
大
な
り
小
な
り

似
た
よ
う
な
乙
と
ば
か
り
が
起
き
る
も
の
だ
と
い
う
事
情
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
中

の
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
バ
ロ
デ
ィ
に
近
い
と
見
る
乙
と
が
で
き
る

よ
う
な
類
似
箇
所
が
あ
る
。
伸
、
の
み
な
ら
ず
、
秋
声
が
得
意
と
し
、
秋
声
独
特
の
表
現
技
法

と
も
い
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
倒
叙
法
(
挿
入
的
回
想
叙
法
と
も
い
う
ぺ
き
も
の
)
が
『
道
草
』
に

も
見
れ
だ
さ
れ
、
技
法
上
の
影
響
関
係
も
見
ら
れ
る
。
(
内
帥
に
つ
い
て
は
、
後
に
具
体
的
実

例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
)

以
上
の
よ
う
な
乙
と
を
確
か
め
て
み
る
と
、
「
『
道
草
』
を
書
乙
う
と
し
て
い
た
滋
石
が
、

秋
声
の
『
徽
』
を
頭
の
片
隅
に
思
い
浮
か
ぺ
て
い
た
と
考
え
て
も
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
U

と
す
る
江
藤
の
指
摘
も
十
分
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

李
総
い
え
ば
、
警
が
秋
吉
対
し
て
意
外
な
ほ
ど
霊
的
で
あ
っ
た
乙
と
は
、
正
宗
白

鳥
の
指
摘
以
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
り
、
江
藤
も
そ
の
理
由
と
し
て
両
者
の
「
体

質
」
的
類
似
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
獄
石
が
『
徽
』
に
つ
い

y-π
よ
く
知
っ
て
い
た
乙

1
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と
は
、
『
徹
』
の
成
立
事
情
お
よ
び
彼
の
書
簡
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
か
か
ら
、
激
石
自
身
が

自
己
の
作
品
と
の
似
寄
り
に
気
付
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
激
石
が
、
『
道

草
』
を
完
成
し
た
翌
月
の
大
正
四
年
十
月
十
一
日
に
「
文
壇
の
こ
の
ご
ろ
」
と
い
う
一
文
を
発

表
し
、
そ
の
大
半
を
『
道
草
』
完
成
と
同
時
に
刊
行
さ
れ
た
秋
声
の
『
あ
ら
く
れ
』
を
取
り
あ

げ
て
の
秋
声
文
学
批
判
に
費
や
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
た
だ
単
に
『
あ
ら
く

れ
』
と
い
う
一
つ
の
作
品
に
対
す
る
獄
石
の
反
応
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
『
あ
ら
く

れ
』
に
触
発
さ
れ
た
秋
声
文
学
全
体
に
対
す
る
反
応
と
し
て
理
解
す
ぺ
き
だ
と
い
う
乙
と
に
な

る
。
乙
の
批
評
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
で
も
い
る
。
少
な
く
と
も
、
乙
の
時
期
に
お
い

て
、
激
石
が
秋
声
文
学
に
対
し
て
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
乙
と
は
、
ま
ず
疑
い

な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
の
引
用
は
そ
の
中
の
一
節
で
あ
る
。

徳
田
氏
の
作
物
は
現
実
其
俸
を
書
い
て
居
る
が
、
其
裏
に
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
な
い
。

"“
 



(
中
略
)
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
極
め
て
散
漫
で
あ
る
。
然
し
私

は
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
無
け
れ
ば
小
説
で
は
な
い
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
又
徳
田
氏
自

身
は
さ
う
云
ふ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
を
嫌
っ
て
居
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
う
云
ふ
ア
イ

デ
ア
が
氏
の
作
物
に
欠
け
て
居
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
初
め
か
ら
或
る
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ

て
、
そ
れ
に
当
て
骸
め
て
行
く
や
う
な
書
き
方
で
は
、
不
自
然
の
物
と
な
ら
う
が
、
事
実

其
俸
を
書
い
て
、
そ
れ
が
或
る
ア
イ
デ
ア
に
自
然
に
帰
着
し
て
行
く
と
云
ふ
や
う
な
も
の

が
、
所
謂
深
さ
の
あ
る
作
物
で
あ
る
と
考
九
る
。
徳
田
氏
に
は
乙
れ
が
な
い
。

(
「
文
壇
の
乙
の
ご
ろ
」
)

乙
の
有
名
な
秋
声
文
学
批
判
は
、
ず
い
ぶ
ん
き
び
し
い
が
、
秋
声
の
文
学
的
立
場
に
も
理
解

を
示
し
て
い
て
決
し
て
冷
た
く
は
な
い
。
『
道
草
』
と
『
徹
』
と
の
類
似
性
を
見
て
き
た
白
か

ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
批
評
の
仕
方
の
中
に

は
、
秋
声
文
学
と
の
対
比
に
お
い
て
、
激
石
自
身
が
自
己
の
文
学
の
独
自
性
を
一
再
確
認
し
な
い

で
は
い
ら
れ
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
て
、
そ
れ
を
こ
う
し
た
形
で
表
わ
し
た
の
で
は
な
い
か
と

さ
え
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
般
に
対
立
的
性
格
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
自
然
主
義
と

激
石
と
の
二
種
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
系
列
に
属
す
る
作
品
で
あ
っ
て
、
し
か
も
多
く
の
類
似
点
を

持
っ
た
乙
れ
ら
二
つ
の
作
品
は
、
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
性
格
ゃ
、
そ
の
基
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の

自
意
識
の
様
相
を
具
体
的
に
比
較
検
討
す
る
た
め
の
好
材
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

視
線
の
動
き
と
好
悪
感
覚

見
て
き
た
よ
う
に
、
『
徽
』
と
『
道
草
』
と
は
多
く
の
類
似
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
両
者
の
間
に
は
お
の
ず
か
ら
相
違
点
も
あ
る
。
以
下
、
そ
の
類
似
し
つ
つ
異
な
る

部
分
に
着
目
し
、
両
者
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
性
格
の
相
違
点
を
具
体
的
に
見
て
い
く
乙
と
に
す

る
。
そ
の
時
、
ま
ず
、
主
人
公
の
視
線
の
動
き
に
注
目
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の

は
、
さ
き
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
乙
れ
ら
二
つ
の
作
品
が
主
人
公
の
目
を
通
し
て
対
象
を
と
ら

え
て
い
く
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
視
線
の
動
き
の
特
徴
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
そ
乙
か
ら
主
人
公
の
自
意
識
の
様
相
に
せ
ま
る
乙
と
も
有
効
な
方
法
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
て
み
る
と
、
両
作
品
と
も
、
家
庭
的
日
常
生
活
の
現
実
に

対
し
て
、
い
ら
立
た
し
い
気
持
ち
で
接
し
て
い
る
の
が
そ
の
主
人
公
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
自

で
と
ら
え
た
作
品
世
界
の
印
象
に
、
か
な
り
明
僚
な
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
感
覚

的
な
乙
と
ば
で
い
え
ば
、
『
徽
』
の
世
界
に
は
、
そ
の
底
に
幾
分
か
の
ぬ
く
も
り
が
感
じ
ら
れ

る
の
に
対
し
て
、
『
道
草
』
の
世
界
に
は
底
知
れ
ぬ
寒
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き

よ
う
か
。

乙
の
印
象
の
差
を
作
り
出
し
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の

原
因
が
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ

れ
は
、
『
徽
』
の
主
人
公
笹
村
の
家
が
市
井
の
家
々
に
は
さ
ま
れ
で
あ
る
の
に
比
ぺ
て
、
『
道

草
』
の
主
人
公
健
三
の
家
に
は
隣
家
が
あ
る
と
い
う
印
象
が
き
わ
め
て
希
薄
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
健
三
の
家
が
環
境
的
に
孤
立
し
て
い
る
と
か
、
近
隣
の
人
々
か
ら
う
と
ま
れ

