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は
じ
め
に

尾
崎
紅
葉
﹃
三
人
妻
﹄
は
︑
明
治
二
五
年
三
月
六
日
か
ら
読
売
新
聞
に
連

載
さ
れ
た
︵
�

︶
︒
こ
の
作
品
が
︑
同
紙
の
雑
報
を
ヒ
ン
ト
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
は
︑

紅
葉
自
身
の
言
葉
︵
﹃
作
家
苦
心
談
﹄
明
治
三
〇
年
六
月
﹁
新
著
月
刊
﹂
︶
に

よ
り
早
く
か
ら
知
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
言
う
雑
報
が
︑
作
品
発
表
と
同
年
の
二

月
四
日
掲
載
の
﹁
明
治
新
編
三
人
比
丘
尼
﹂
で
あ
る
こ
と
は
勝
本
清
一
郎
に

よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
︵
�

︶
︒
さ
ら
に
土
佐
亨
は
︑
雑
報
で
は
匿
名
の
大
富
豪
が

三
菱
財
閥
の
創
立
者
岩
崎
弥
太
郎
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
︑
ま
た
︑
紅
葉
が
新

聞
読
者
に
分
か
り
や
す
く
︑
興
味
を
持
た
れ
や
す
い
﹁
雑
報
的
な
大
衆
路

線
﹂
の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
説
き
︑
同
時
期
の
種
々
の
雑
報
と

﹃
三
人
妻
﹄
の
関
連
も
明
ら
か
に
し
た
︒

土
佐
に
よ
る
と
︑
こ
の
時
期
に
は
︑
﹃
明
治
豪
傑
も
の
が
た
り
﹄
︵
明
治
二

四
年
七
月
一
日
～
一
一
月
二
〇
日
︶
を
初
め
と
す
る
︑
維
新
以
来
の
豪
傑
や

そ
の
妻
の
立
志
・
苦
心
談
を
振
り
返
る
シ
リ
ー
ズ
が
好
評
で
︑
こ
れ
が
﹃
三

人
妻
﹄
成
立
の
背
景
に
あ
る
︒
一
方
で
︑
い
わ
ゆ
る
三
面
に
は
︑
匿
名
の
富

豪
や
芸
者
た
ち
の
恋
愛
沙
汰
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
嘲
笑
的
に
取
り
上
げ
る
記

事
も
多
い
︒
明
治
維
新
に
乗
じ
て
巨
額
の
富
を
得
た
葛
城
余
五
郎
が
︑
三
人

の
個
性
の
異
な
る
美
女
を
金
の
力
で
次
々
と
妾
と
す
る
前
篇
と
︑
三
人
の
妾

が
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
本
性
か
ら
抵
抗
や
諍
い
を
起
こ
す
後
篇
と
い
う
展
開

は
︑
確
か
に
こ
の
時
期
の
新
聞
の
雑
報
と
共
通
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
土
佐
自
身
も
述
べ
て
い
る
が
︑
﹃
三
人
妻
﹄
は
雑
報
の
示
唆
を

受
け
つ
つ
も
︑
様
々
な
作
り
か
え
を
経
て
︑
文
学
作
品
と
し
て
創
作
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
︒
最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
︑
雑
報
で
は
﹁
何
れ
も
白
拍
子
中

尤
物
の
聞
え
高
か
り
し
も
の
﹂
と
三
人
の
妾
が
全
員
芸
者
で
あ
る
の
を
︑
芸

者
・
高
級
娼
婦
的
な
半
玄
人
・
素
人
と
︑
異
な
る
立
場
に
設
定
し
︑
描
き
分

け
た
点
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
の
作
品
に
は
︑
雑
報
の
暴
露
趣
味
的
な
面
白
さ

を
越
え
て
︑
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

前
田
愛
は
︑
﹃
三
人
妻
﹄
に
は
︑
前
編
と
後
編
が
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
シ
ー