て
い
る
と
か
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
健
三
の
視
線
が
家
の
周
辺
に
ま
で
届
く
乙
と
が

ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
読
者
に
そ
う
し
た
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
健
三
の
家
の
近
所
に
は
、

電
話
設
備
の
あ
る
医
者
の
家
が
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
家
が

孤
立
し
て
あ
る
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
い
得
な
い
の
も
、
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
乙
の
点
で
『
徽
』
は
違
う
。
笹
村
の
視
野
は
決
し
て
広
く
な
い
し
、
近
所
づ
き
あ
い
の
こ

ま
ご
ま
し
た
乙
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
が
、
彼
の
視
線
は
家
の
周
辺
に
ま
で
し
っ
か

り
と
届
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
の
家
が
ご
た
ご
た
と
し
た
家
並
み
の
中
に
は
さ
ま
れ
で

あ
る
様
子
が
読
者
に
も
想
像
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
や
比
犠
的
な
言
い
方
を

す
れ
ば
、
『
道
草
』
の
世
界
が
よ
り
現
代
的
な
都
市
生
活
者
の
意
識
す
る
そ
れ
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
『
徹
』
の
世
界
が
ま
だ
地
域
社
会
の
連
帯
感
覚
を
残
し
て
い
る
者
の
意
識
す
る
そ
れ
で

あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
時
代
お
よ
び
場
所
が
、
い
ず

れ
も
明
治
三
十
年
代
後
半
の
東
京
市
中
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
主

人
公
の
社
会
的
地
位
ゃ
、
東
京
市
中
で
の
地
域
格
差
等
を
若
干
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
作
品
世

界
の
性
格
の
こ
の
よ
う
な
差
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
外
的
環
境
で
は

な
く
て
、
主
人
公
の
意
識
だ
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
乙
れ
ら
二
つ
の
作
品
の
構
想
法
の
基
本
的
相
違
点
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
『
道
草
』
は
決
し
て
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

た
と
え
ば
作
中
人
物
の
島
固
に
は
一
応
モ
デ
ル
が
あ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
は
、
健
三

か
ら
見
た
場
合
の
外
部
の
人
々
一
般
を
代
表
す
る
人
物
、
あ
る
い
は
観
念
的
象
徴
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
『
徽
』
に
お
け
る
諸
人
物
に
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
象
徴

性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
)
し
た
が
っ
て
、
島
田
が
十
分
な
リ
ア
リ
テ
ィ

を
も
つ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
れ
ば
、
作
者
の
自
は
外
界
の
人
々
に
も
届
い
て
い
る
と
見
る
こ
と

慌
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が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
わ
き
ま
え
た
上
で
、
こ
の
島
田
の
イ
メ
ー
ジ
に
外
界
の
人
々

を
真
に
象
徴
し
得
る
だ
け
の
実
在
感
が
実
際
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
}
る

と
、
彼
は
、
路
上
で
突
然
姿
を
現
わ
し
た
過
去
の
亡
霊
に
似
て
、
養
父
と
い
う
特
殊
な
鮮
を
伴

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で
住
所
す
ら
定
か
で
は
な
く
、
彼
の
背
後
に
健
三
の
隣

家
の
人
々
、
あ
る
い
は
一
般
の
人
々
を
も
見
る
乙
と
が
で
き
る
よ
う
な
象
徴
性
を
、
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
十
分
に
獲
得
し
え
て
い
る
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
彼
の
ほ
か
に
は
、
そ

う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。

『
徽
』
に
お
い
て
、
乙
の
『
道
草
』
に
お
け
る
島
田
に
対
比
し
得
る
よ
う
な
人
物
を
強
い
て

求
め
る
と
す
れ
ば
、
笹
村
の
友
人
B
ー
を
あ
げ
る
乙
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、
笹

村
と
お
銀
と
の
煽
れ
た
関
係
を
精
算
さ
せ
る
た
め
に
、
最
初
は
そ
の
仲
を
さ
く
こ
と
を
考
え
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
は
彼
ら
を
正
式
に
結
婚
さ
せ
る
た
め
の
労
を
取
っ
た
、
作

品
中
の
端
役
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
が
、
笹
村
は
こ
の
人
物
に
つ
い
て
「
八
方
か
ら
遠
寄
せ
に
押

寄
せ
て
ゐ
る
や
う
な
圧
迫
の
決
潰
口
と
も
見
ら
れ
る
友
人
」
と
意
識
し
て
い
る
か
ら
、

B
ー
に

は
外
界
の
社
会
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
の
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
乙
と
も
可
能
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
、
そ
の

B
ー
に
つ
い
て
笹
村
は
、
彼
の
も
う
一
人
の
友
人
で
、
一
時

は
同
居
も
し
て
い
た
深
山
と
い
う
男
と
「
気
脈
を
通
じ
て
ゐ
る
ら
し
く
思
へ
る
」
と
見
て
い

る
。
そ
の
深
山
と
は
、
笹
村
と
お
銀
と
を
め
ぐ
り
合
わ
せ
る
機
縁
を
作
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ

の
お
銀
を
め
ぐ
っ
て
笹
村
と
の
聞
に
い
ざ
こ
ざ
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
お
銀

が
近
所
の
人
々
と
交
流
し
て
い
る
様
に
も
笹
村
は
目
を
と
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、

B
ー
は
一
方

で
社
会
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
笹
村
の
家
庭
を
と
り
ま
く
人
々
と
地
つ
づ
き
の

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

『
道
草
』
の
島
田
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
こ
う
し
た
性
格
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
観
念
性

が
強
い
乙
と
は
か
ま
わ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
観
念
性
を
背
負
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
作
品
中
で

十
分
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
発
揮
す
る
た
め
に
当
然
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
背

景
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
島
田
が
作
品
中
の
主
要
人
物
で
あ
る
だ
け
に
、
『
道
草
』

を
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
と
い
う
方
面
か
ら
見
る
時
、
一
つ
の
限
界
と
言
っ
て
も
よ
い
乙
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
『
徽
』
の
B
ー
は
作
中
の
端
役
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
よ
く
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ

の
形
象
化
に
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
の
方
は
、
せ
っ
か
く
笹
村
と
B
ー
と
の
対
決
の
場

が
設
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
確
な
理
念
を
合
ん
だ
対
決
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

お
ら
ず
、
そ
の
た
め
問
題
が
た
だ
処
世
的
次
元
で
処
理
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
笹
村
と
外
界

と
の
対
立
関
係
が
鮮
明
に
さ
れ
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
数
石
か
ら
寸
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
が
無

い
」
と
批
判
を
浴
び
る
の
も
、
ま
た
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
『
道
草
』
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
限
界
が
生
じ
た
の
か
。
次
に
そ
の

点
を
見
て
い
く
乙
と
に
し
よ
う
。
健
三
は
、
島
田
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
は
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
直
接
島
田
を
訪
ね
て
事
実
を
っ
き
と
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
姉
の
家
を
訪
ね
る
。
し
か
も
、

そ
の
姉
の
家
で
要
領
を
得
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
乙
で
彼
は
、
島
田
の
こ
と
を
知
り

た
い
と
い
う
「
好
奇
心
を
軽
蔑
し
」
て
し
ま
い
、
「
た
Y
想
像
の
眼
で
、
子
供
の
時
分
見
た
英

人
の
家
と
、
其
家
の
周
囲
と
一
を
、
心
の
う
ち
に
思
ひ
浮
か
ぺ
」
る
乙
と
で
満
足
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
健
三
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
乙
と
に
よ
っ
て
、
健
三
の
自
を
通
し
て
だ
け
作

品
世
界
が
展
開
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
島
田
が
現
実
的
社
会
的
背

景
を
背
負
っ
て
登
場
す
る
契
機
は
失
わ
れ
、
た
だ
健
三
の
記
憶
に
残
る
「
彼
の
不
幸
な
過
去
を

な
か
だ
ち

遠
く
か
ら
呼
び
起
す
媒
介
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
乙
と
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る。
筆
者
は
、
健
三
の
こ
の
よ
う
な
行
動
の
中
に
、
彼
が
人
に
接
す
る
時
の
行
動
様
式
あ
る
い
は

認
識
態
度
の
基
本
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
見
い
だ
す
乙
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
次

に
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
健
三
が
島
田
に
対
し
て
関
心
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
相
手
を

避
け
よ
う
と
し
、
し
か
も
相
手
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
心
が
内
攻
し
て
い
く
さ
ま
は
、
健

三
が
初
め
て
島
田
と
混
濁
し
た
場
面
に
お
い
て
す
で
に
表
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
、
そ
の
部

分

を

具

体

的

に

見

る

乙

と

か

ら

始

め

よ

う

。

、

、

あ
る
日
小
雨
が
降
っ
た
。
其
時
彼
は
外
套
も
雨
具
も
者
け
ず
に
、
た
だ
傘
を
差
し
た
丈

①
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で
、
何
時
も
の
通
り
を
本
郷
の
方
へ
例
刻
に
歩
い
て
行
っ
た
。
す
る
と
車
屋
の
少
し
さ
き

26~ 

で
思
ひ
懸
け
な
い
人
に
は
た
り
と
出
会
っ
た
。
其
人
は
根
津
権
現
の
裏
門
の
坂
を
上
っ

て
、
彼
と
反
対
に
北
九
向
い
て
歩
い
て
来
た
も
の
と
見
え
て
、
健
三
が
何
気
な
く
眺
め
た

②

1
1
1
1
I
l
l
i
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-

時
、
十
間
位
先
か
ら
既
に
彼
の
視
線
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
恩
は
ず
彼
の
限
を

わ
き
九
外
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

③
ー

彼
は
知
ら
ん
顔
を
し
て
其
人
の
傍
を
通
り
抜
け
ゃ
う
と
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
に
は
も
う

一
遍
比
男
の
眼
鼻
立
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
御
互
が
二
三
間
の
距
離
に
近

づ
い
た
頃
又
砕
を
其
人
の
方
向
に
向
け
た
。
す
る
と
先
方
で
は
も
う
疾
く
に
彼
の
姿
を
凝

と
見
詰
め
て
ゐ
た
。



往
来
は
静
で
あ
っ
た
。
二
人
の
聞
に
は
た
Y
細
い
雨
の
糸
が
絶
間
な
く
務
ち
て
ゐ
る
丈

@
1
1
i
l
l
-
-
l
i
l
-
-

な
の
で
、
御
互
が
御
互
の
顔
を
認
め
る
に
は
何
の
困
難
も
な
か
っ
た
。
縫
三
は
す
ぐ
眼
を

そ
ら
し
て
又
真
正
面
を
向
い
た
億
歩
き
出
し
た
。
け
れ
ど
も
相
手
は
道
端
に
立
ち
留
ま
っ

た
な
り
、
少
し
も
足
を
運
ぶ
気
色
な
く
、
じ
っ
と
彼
の
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
送
っ
て
ゐ

⑤
I
l
l
i
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

た
。
健
三
は
其
男
の
顔
が
彼
の
歩
調
に
つ
れ
て
、
少
し
づ
h

動
い
て
回
る
の
に
気
が
着
い

た
位
で
あ
っ
た
。

@
l
i
l
-
-
h
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-
l
i
l
-
-

彼
は
此
男
に
何
年
会
は
な
か
っ
た
ら
う
。
(
以
下
略
)
『
道
草
』
(
一
)

健
三
の
視
線
の
動
き
と
、
彼
の
関
心
の
向
け
方
と
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
(
傍
線

①
)
「
思
ひ
懸
け
な
い
人
」
に
会
っ
て
、
一
瞬
驚
い
た
は
ず
の
彼
の
視
線
は
、
確
認
の
た
め
に

相
手
に
注
が
れ
る
の
で
は
な
く
、
(
傍
線
②
)
ほ
と
ん
ど
反
射
的
に
一
度
対
象
か
ら
そ
れ
る
の

で
あ
る
。
が
、
健
三
の
関
心
も
そ
れ
に
伴
っ
て
相
手
か
ら
は
な
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、

(
傍
線
③
)
や
は
り
相
手
を
観
察
確
認
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
一
度
屈
折
し
た
健

三
の
視
線
は
再
び
屈
折
し
て
相
手
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
、
(
傍
線
④
)
相

手
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
乙
と
な
く
、
視
線
は
対
象
か
ら
そ
=
り
さ
れ
て
い
る
。
三
た
び
視
線
は

屈
折
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に
な
っ
て
も
、
彼
の
関
心
が
相
手
か
ら
離
れ
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
逆
に
関
心
は
高
め
ら
れ
て
、
(
傍
線
③
)
い
わ
ば
裏
返
し
の
視
線
と
で
も
い
う
べ

き
視
線
が
対
象
に
注
が
れ
、
行
き
場
の
な
く
な
っ
た
健
三
の
視
線
は
、
(
傍
線
⑥
)
や
が
て
内

攻
し
て
健
三
の
記
憶
を
掘
り
返
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
引
用
で
は
省
略
し
た
が
、
以
後
続
く
部

分
に
は
、
健
三
の
記
憶
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
島
田
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
描
か
れ
る
島
田
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
健
三
の
見
た
幻
覚
に
も
近
い
も
の
に
な
っ
て
い

る。
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
健
三
の
視
線
と
関
心
と
の
動
き
方
は
、

相
手
を
避
け
な
が
ら
一
層
相
手
九
の
関
心
を
高
め
て
い
き
、
や
が
て
自
己
の
記
憶
を
掘
り
返
す

に
至
る
と
い
う
形
に
お
い
て
、
彼
が
島
田
の
家
を
訪
ね
な
い
で
島
田
九
の
関
心
を
高
め
て
い
っ

た
さ
き
の
や
り
方
と
ほ
ぼ
同
一
の
型
に
は
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。健

三
が
こ
の
よ
う
に
曲
折
の
多
い
行
動
を
す
る
根
底
に
は
、
当
然
彼
の
心
理
的
ジ
レ
ン
マ
が

あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
口
に
い
っ
て
、
島
田
が
嫌
悪
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
思
義
の

対
象
で
も
あ
る
と
い
う
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
島
田
の
使
い
の
者
が
健
三
に
会

い
に
来
た
時
、
「
(
会
う
こ
と
は
)
厭
だ
け
れ
ど
も
(
会
う
こ
と
が
)
正
し
い
方
法
だ
か
ら
仕

方
が
な
い
」
と
考
え
、
そ
の
使
い
の
者
か
ら
島
田
と
の
交
際
の
復
活
を
申
し
込
ま
れ
た
時
、

つ
寺
あ
ふ

「
何
う
考
九
て
も
交
際
の
は
厭
で
な
ら
な
か
っ
た
健
三
は
、
ま
た
何
う
し
て
も
そ
れ
を
断
る
の

を
不
義
理
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
厭
で
も
正
し
い
方
に
従
は
う
と
息
ひ
極
め

た
己
と
い
っ
て
い
る
乙
と
で
わ
か
る
。
相
手
に
対
し
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の

根
深
い
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
一
度
は
反
射
的
に
目
を
そ
む
け
る
の
で
あ
る
が
、
見