ク
エ
ン
ス
を
持
つ
﹁
相
互
に
対
称
形
を
か
た
ち
づ
く
る
﹃
幾
何
学
的
﹄
な
均
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整
の
美
学
﹂
が
貫
か
れ
て
い
る
と
し
︑
﹁
観
念
小
説
な
い
し
は
純
粋
小
説
の

試
み
﹂
と
し
て
評
価
し
た
︵
�

︶
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
内
面
的
な
心
理
描
写
の
欠
如
と

い
う
従
来
の
批
判
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
︑
読
解
の
可
能
性
が
切
り
開
か

れ
た
︒
前
田
は
︑
余
五
郎
を
﹁
経
済
的
人
間
﹂
︑
女
性
た
ち
を
﹁
貨
幣
の
暗

喩
﹂
と
し
︑
﹁
女
性
の
征
服
は
貨
幣
の
取
得
と
等
価
﹂
と
分
析
す
る
︒
し
か

し
︑
こ
う
し
た
分
析
は
︑
前
田
も
同
意
す
る
﹁
紅
葉
は
最
後
に
は
︑
経
済
力

に
乗
っ
て
し
か
有
効
で
な
い
︿
男
の
論
理
﹀
の
敗
北
を
認
め
︑
︿
女
の
論
理
﹀

を
肯
定
﹂
と
い
う
木
谷
喜
美
枝
の
論
︵
�

︶
と
と
も
に
︑
作
品
の
描
い
て
い
る
も
の

を
単
純
な
構
図
に
あ
て
は
め
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
金
を
所
有
す

る
側
に
あ
る
︿
男
﹀
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
︿
女
﹀
と
い
う
読
み
方
は
︑

︿
女
﹀
で
あ
る
三
人
の
妾
の
全
く
異
な
る
個
性
の
持
ち
主
と
し
て
の
設
定
や

そ
の
対
比
を
︑
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

一
方
︑
馬
場
美
佳
は
︑
当
時
の
状
況
や
そ
れ
を
背
景
と
し
た
紅
葉
の
文
学

的
課
題
を
見
直
す
必
要
性
を
主
張
し
た
︵
�

︶
︒
明
治
二
〇
年
代
は
︑
﹁
金
銭
欲
・

物
欲
を
肯
定
す
る
︿
拝
金
宗
﹀
﹂
が
主
張
さ
れ
︑
﹁
紳
士
な
の
か
奸
物
な
の
か

見
分
け
の
つ
か
な
い
存
在
が
︑
大
き
な
謎
と
し
て
横
た
わ
ろ
う
と
し
て
い
た

時
代
﹂
と
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
余
五
郎
の
よ
う
な
存
在
﹂
を
中
心
に
据

え
る
こ
と
が
︑
﹁
同
時
代
に
支
配
的
だ
っ
た
勧
善
懲
悪
的
な
物
語
﹂
と
は
異

な
る
﹁
善
・
不
善
も
相
対
化
さ
れ
る
﹃
世
界
﹄
を
仮
構
﹂
す
る
と
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
馬
場
論
は
﹁
拝
金
世
界
﹂
を
描
い
た
こ
と
の
新
し
さ
を
指
摘
す
る

も
の
の
︑
作
中
で
︑
金
や
金
を
土
台
と
す
る
権
力
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か

と
い
う
点
に
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
︒

﹃
三
人
妻
﹄
は
︑
幕
末
・
明
治
の
激
動
期
の
成
功
者
で
あ
る
余
五
郎
が
︑

莫
大
な
富
を
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
と
い
う
こ
と
と
︑
三
人
の
女
た
ち
が
そ

れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
︑
展
開
の
中
軸
に

据
え
ら
れ
て
お
り
︑
〝

金
〟

が
主
題
の
中
心
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
行

論
で
は
︑
こ
の
テ
ー
マ
が
時
代
の
要
請
に
見
合
っ
た
も
の
で
あ
る
点
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
︒
一
方
で
︑
金
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
︿
男
の
論
理
﹀
と
そ
れ
に