な
い
で
い
る
乙
と
に
は
不
安
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
の
不
安
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く
相
手
か
ら

目
を
そ
ら
せ
、
そ
れ
に
関
わ
る
乙
と
な
し
に
居
た
い
と
思
う
自
分
の
欲
求
を
何
か
不
正
な
も
の

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
感
覚
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
不
正
な
欲
求
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
自
覚
が
彼
を
不
安
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
相
手
~
の
関
心

を
断
ち
切
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
相
手
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
強
く
、
相
手
か
ら
離
れ

て
い
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
強
く
な
れ
ば
、
逆
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
不
正
な
欲
望

の
強
さ
を
顕
著
に
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
不
安
も
一
層
高
ま
る
と
い
う
結
果
に
な

り
、
相
手
九
の
関
心
も
ま
た
深
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相

手
へ
の
嫌
悪
感
が
弱
ま
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
相
手
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
い
た
い
と
い
う
願

望
も
消
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
う
ち
に
健
三
の
関
心
は
結
局
内
攻
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

島
田
に
対
す
る
健
三
の
接
し
方
は
以
上
見
て
来
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
『
道
草
』
に
お

け
る
も
う
一
人
の
主
要
人
物
で
あ
る
妻
お
往
に
対
す
る
時
の
健
三
の
あ
り
ょ
う
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
お
住
に
対
す
る
時
も
、
島
田
に
対
す
る
時
と
ほ
ぼ
同
様
の

行
動
様
式
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
二
つ
例
を
挙
げ
て
見
て
い
く
乙
と
に
し
よ
う
。

家
九
一
帰
る
と
細
君
は
奥
の
六
畳
で
手
枕
を
し
た
な
り
寝
て
ゐ
た
。
健
三
は
其
傍
に
散
ら

①

l
l
j
e
l
l
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ば
っ
て
ゐ
る
赤
い
片
端
だ
の
物
指
だ
の
針
箱
だ
の
を
見
て
、
又
か
と
い
ふ
顔
を
し
た
。

(
中
略
)

③

l
I
l
-
s
i
l
l
i
-
-
-ーー
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

@

l

健
三
は
斯
う
し
た
細
君
の
態
度
を
悪
ん
だ
。
同
時
に
彼
女
の
歌
私
的
塁
を
恐
れ
た
。
そ

- 27ー

れ
か
ら
も
し
や
自
分
の
解
釈
が
間
違
っ
て
ゐ
は
し
ま
い
か
と
い
ふ
不
安
に
も
制
せ
ら
れ

た。
@
I
l
l
i
-
-
1
1
-
-
l
i
l
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

彼
は
其
所
に
立
っ
た
盤
、
し
ば
ら
く
細
君
の
寝
顔
を
見
詰
め
て
ゐ
た
。
肱
の
上
に
載
せ

③

I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
-
-
l
l
i
l
i
-
-

ら
れ
た
其
横
顔
は
寧
ろ
蒼
白
か
っ
た
。

(
中
略
)
彼
女
の
頬
は
滑
り
落
ち
る
や
う
に
乙
け



て
ゐ
た
。

「
ま
あ
御
痩
せ
な
す
っ
た
事
」

久
し
振
に
彼
女
を
訪
問
し
た
親
族
の
あ
る
女
は
、
近
頃
の
彼
女
の
顔
を
見
て
驚
ろ
い
た

@
i
l
l
-
-
1
l
i
l
i
-
-
1
1
1
l
i
l
i
-
-
-
l
i
l
i
-
-

や
う
に
、
斯
ん
な
評
を
加
A
7

た
事
が
あ
っ
た
。
其
時
健
三
は
何
故
だ
か
此
細
君
を
痩
せ
さ

せ
た
凡
て
の
源
因
が
自
分
一
人
に
あ
る
や
う
な
心
持
が
し
た
。

①

l
i
l
i
l
i
-
-
I
l
l
-
-

彼
は
書
斎
に
入
っ
た
。

三
十
分
も
経
っ
た
と
息
ふ
頃
、
門
口
を
開
け
る
音
が
し
て
、
二
人
の
子
供
が
外
か
ら
帰

@
 

つ
て
来
た
。
座
っ
て
ゐ
る
健
三
の
耳
に
は
、
彼
等
と
子
守
と
の
問
答
が
手
に
取
る
や
う
に

聞
こ
え
た
。
子
供
は
や
が
て
馳
け
込
む
や
う
に
奥
九
入
っ
た
。
其
所
で
は
又
細
君
が
蒼
蝿

い

と

い

っ

て

、

彼

等

を

叱

る

声

が

し

た

。

『

道

草

』

公

ニ

十

)

乙
乙
で
も
健
三
は
、
(
傍
線
①
)
相
手
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
反
射
的
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
お

り
、
(
傍
線
②
)
そ
う
し
た
行
動
を
取
る
細
君
を
憎
悪
す
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
(
傍
線
③
)
そ
う
し
た
嫌
悪
感
を
持
つ
自
分
の
姿
勢
に
不
正
な
も
の
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
不
安
を
感
じ
た
時
、
相
手
九
の
関
心
が
高
ま
り
、

(
傍
線
④
)
も
う
一
度
対
象
を
見
詰
め
、
そ
乙
で
(
傍
線
③
⑥
)
ま
た
も
や
厭
な
も
の
を
見
て

(
傍
線
①
)
ふ
た
た
び
対
象
か
ら
呂
を
離
す
の
で
あ
る
が
、
健
三
の
関
心
は
そ
れ
と
と
も
に
細

君
か
ら
離
れ
る
の
で
は
な
い
。
日
頃
か
ら
仕
事
を
忙
し
が
る
彼
が
、
(
傍
線
③
)
も
し
仕
事
に

没
頭
し
て
い
る
な
ら
ば
と
う
て
い
気
づ
く
は
ず
も
な
い
書
斎
の
外
の
妻
子
の
動
静
を
、
そ
れ
か

ら
三
十
分
後
に
な
っ
て
も
な
お
刻
明
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
見

て
来
た
通
り
、
健
三
が
お
住
に
対
し
て
い
る
時
の
行
動
は
、
彼
が
烏
聞
に
溜
遁
し
た
場
面
で
の

行
動
と
ま
っ
た
く
そ
の
軌
を
一
に
し
て
い
る
乙
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
い
え
ば
、
引
用
文
中
、
『
ま
あ
御
痩
せ
な
す
っ
た
事
』
以
下
「
自
分
一
人
に
あ
る

や
う
な
心
持
が
し
た
己
ま
で
の
部
分
は
、
乙
の
場
面
の
時
間
よ
り
も
以
前
に
あ
っ
た
こ
と
が
回

想
的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
倒
叙
法
と
し
て
、
秋
声
が
得
意
と

も
し
、
ま
た
、
秋
声
独
特
の
も
の
と
評
家
の
一
致
し
て
指
摘
す
る
表
現
技
法
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
表
現
が
、
『
道
草
』
の
中
に
い
く
つ
か
自
に
つ
く
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
健
三
の
乙
の
よ
う
な
対
象
嫌
悪
の
感
覚
は
、
一
般
的
に
見
て
対
象
そ
の
も
の
が

嫌
悪
さ
れ
る
べ
き
性
質
を
備
え
て
い
る
場
合
に
の
み
働
く
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
健
三
自

身
の
心
の
あ
り
方
に
そ
の
要
因
が
あ
る
と
見
た
方
が
よ
い
。
た
と
え
ば
次
の
例
な
ど
を
見
る

と
、
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。

細
君
は
(
中
略
)
二
三
日
経
っ
て
か
ら
、
健
三
に
一
反
の
反
物
を
見
せ
た
。

「
あ
な
た
の
着
物
を
搾
へ
よ
う
と
思
ふ
ん
で
す
が
、
固
定
は
何
う
で
せ
う
」

細
君
の
顔
は
晴
々
し
く
輝
や
い
て
ゐ
た
。
然
し
健
三
の
眼
に
は
そ
れ
が
下
手
な
技
巧
を

交
へ
て
ゐ
る
や
う
に
映
っ
た
。
彼
は
其
不
純
を
疑
が
っ
た
。
さ
う
し
て
わ
ざ
と
彼
女
の
愛

矯
に
誘
は
れ
ま
い
と
し
た
。
細
君
は
寒
さ
う
に
座
を
立
っ
た
。
細
君
の
座
を
立
っ
た
後

で
、
彼
は
何
故
自
分
の
細
君
を
寒
が
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
理
状
態
に
自
分
が
制
せ

ら
れ
た
か
を
考
へ
て
益
々
不
愉
快
に
な
っ
た
。
『
道
草
』
(
二
十
一
)

不
快
な
も
の
を
見
て
そ
れ
を
拒
否
し
、
拒
否
し
た
上
で
ふ
た
た
び
そ
れ
を
見
て
、
一
層
不
快

感
を
つ
の
ら
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
さ
き
に
見
て
き
た
例
と
同
様
の
対
象
認
識
の
パ
タ
ー
ン
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
晴
々
し
く
輝
や
い
て
ゐ
る
」
細
君
の
好
意
に
満
ち
た
顔
の
中
に

も
、
「
下
手
な
技
巧
」
が
交
じ
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
「
其
の
不
純
を
疑
が
」
う
と
い
う
余
裕

の
な
い
潔
癖
さ
を
持
つ
健
三
に
と
っ
て
、
彼
の
嫌
悪
感
を
誘
わ
な
い
も
の
は
、
お
そ
ら
く
極
端

に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
か
く
し
て
健
三
は
、
自
分
の
実
の
姉
や
そ
の
夫
に

対
し
て
さ
え
、
ま
ず
嫌
悪
感
を
持
つ
乙
と
な
し
に
接
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
相
手
に
接
す
る
時
、
ま
ず
嫌
悪
感
を
持
っ
て
し
ま
う
健
三
は
、
相
手
を
嫌
悪

す
る
自
己
に
不
安
を
感
じ
て
ふ
た
た
び
相
手
を
見
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
時
彼
が
見
い
だ
す

も
の
は
、
自
己
の
道
義
的
責
任
を
告
発
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。
島
田
と
の
趨
遁
の
場
面
で
は
、
島
田
の
貧
し
さ
を
見
て
い
る
し
、
昼
寝
す
る
妻
に
は
「
滑

り
落
ち
る
や
う
に
乙
け
て
ゐ
」
る
頬
を
見
て
い
る
。
「
寒
さ
う
に
座
を
立
つ
」
妻
の
姿
も
ま
た

そ
う
で
あ
る
。
乙
う
し
て
、
視
線
を
返
し
て
現
実
を
見
た
健
三
は
、
こ
こ
で
も
う
一
度
不
快
な

思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
細
君
を
痩
せ
さ
せ
た
凡
て
の
源
図
が
自
分
一
人
に
あ
る
や

う
な
心
持
が
し
た
。
」
と
か
、
「
何
故
自
分
の
細
君
を
寒
が
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
理
状

態
に
自
分
が
制
せ
ら
れ
た
か
を
考
へ
て
益
々
不
愉
快
に
な
っ
た
。
」
と
か
い
う
か
た
ち
で
、
彼

は
、
そ
の
姿
に
自
己
九
の
告
発
を
感
じ
て
不
快
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
健
三

の
関
心
は
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
自
身
の
方
に
は
ね
返
り
、
外
九
向
か
っ
て
は
い
か
な
い
の
で
あ

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
島
田
の
イ
メ
ー
ジ
が
周
辺
の
現
実
と
つ
な
が
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

十
分
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
も
、
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
健
三
の
対
象
認
識
法
が
、
現
実
を
嫌
悪
し
、
ま
た
そ
の
現
実
か
ら
自
己
の
道
義
的

責
任
を
告
発
さ
れ
る
と
い
っ
た
受
け
止
め
方
を
す
る
傾
向
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
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作
品
が
明
る
く
温
か
み
の
あ
る
も
の
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
『
道
事
』
の
世
界
に
底
知
れ
ぬ
寒

さ
が
感
じ
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
が
、
乙
こ
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
乙
乙
で
、
議
』
の
笹
村
の
視
線
の
動
き
を
健
三
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
さ
き

に
と
り
あ
げ
た
、
『
道
草
』
に
お
け
る
お
住
の
昼
寝
姿
を
健
三
が
見
た
場
面
と
よ
く
似
た
場
面

が
嶺
』
に
も
あ
る
。
筆
者
が
さ
き
に
、
プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
パ
ロ
デ
ィ
に
近
い
よ

う
な
類
似
箇
所
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
の
乙
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ

ヲ

φ

。

ふ
し
だ
ら

笹
村
が
裏
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
、
お
銀
は
二
畳
の
茶
の
間
で
、
不
乱
次
な
姿
で
、
ベ
ツ

た
り
畳
に
粘
着
い
て
眠
っ
て
ゐ
た
。
障
子
に
は
三
時
頃
の
明
い
日
が
差
し
て
、
お
銀
の
顔

仁
っ
こ
り

は
上
気
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。
と
、
定
音
に
白
が
さ
め
て
嬬
然
と
も
し
な
い
で
、
起

あ
が
っ
て
足
を
崩
し
た
ま
h

座
っ
た
。
そ
れ
を
、
ち
ら
り
と
見
た
笹
村
の
自
に
は
、
世
に

棄
腐
れ
て
い
る
女
の
や
う
に
も
思
九
た
。
笹
村
は
黙
っ
て
そ
の
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。

『
飯
』
(
六
)

乙
の
場
合
、
笹
村
は
決
し
て
最
初
か
ら
対
象
を
嫌
悪
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
相
手
を

見
詰
め
て
そ
の
動
き
を
克
明
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
「
世
に
棄
腐
れ
て
ゐ
る
女

の
や
う
わ
い
思
九
た
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
乙
乙
に
は
秋
声
が
得
意
と
す
る
省
筆
が
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
乙
と
ば
の
表
面
的
な
意
味
で
は
、
女
の
ふ
し
だ
ら
な
昼
寝
姿
ゃ
、
そ
う
し
た
姿

を
男
に
見
ら
れ
で
も
は
じ
ら
い
も
見
せ
な
い
女
の
態
度
に
対
す
る
嫌
悪
の
感
情
を
表
現
し
つ

つ
、
「
に
も
」
と
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
嫌
悪
感
に
先
行
し
た
も
う
一
つ
の
感
情
あ

る
い
は
感
覚
が
あ
っ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
引
用
部
分
が
笹
村
と
お
銀

と
の
間
に
肉
体
関
係
が
生
じ
る
直
前
の
雰
囲
気
を
描
い
た
場
面
に
あ
る
乙
と
か
ら
し
て
、
そ
う

し
た
女
の
ふ
し
だ
ら
さ
の
持
つ
性
的
指
態
と
で
も
い
う
ぺ
き
も
の
に
ひ
か
れ
て
い
る
感
情
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
笹
村
が
お
銀
に
つ
い
て
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
い
る
時

の
感
情
は
、
額
廃
し
た
感
情
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
相
手
を
好
ま
し
い
も
の
と
し
て

見
て
い
た
の
だ
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
乙
う
し
て
、
笹
村
の
場
合
は
、
ま
ず
お
銀
を
好
ま
し
く

思
っ
て
見
て
い
る
う
ち
に
、
嫌
悪
す
べ
き
も
の
も
見
て
し
ま
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
て
、
そ