対
置
さ
れ
る
︿
女
の
論
理
﹀
を
読
み
解
く
と
い
う
試
み
も
な
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
﹃
三
人
妻
﹄
で
は
︑
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
雑
報
と
は
異
な
る
三
人
の

女
の
個
性
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
玄
人
・
半
玄
人
・
素

人
と
い
う
違
い
が
最
も
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
だ
が
︑
三
者
の
性
格
や
振
る

舞
い
の
違
い
は
︑
単
に
類
型
的
・
定
型
的
な
色
模
様
を
描
き
分
け
る
以
上
の

意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
絶
対
的
な
金
力
を
持
つ
余
五
郎
に
対

す
る
︑
三
者
の
対
応
の
違
い
を
詳
細
に
見
て
こ
そ
︑
﹃
三
人
妻
﹄
が
〝

金
〟

を
ど
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し
た
の
か
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
︒
本
論
で
は
︑

余
五
郎
と
彼
の
妾
に
な
る
女
三
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
振
る
舞
い
を
検
討
し
直
す

こ
と
か
ら
始
め
て
︑
﹃
三
人
妻
﹄
の
新
た
な
読
み
を
提
示
し
た
い
︒

一

お
才
の
意
地

余
五
郎
の
最
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
の
は
︑
﹁
心
か
ら
外
貌
ま
で
自
然

と
柳
橋
芸
者
に
出
来
た
る
正
銘
物
︵
前
五
︶
﹂
と
自
負
す
る
お
才
で
あ
る
︒

柳
橋
で
も
売
れ
っ
子
の
お
才
は
︑
情
夫
菊
住
一
人
を
守
っ
て
他
の
男
に
は
肌

触
れ
ぬ
心
願
が
あ
る
︒
色
を
売
る
こ
と
な
く
︑
﹁
姿
色
﹂
︑
﹁
慧
し
﹂
さ
︑
﹁
諸

芸
﹂
︑
﹁
応
対
﹂
で
男
た
ち
を
魅
了
し
︑
売
れ
っ
子
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
こ

と
が
︑
お
才
の
芸
者
と
し
て
の
価
値
を
さ
ら
に
上
げ
て
い
る
︒
金
で
は
靡
か
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な
い
お
才
の
﹁
意
地
﹂
と
︑
余
五
郎
が
そ
れ
を
ど
う
攻
略
す
る
の
か
︑
が

﹃
三
人
妻
﹄
序
盤
の
読
み
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
︒

余
五
郎
が
初
対
面
し
た
お
才
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
︒

海
棠
し
ど
ろ
に
雨
を
帯
び
て
︑
春
色
今
を
闌
な
る
姿
︑
沈
香
亭
の
図
を

歌
麿
が
画
い
た
ら
ば
こ
ん
な
も
の
な
る
べ
し
︑
︵
前
三
︶

﹁
海
棠
﹂
﹁
沈
香
亭
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
︑
日
本
版
楊
貴
妃
と
し
て
︑

お
才
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
様
子

を
し
て
い
る
の
か
︑
具
体
的
に
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
点
に
注
目
し
た
い
︒

明
治
前
期
か
ら
中
期
の
多
く
の
小
説
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
尾
崎
紅
葉
の

作
品
で
も
︑
登
場
人
物
の
髪
型
や
顔
の
つ
く
り
︑
着
物
︑
装
飾
品
な
ど
が
詳

細
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
例
え
ば
︑
明
治
二
十
三
年
読
売
新
聞
に

連
載
さ
れ
た
﹃
お
ぼ
ろ
舟
﹄
で
︑
妾
と
し
て
の
目
見
え
を
す
る
主
人
公
の
様

子
は
︑
以
下
の
様
で
あ
る
︒

御
守
殿
風
の
高
髷
に
紫
の
菅
糸
を
繋
け
︑
後
挿
は
定
紋
付
の
銀
の
平
打

な
り
︒
丸
顔
に
し
て
肥
え
た
る
に
も
あ
ら
ね
ど
︑
肉
づ
き
し
つ
く
り
と

し
て
肌
理
濃
か
に
︑
色
は
透
通
る
ま
で
白
き
が
︵
略
︶
鼠
地
に
中
形
の

尾
花
を
︑
一
面
に
乱
し
た
る
奉
書
紬
の
小
袖
に
︑
疎
き
三
条
格
子
の
黄

八
丈
の
羽
織
を
着
て
︑
袖
裏
の
燃
立
た
ぬ
は
気
毒
な
り
︒
︵
四
︶

省
略
し
た
部
分
も
含
め
れ
ば
︑
相
当
の
字
数
を
割
い
て
顔
だ
ち
か
ら
着
物

ま
で
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹃
三
人
妻
﹄
の
先
縦
と
指
摘
の
あ
る

﹃
春
色
梅
暦
﹄
で
も
︑
作
品
の
冒
頭
︑
丹
次
郎
の
一
人
目
の
恋
人
米
八
の
姿

が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
︒

あ
け
て
欠
込
其
姿
︑
上
田
太
織
の
鼠
の
棒
縞
︑
黒
の
小
柳
に
紫
の
︑
や

ま
ま
ゆ
じ
ま
の
縮
緬
を
鯨
帯
と
し
︑
下
着
は
お
納
戸
の
中
形
縮
め
ん
︑

お
こ
そ
頭
巾
を
手
に
持
て
︑
み
だ
れ
し
鬢
の
嶋
田
髷
︑
素
顔
自
慢
か
寐

起
き
の
儘
か
︑
つ
く
ろ
は
ね
ど
も
美
し
き
︵
巻
之
一
第
一
齣
︶

お
長
や
仇
吉
に
つ
い
て
も
同
様
に
装
束
の
細
か
い
描
写
が
見
ら
れ
る
︒
こ

れ
ら
の
作
品
と
比
べ
る
と
︑
三
人
の
女
性
を
対
比
し
て
描
く
こ
と
が
タ
イ
ト

ル
に
も
示
さ
れ
て
い
る
﹃
三
人
妻
﹄
で
︑
華
や
か
な
芸
者
お
才
に
つ
い
て
こ

う
し
た
描
写
が
な
さ
れ
な
い
の
は
︑
特
筆
に
値
す
る
だ
ろ
う
︒

実
は
︑
お
才
の
着
物
に
つ
い
て
は
︑
も
う
少
し
先
の
場
面
で
︑
彼
女
自
身

の
心
中
の
言
葉
と
し
て
初
め
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

我
は
十
年
来
曾
て
土
器
色
の
紅
裏
に
肌
触
れ
し
事
無
く
︑
小
紋
の
置
直

し
を
引
張
り
し
事
無
く
︑
新
ら
し
く
染
む
る
時
は
薄
色
に
し
て
︑
後
を

濃
く
し
て
︑
二
度
の
勤
め
の
襲
ね
を
身
に
着
け
し
事
も
あ
ら
ず
︒
︵
前

五
︶

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
自
分
の
力
︑
つ
ま
り
稼
ぎ
で
立
派
な
着
物

を
身
に
着
け
て
い
る
と
い
う
芸
者
と
し
て
の
自
負
で
あ
る
︒
客
た
ち
の
視
線

の
先
に
あ
る
華
や
か
さ
︑
美
し
さ
の
象
徴
と
し
て
で
は
な
く
て
︑
彼
女
自
身

が
自
分
の
腕
で
一
つ
一
つ
獲
得
し
て
き
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
に

特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
お
才
は
︑
自
立
で
き
る
だ
け
の
芸
者
と
し

て
の
腕
に
﹁
意
地
﹂
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
余
五
郎
の
金
力
に
靡
か
な