の
時
の
感
覚
の
あ
り
ょ
う
は
、
健
三
が
お
住
や
島
固
に
接
し
た
時
の
そ
れ
と
、
ち
ょ
う
ど
正
反

対
の
方
向
に
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
男
女
の
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
愛
情
の
表
現
と
し
て
衣
類
を
買
っ

て
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
婦
問
に
価
値
観
の
相
違
が
あ
る
た
め
に
、
双
方
の
気
持
ち
が
か

え
っ
て
乙
じ
れ
て
し
ま
う
乙
と
に
な
る
と
い
う
点
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
『
道
草
』
の
場
面
と
類

似
し
た
と
乙
ろ
の
あ
る
次
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
も
同
じ
乙
と
が
い
え
る
。

晩
に
笹
村
は
、
賑
か
な
暮
の
町
九
出
て
見
た
。
そ
し
て
ふ
と
思
ひ
つ
い
て
、
女
の
た
め

に
一
肩
掛
を
一
つ
買
っ
て
戻
っ
た
。

お
銀
は
嬉
し
さ
う
に
其
を
拡
げ
て
見
る
と
笑
ひ
出
し
た
。

つ

苧

「
私
前
に
持
っ
て
ゐ
た
の
は
、
も
っ
と
大
き
く
て
光
沢
が
あ
り
ま
し
た
よ
。
そ
れ
に
コ

ー
ト
だ
っ
て
持
っ
て
た
ん
で
す
け
れ
ど
:
:
:
叔
父
さ
ん
が
病
気
し
て
か
ら
、
皆
な
亡
し
て

し
ま
!
ひ
ま
し
た
わ
。
」

「
さ
う
か
い
。
お
前
賢
沢
を
言
っ
ち
ゃ
い
か
ん
よ
。
入
ら
な
け
ア
田
舎
へ
送
ら
う
。
」

笹

村

は

気

色

を

か

へ

た

。

『

徹

』

(

十

九

〉

笹
村
は
、
彼
の
好
意
を
肩
掛
け
に
託
し
た
の
だ
が
、
お
銀
が
彼
の
好
意
を
そ
の
心
の
価
債
に

お
い
て
受
け
取
ら
ず
、
物
の
価
値
に
お
い
て
受
け
取
り
、
し
か
も
自
分
の
豊
か
だ
っ
た
時
の
持

ち
物
と
比
駁
し
て
彼
の
贈
り
物
を
批
評
す
る
の
を
見
て
、
怒
り
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が

表
面
的
な
意
味
で
あ
る
。
お
銀
か
ら
す
れ
ば
ー
こ
う
し
た
無
遠
慮
な
乙
と
ば
を
口
に
す
る
の

も
、
笹
村
の
好
意
を
受
け
て
う
ち
と
け
た
気
持
ち
に
な
っ
た
が
た
め
の
、
い
わ
ば
不
用
意
な
発

言
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
不
用
意
な
乙
と
ば
の
中
に
、
彼
女
の
勝
気
な
気
性
も
表
わ

れ
て
お
り
、
彼
女
が
、
現
在
は
不
遇
に
な
っ
て
い
て
も
過
去
に
お
い
て
は
幸
福
な
時
も
あ
っ
た

乙
と
を
ほ
の
め
か
し
た
の
は
、
は
か
な
い
自
分
の
誇
り
を
保
と
う
と
し
た
姿
と
も
受
け
取
れ

る
。
し
か
し
、
笹
村
か
ら
す
れ
ば
、
お
銀
の
そ
う
し
た
勝
気
な
態
度
も
、
物
質
的
豊
か
さ
を
も

っ
て
幸
福
の
尺
度
と
す
る
彼
女
の
価
値
観
も
気
に
入
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

ζ

こ
で
も
や
は
り

笹
村
は
、
最
初
好
意
を
持
っ
て
相
手
に
接
し
、
や
が
て
そ
の
中
に
嫌
悪
す
べ
き
も
の
を
見
て
し

ま
っ
て
い
る
乙
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
乙
う
い
う
ふ
う
に
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
お
銀
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
陰
陽
二
つ
の
側

面
を
持
つ
乙
と
に
な
り
、
い
わ
ば
立
体
感
が
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
は
、
『
道
草
』
の
お
住
の
そ
れ
が
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
さ
ら
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
を
重
ね
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
ど
乙
と
な
く
影
の
薄
い
印
象
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
に

比
ぺ
て
、
い
か
に
も
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
性
格

的
に
は
類
似
し
た
点
も
あ
る
二
人
の
女
主
人
公
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
立
体
性
と

い
う
点
で
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
差
は
明
瞭
で
あ
っ
て
、
『
徹
』
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
優
位
性

が
乙
こ
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
獄
石
文
学
に
お
い
て
、
現
実
直
叙
的
リ
ア
リ

ズ
ム
に
最
も
接
近
し
、
女
性
把
握
に
お
い
て
も
そ
の
カ
を
見
せ
た
と
い
わ
れ
る
『
道
草
』
に
お
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い
で
す
ら
、
『
徽
』
と
比
較
し
て
み
る
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
こ
こ
で
『
道
草
』
を
『
徽
』
の
下
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
男
性
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し
て
み
る
と
、
単
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
面
か
ら
見
た
だ

け
で
も
、
そ
の
陰
影
の
深
さ
に
お
い
て
、
『
道
草
』
の
方
が
は
る
か
に
ま
さ
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
陰
影
の
深
さ
は
彼
ら
の
心
理
的
陰
影
の
深
さ
の
反
映
で
あ
る
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
特
長
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
一
方
を
他
方
の
上
に
置
く
と
い
っ
た
乙

と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
う
し
た
特
質
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ

の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
、
主
人
公
の
心
理
の
商
に
着
目
し
て
み
た
い
。

精
神
的
姿
勢
と
自
意
識
の
様
相

ま
ず
『
道
草
』
の
健
三
の
方
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
さ
き
に
も
見
て
来
た
よ
う
に
、
健
三
は

島
田
や
お
住
に
対
し
て
ま
ず
嫌
悪
感
を
持
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
相
手
に

求
め
る
水
準
の
高
い
こ
と
の
表
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
の
嫌
悪
感
は
、
単
な
る
曙
好
の
傾

き
を
示
し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
単
な
る
反
感
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
。
彼
の
嫌
悪
感

は
人
格
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
好
悪
の
感
覚
で
あ
る
と
同
時
に
価
値
観
を
合
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
彼
の
嫌
悪
感
に
は
軽
蔑
の
意
識
が
伴
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
嫌
悪
感
の
背

後
に
は
、
つ
ね
に
自
己
を
相
手
よ
り
上
位
に
置
く
と
い
う
自
負
の
念
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
健
三
の
自
負
の
念
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
彼
の
身
・
に
つ
け
た
教
育
に
基
づ
く
教
養
で
あ

り
、
知
力
で
あ
る
。
教
養
と
知
力
と
を
身
に
つ
け
た
者
と
し
て
、
相
手
と
同
様
の
も
の
を
自
分

の
内
に
許
容
し
た
く
な
い
と
感
ず
る
こ
と
が
、
嫌
悪
感
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

れ
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
嫌
悪
感
を
持
つ
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
、
道
義
的
立
場
か
ら
、
相
手

を
軽
蔑
す
る
に
足
る
だ
け
十
分
正
し
い
か
ど
う
か
と
自
問
す
る
自
意
識
が
彼
の
内
部
に
働
く
の

で
あ
る
。
こ
の
自
意
識
が
健
三
の
視
線
を
ふ
た
た
び
相
手
に
向
け
さ
せ
る
の
は
す
で
に
さ
き
に

見
て
来
た
通
り
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
最
初
に
相
手
か
ら
目
を
そ
む
け
さ
せ
た
嫌
悪
感