い
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
余
五
郎
は
先
ず
情
人
菊
住
を
罠
に
嵌
め
︑
外
堀
を
埋
め
る
よ
う
に
︑

お
才
が
妾
と
な
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
く
︒
皮
肉
な
こ
と
に
︑
お
才
が
心
願

を
立
て
て
い
る
菊
住
は
あ
っ
さ
り
金
の
力
に
負
け
る
︒
浮
気
し
た
菊
住
へ
の

5



当
て
つ
け
に
︑
余
五
郎
の
妾
と
な
っ
て
し
ま
う
お
才
は
︑
彼
の
策
に
ま
ん
ま

と
乗
せ
ら
れ
︑
主
義
を
曲
げ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
妾
と
な
っ
て
か

ら
の
お
才
は
︑
そ
れ
ま
で
と
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

お
才
は
妾
で
あ
り
な
が
ら
︑
余
五
郎
が
喜
ぶ
よ
う
な
情
け
深
さ
を
あ
ま
り

見
せ
ず
︑
そ
の
た
め
︑
﹁
確
な
ら
ざ
る
処
あ
り
て
物
足
ら
ず
︵
後
四
︶
﹂
と
評

さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
二
番
目
の
妾
で
あ
る
紅
梅
は
︑
お
才
と
比
較
さ
れ

て
拗
ね
る
媚
を
見
せ
る
が
︑
お
才
は
紅
梅
へ
の
誉
め
言
葉
を
聞
か
さ
れ
て
も
︑

冷
笑
し
て
受
け
流
す
︒
お
才
の
余
五
郎
に
対
す
る
嬉
し
が
ら
せ
は
︑
根
引
を

願
う
時
や
住
ま
い
の
望
み
を
言
う
時
︑
物
を
ね
だ
る
時
な
ど
︑
明
確
な
対
価

と
引
き
換
え
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
逆
に
︑
﹁
鼬
の
道
を
切
り
た
る

旦
那
殿
を
恋
い
し
そ
う
な
顔
も
せ
ず
に
︑
怨
言
の
一
句
も
い
う
て
や
ら
ず
ば
︑

月
百
円
と
い
う
扶
持
の
手
前
も
冥
利
悪
く
︵
後
四
︶
﹂
と
考
え
る
箇
所
も
あ

り
︑
芸
者
と
し
て
芸
を
売
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
余
五
郎
を
喜
ば
せ
る
こ
と