も
、
ふ
た
た
び
相
手
に
視
線
を
返
す
よ
う
に
し
む
け
る
自
意
識
も
、
共
に
自
己
の
人
格
を
よ
り

向
上
せ
し
め
よ
う
と
す
る
精
神
的
姿
勢
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
感
覚
で
あ
り
、
自
意
識
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
意
識
の
影
響
下
に
あ
る
視
線
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
ふ
た

た
び
相
手
に
向
け
ら
れ
た
時
、
そ
こ
に
と
ら
え
る
も
の
は
、
き
ま
っ
て
健
三
自
身
の
道
義
的
責

任
を
告
発
す
る
も
の
ば
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
そ
こ
で
相
手
に
対
す
る

嫌
悪
感
を
正
当
化
す
る
も
の
を
見
し
だ
し
う
る
な
ら
ば
、
健
三
は
そ
乙
で
満
足
す
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
満
足
に
よ
っ
て
、
次
の
人
格
的
向
上
九
の
契
機
は
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
逆
に
彼
の
道
義
的
責
任
を
告
発
す
る
も
の
を
見
い
だ
し
た
場
合
は
、
相
手
を
嫌
悪
し
た

り
軽
蔑
し
た
り
し
て
い
た
段
階
の
自
己
は
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
自
身
は
人

格
的
に
一
層
向
上
す
る
乙
と
が
で
き
、
よ
り
正
し
い
自
己
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
健
三
の
感
覚

は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
の
向
上
を
求
め
る
精
神
的
姿
勢
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
鋭
敏
に
働
く
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
心
理
的
葛
藤
も
深
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
健
三
の
一
貫

し
た
自
我
の
姿
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
乙
の
心
理
的
葛
藤
の
深
さ
が
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ

に
陰
影
の
深
さ
を
そ
え
る
わ
け
で
、
健
三
の
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
明
さ
は
、
そ
う
し
た
彼
の
自
我
の

鮮
明
さ
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

乙
れ
に
対
し
て
『
徹
』
の
笹
村
の
方
を
見
る
と
、
彼
に
は
健
三
の
よ
う
な
鮮
明
な
自
我
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
笹
村
が
お
銀
に
好
意
あ
る
視
線
を
向
け
て
い
る
の
は
、
お
銀
の
中

に
価
値
あ
る
も
の
や
す
ぐ
れ
た
も
の
を
見
い
だ
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
笹
村
の

感
覚
が
頚
廃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
を
好
ま
し
く
見
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
面
が
あ

る
。
乙
の
場
合
の
笹
村
の
精
神
的
姿
勢
は
下
降
指
肉
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
乙
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
よ
っ
て
好
意
的
に
相
手
に
接
近
し
た
笹
村
の
視
線
が
、
今
度

は
、
必
ず
そ
の
中
に
嫌
悪
す
ぺ
き
も
の
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
下
降
的
姿
勢
に
よ
っ

て
対
象
に
同
化
し
て
来
た
自
己
を
ど
乙
か
冷
静
に
見
つ
め
て
い
る
自
意
識
が
あ
っ
て
、
乙
の
自

意
識
に
ふ
れ
た
感
覚
が
そ
の
下
降
指
向
的
姿
勢
を
や
め
て
、
今
度
は
逆
に
相
手
を
嫌
悪
す
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
の
お
銀
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
、
好
意
的
観
察
の
後
で
突
然
に
出
て
来

る
こ
と
を
一
つ
の
特
徴
と
す
る
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
乙
乙
で
心
理
的
、
認
識
的
葛
藤
が
ひ
き
起

こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
笹
村
に
お
い
て
は
そ
れ
が
起
乙
ら
ず
、
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
と
し

て
、
生
理
的
感
覚
の
次
元
で
の
い
ら
立
ち
が
自
覚
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
次
の
例
な
ど
は
、
そ

れ
を
端
的
に
表
わ
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

何
と
云
ふ
こ
と
な
し
に
、
笹
村
が
ち
ょ
い
ち
ょ
い
通
っ
て
ゐ
た
(
中
略

1
品
開
の
?
つ

な
暗
い
生
活
を
し
て
ゐ
る
女
の
堕
落
的
気
分
が
、
た
Y
時
々
の
興
味
を
惹
い
て
ゐ
た
。

(
中
略
)

下
宿
に
は
客
が
少
か
っ
た
。
そ
し
て
障
子
を
間
切
っ
て
、
そ
乙
に
寝
た
り
起
き
た
り
し

L
弔

ベ

て
、
女
の
弁
っ
た
り
為
た
り
す
る
こ
と
を
見
て
ゐ
る
と
、
暗
い
そ
の
部
屋
を
起
つ
の
ふ
恥

劫
な
ほ
ど
、
心
も
体
も
一
種
の
傭
い
安
易
に
浸
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
矢
張
り
い
ら

-30"-



F
¥し
た
何
物
か
に
苦
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
(
中
略
)

笹
村
は
そ
こ
に
居
堪
ま
ら
な
く
な
る
と
、
鳥
打
帽
子
に
顔
を
隠
し
て
、
や
が
て
外
へ
出

た。

娼
婦
の
部
屋
に
お
い
て
「
心
も
体
も
一
一
穫
の
傭
い
安
易
に
浸
さ
れ
」
て
い
る
笹
村
は
、
明
ら

か
に
類
廃
の
中
に
安
ら
ぎ
を
得
て
お
り
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
「
い
ら

f
¥し
た
何
物
か
に
苦

し
」
ん
で
い
る
と
い
う
彼
の
自
覚
は
、
や
が
て
「
居
堪
ま
ら
な
く
な
」
っ
て
「
鳥
打
帽
子
に
顔

を
隠
し
て
」
外
に
出
る
と
い
う
行
為
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
、
娼
婦
の
部
屋
に
安
ら
ぎ
を
得

て
い
る
自
分
自
身
を
冷
静
に
見
つ
め
て
い
る
自
意
識
に
ふ
れ
て
、
自
ら
を
恥
じ
る
感
覚
の
い
ら

だ
ち
で
あ
ろ
う
。
乙
こ
に
生
理
的
感
覚
的
自
覚
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
認
識
的
に
深

め
ら
れ
る
乙
と
が
な
い
。
笹
村
の
イ
メ
ー
ジ
に
深
い
陰
影
が
伴
わ
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
は

あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
笹
村
の
内
部
に
お
け
る
乙
う
し
た
屈
折
が
、
明
際
に
意
識
化
さ
れ
て
い

な
い
た
め
に
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
を
わ
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る
点
も
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
健
三
に
お
い
て
も
笹
村
に
お
い
て
も
、
あ
い
似
た
葛
藤

が
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
健
三
の
場
合
の
そ
れ
は
上
昇
指
向
的
精
神
姿
勢
と
乙
れ
に
従
う

感
性
と
で
あ
り
、
笹
村
の
場
合
の
そ
れ
は
下
降
指
向
的
感
性
と
と
れ
に
歯
ど
め
を
か
け
る
形
で

働
く
自
意
識
と
の
関
に
起
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
激
石
は
健
三
の
い
ら

立
ち
を
心
理
的
認
識
的
葛
藤
と
し
て
明
瞭
に
対
象
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
秋
声
は
笹
村
の
そ

れ
を
生
理
的
感
覚
的
自
覚
と
し
て
し
か
浮
き
上
が
ら
せ
る
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
違
い

が
興
味
深
い
乙
と
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
の
差
が
生
ま
れ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
乙
の
点
に
つ
い
て
、
江
藤
淳
は
次
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。

も
し
才
能
が
作
家
の
内
部
か
ら
奔
出
し
て
く
る
湧
き
水
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

秋
声
に
は
到
底
激
石
に
比
す
べ
き
才
能
は
な
か
っ
た
。
彼
に
は
ま
た
自
分
を
苦
し
め
る
憂

欝
と
悲
哀
を
客
観
化
で
き
る
だ
け
の
知
力
も
欠
け
て
い
た
。
秋
声
は
憂
欝
に
悩
ま
さ
れ
て

い
る
男
の
行
為
を
的
確
に
描
く
乙
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
男
の
内
面
に
測
深
鉛
を
お

ろ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
知
力
に
優
れ
た
獄
石
と
そ
う
で
な
い
秋
声

と
の
あ
い
だ
に
は
、
乙
の
点
か
ら
す
れ
ば
千
里
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

自
!
?