も
︑
扶
持
百
円
分
の
商
品
と
割
り
切
っ
て
い
る
︒
自
身
の
美
貌
と
芸
に
自
信

を
持
ち
︑
納
得
で
き
る
対
価
で
︑
売
り
た
い
部
分
だ
け
を
売
る
︑
と
い
う
点

で
︑
お
才
の
姿
勢
は
妾
に
な
っ
て
か
ら
も
一
貫
し
て
い
る
︒

お
才
の
金
の
遣
い
方
も
見
て
み
た
い
︒
お
才
は
︑
﹁
子
無
く
︑
苦
労
な
く
︑

華
美
に
︑
気
楽
に
︑
世
を
面
白
く
渡
り
た
い
︵
後
十
六
︶
﹂
と
願
う
︒
そ
の

た
め
に
は
当
然
金
が
必
要
だ
が
︑
余
五
郎
に
﹁
飽
か
れ
て
棄
て
ら
れ
た
ら
ば

捨
て
ら
れ
た
時
︑
最
一
度
左
褄
も
可
笑
か
る
べ
し
︵
後
四
︶
﹂
と
考
え
て
い

る
よ
う
に
︑
必
要
な
だ
け
の
金
は
自
力
で
稼
ぐ
自
信
も
覚
悟
も
持
っ
て
い
る
︒

ま
た
逆
に
︑
彼
女
に
と
っ
て
金
は
︑
面
白
い
生
活
を
送
る
た
め
に
こ
そ
あ
り
︑

妾
生
活
の
中
で
退
屈
し
て
く
る
と
︑
﹁
銭
あ
り
て
為
す
事
な
き
楽
の
身
の
今

と
な
り
て
見
れ
ば
︑
質
置
き
て
旨
い
も
の
喰
せ
し
柳
橋
の
古
巣
も
折
々
は
憶

出
さ
れ
ぬ
︵
後
七
︶
﹂
と
昔
を
懐
か
し
む
︒
お
才
に
と
っ
て
︑
金
は
自
分
で

稼
ぐ
も
の
で
あ
り
︑
自
分
の
楽
し
み
の
た
め
に
使
う
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら

こ
そ
︑
余
五
郎
が
金
の
力
で
自
分
の
も
の
と
し
て
も
︑
そ
の
全
て
は
支
配
で

き
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
︒

二

身
の
回
り
の
一
切
を
贈
る

お
才
が
情
を
立
て
る
菊
住
は
︑
見
た
目
が
よ
く
︑
口
が
う
ま
い
だ
け
の
男

で
︑
﹁
無
能
﹂
﹁
能
無
き
﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
男
に
嵌
っ
て
し
ま

う
と
こ
ろ
に
︑
お
才
の
派
手
好
き
で
快
楽
的
な
性
格
が
よ
く
表
わ
れ
て
お
り
︑

そ
れ
は
彼
女
の
弱
点
で
も
あ
る
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
余
五
郎
は
︑
ま
ず
菊
住

を
罠
に
は
め
る
︒
稼
ぎ
の
少
な
い
菊
住
は
︑
余
五
郎
が
差
し
向
け
た
芸
者
の

小
〆
に
貢
が
れ
︑
あ
っ
さ
り
欲
に
負
け
︑
﹁
女
で
食
え
る
﹂
と
己
惚
れ
る
始

末
で
あ
る
︒

お
才
が
こ
れ
に
気
づ
く
箇
所
は
︑
﹁
繋
糸
織
の
羽
織
着
た
る
男
︵
中
略
︶

み
れ
ば
︑
帯
か
ら
小
袖
ま
で
我
贈
り
し
類
と
は
異
れ
る
風
俗
︒
こ
れ
皆
小
〆

が
仕
着
を
悦
び
て
︑
我
見
よ
が
し
に
着
飾
れ
る
︵
前
四
︶
﹂
と
描
か
れ
る
︒

こ
こ
か
ら
お
才
も
ま
た
菊
住
に
貢
い
で
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
貢
ぐ
女

は
︑
男
を
自
分
の
も
の
だ
と
印
づ
け
優
位
に
立
と
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
男

は
有
り
難
が
る
一
方
で
︑
自
分
が
色
男
だ
と
己
惚
れ
︑
相
手
を
侮
る
部
分
が

出
て
く
る
た
め
︑
二
人
の
力
関
係
は
微
妙
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
男
に
貢
ぐ
女

が
他
に
も
出
て
く
る
と
︑
力
関
係
は
逆
転
し
て
し
ま
う
︒
お
才
の
装
い
の
描

写
が
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
菊
住
の
装
い
は
場
面
ご
と
に
細
か
く
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描
か
れ
︑
貢
が
れ
る
男
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
︒
菊
住
が
他
の
女
に

貢
が
れ
た
も
の
を
着
て
い
る
こ
と
で
︑
お
才
は
︑
﹁
流
し
の
下
の
骨
を
見
よ
﹂

と
馬
鹿
に
さ
れ
た
と
感
じ
︑
世
間
の
笑
い
も
の
に
な
る
と
屈
辱
を
感
じ
る
︒

︵
し
か
し
︑
実
際
の
黒
幕
は
﹁
狸
﹂
の
容
貌
を
持
つ
余
五
郎
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
︑
紅
葉
の
遊
び
心
が
あ
る
︶
︒
そ
し
て
︑
世
間
か
ら
羨
ま
れ
る
大