(
「
徳
田
秋
声
」
)

江
藤
の
乙
の
指
摘
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
乙
の
言
葉
に
は
一
つ
の
偏
見
が

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
獄
石
が
す
ぐ
れ
た
知
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
乙
と
に
は
疑

問
の
余
地
が
な
い
と
し
て
も
、
秋
声
の
知
力
を
極
度
に
低
く
見
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か。
た
と
え
ば
、
激
石
が
演
緯
的
思
考
の
天
才
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
秋
声
も
ま
た
、
帰
納
的
認

識
の
達
人
で
あ
っ
た
と
い
う
風
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
演
緯
的
思
考
に
す
ぐ
れ

た
人
聞
か
ら
す
れ
ば
、
帰
納
的
認
識
に
執
す
る
者
が
遅
鈍
と
も
見
え
よ
う
。
が
、
逆
に
帰
納
的

認
識
に
徹
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
演
終
的
思
弁
を
信
じ
な
い
と
い
う
傾
き
も
あ
る
よ
う
に
恩

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
江
藤
の
い
う
両
者
の
知
力
の
差
の
中
に
は
、
彼
ら
の
知
性
の
型
の
ち
が
い

も
合
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
疑
問
な
の
で
あ
る
。
が
、
乙
の
点
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
見
て
き
た
こ
と
は
、
ニ
つ
の
作
品
に
お
け
る
主
人
公
の
対
人
認
識
、
中
で

も
『
徽
』
に
つ
い
て
は
対
女
性
認
識
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
乙
れ
に
よ
っ
て
『
徹
』
と
『
道

草
』
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
特
色
と
限
界
と
の
幾
分
か
を
、
具
体
的
な
形
で
明
ら
か

に
す
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
乙
乙
で
筆
者
の
推
論
あ
る
い
は
見
通
し
を
一

つ
付
け
加
え
て
み
る
と
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
健
三
の

場
合
に
も
笹
村
の
場
合
に
も
、
そ
の
認
識
を
深
め
る
過
程
に
お
い
て
、
感
性
と
自
意
識
と
の
相

魁
関
係
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
自
意
識
は
主
人
公
の
自
負
心
と
密
接
に
関
係
し
て
い

る
と
い
う
乙
と
が
共
通
し
た
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
り
ょ
う
は
、
一
方
で
『
道
草
』

や
『
徽
』
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
支
え
、
ま
た
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
作

家
自
身
の
内
部
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
秋
声
を
下
降
指
向
的
感
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
か
ら
、

注

ω

彼
を
庶
民
的
生
活
感
情
の
愛
撫
者
で
あ
っ
た
と
す
る
広
津
和
郎
の
洞
察
い
も
、
理
解
さ
れ
る
と
と

に
な
る
。
ま
た
、
広
津
に
よ
る
と
、
秋
声
に
や
が
て
「
主
観
の
窓
」
が
開
く
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
が
つ
い
に
は
「
慈
悲
の
円
光
」
に
つ
つ
ま
れ
た
衆
生
一
切
の
肯
定
に
至
る
と
い
う
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
筆
者
が
嶺
』
に
お
い
て
見
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
秋
芦
が
自
己
の
感
性

に
基
づ
く
認
識
の
肯
定
に
傾
く
過
程
で
あ
る
と
見
る
乙
と
が
で
き
る
わ
砂
で
、
そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
、
秋
声
リ
ア
リ
ズ
ム
の
客
観
性
を
支
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
対
象
に
対
す
る
好
悪
の
感

覚
の
う
ち
、
嫌
悪
の
感
覚
を
弱
め
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
乙
に
は
対
象
嫌
悪
の
感
覚
の
根
底
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
自

負
の
自
意
識
の
放
棄
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
秋
声
リ
ア
リ
ズ
ム
の
変
質
の
過
程
が
、
そ
の

ま
ま
彼
の
晩
年
に
お
け
る
自
己
放
下
の
姿
勢
九
の
軌
跡
と
平
行
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

一
つ
の
側
面
か
ら
の
理
解
が
得
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

9
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注
(1) 

広
津
和
郎
「
徳
田
秋
声
論
」
(
広
津
和
郎
会
集
第
九
巻
所
収
)
平
野
謙
「
徳
田
秋
声
」

(
平
野
謙
全
集
第
七
巻
所
収
)
参
照
。
な
お
、
乙
の
二
論
文
に
お
い
て
は
秋
声
と
二
葉

亭
四
迷
と
が
比
較
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
二
葉
亭
と
激
石
と
は
同
一
の
系
流

に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
述
ぺ
た
の
で
あ
る
。

拙
稿
「
嶺
』
の
研
究
l
l客
観
的
認
識
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
|
|
」
(
「
近
代
文

学
試
論
日
号
」
昭
和
日
・
日
〉
参
照
。

江
藤
淳
「
解
説
」
(
中
央
公
論
社
刊
「
日
本
の
文
学

m
・
徳
田
秋
声
口
」
昭
和
制

-m)

の
ち
、
「
江
藤
淳
著
作
集
続
2

作
家
の
肖
像
」
に
「
徳
田
秋
声
」
と
改
題
収
録
。

こ
の
部
分
で
は
、
柏
原
和
邦
「
『
道
草
』
と
『
家
』
」
(
「
近
代
文
学
試
論
4
号
」
昭

和
必

-
U
)
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

正
宗
白
鳥
「
自
然
主
義
盛
衰
史
」
参
照
。

『
徹
』
は
激
石
の
推
挙
に
よ
っ
て
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
、
激
石
は
小
宮
豊

隆
宛
書
簡
に
お
い
て
、
好
意
的
な
言
葉
を
も
ら
し
て
い
る
。

川
仰
に
同
じ
。

仙
に
同
じ
。
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(2) (3) (4) (6) (5) (8) (マ)付
記
、
本
稿
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
に
は
、
磯
員
英
夫
先
生
か
ら
、
懇
切
な
る
ど
指
導
と
励
ま

し
の
お
言
葉
と
を
頂
い
た
。
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
本
稿
と
題
名
を
悶
じ
く
す
る
渡
辺
誠
氏
の
論
文
が
、
「
文
芸
と
批
評
」
第
四
巻
第

五
号
(
昭
和
田
年
1
月
)
に
あ
る
乙
と
を
、
筆
者
の
不
勉
強
の
た
め
知
ら
ず
に
い
た
。
今
、

本
稿
の
二
校
が
出
た
段
階
で
、
乙
れ
を
見
る
と
、
氏
の
見
解
と
筆
者
の
考
え
と
が
一
致
す

る
部
分
も
あ
る
が
、
両
論
の
論
点
は
お
の
"
す
か
ら
は
っ
き
り
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
ひ
と

ま
ず
こ
の
ま
ま
の
形
で
発
表
さ
せ
て
頂
く
。
付
記
す
れ
ば
、
本
稿
が
定
稿
と
し
て
脱
稿
し

た
の
は
昭
和
田
年
6
月
で
あ
っ
た
。