富
豪
の
妾
と
な
る
こ
と
で
︑
菊
住
へ
の
復
讐
と
す
る
の
で
あ
る
︒

だ
が
︑
三
人
の
妾
を
得
た
後
︑
余
五
郎
の
寵
愛
は
紅
梅
に
傾
き
︑
お
才
を

訪
ね
る
こ
と
は
稀
に
な
る
︒
そ
ん
な
時
︑
お
才
は
菊
住
と
再
会
す
る
︒
菊
住

の
姿
は
︑
﹁
此
外
は
持
た
ぬ
一
張
羅
と
覚
し
︒
有
る
も
の
な
れ
ば
衣
更
へ
て

来
べ
き
今
日
な
る
に
︑
然
り
と
は
哀
れ
に
も
落
ち
た
る
身
の
果
︵
前
十
一
︶
﹂

と
お
才
の
視
線
で
捉
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
そ
ん
な
羽
織
は
蛍
籠
に
で
も

し
て
︑
し
や
ん
と
し
た
風
体
を
し
た
ま
へ
︑
と
帯
の
間
よ
り
五
十
円
男
の
前

へ
投
出
︵
同
︶
﹂
と
︑
お
才
は
持
ち
掛
け
る
︒
経
済
的
に
自
立
し
た
考
え
を

持
ち
︑
余
五
郎
の
金
に
も
支
配
さ
れ
な
い
お
才
が
︑
菊
住
と
の
関
係
は
金
に

よ
っ
て
成
立
た
せ
て
い
る
こ
と
が
︑
皮
肉
と
滑
稽
さ
を
も
っ
て
描
き
出
さ
れ

て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
後
︑
二
人
の
関
係
は
二
度
も
発
覚
す
る
こ
と
に
な
る
︒

二
人
を
騙
し
た
借
り
が
あ
る
と
一
度
は
許
し
た
余
五
郎
も
︑
二
度
目
に
は
厳

し
い
手
段
に
出
る
︒
菊
住
と
の
関
係
に
嵌
る
お
才
は
︑
大
富
豪
葛
城
余
五
郎

に
買
わ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
甘
く
な
っ
て
い
る
︒
逆
に
余
五
郎
は
︑
た

と
え
執
着
が
薄
れ
て
い
て
も
︑
大
金
を
払
っ
た
自
分
の
所
有
物
で
あ
る
お
才

に
容
赦
な
い
︒
お
才
は
軟
禁
さ
れ
︑
﹁
面
白
き
﹂
生
活
の
全
て
を
奪
わ
れ
る

の
で
あ
る
︒

﹃
三
人
妻
﹄
で
は
︑
身
の
回
り
の
品
を
貢
ぐ
モ
チ
ー
フ
が
他
に
も
見
ら
れ

る
︒
余
五
郎
と
妻
お
麻
の
馴
れ
初
め
も
そ
う
で
あ
る
︒
当
時
遣
り
手
の
矢
場

女
で
あ
っ
た
お
麻
は
︑
﹁
そ
の
頃
の
狸
の
余
五
郎
︵
略
︶
素
寒
貧
に
先
方
か

ら
熱
く
な
り
て
︑
行
く
た
び
ご
と
に
小
遣
い
を
拈
り
︑
上
に
引
張
る
も
の
か

ら
下
帯
ま
で
も
仕
送
り
ぬ
︵
前
一
︶
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の

恩
を
﹁
漂
母
の
一
飯
立
身
の
種
﹂
と
し
て
︑
余
五
郎
は
今
も
お
麻
を
正
妻
と

し
て
尊
重
す
る
の
で
あ
る
︒
日
本
一
の
富
豪
へ
と
成
り
上
が
る
余
五
郎
と
無

能
な
菊
住
の
対
比
︑
男
の
才
能
を
見
抜
い
た
お
麻
と
無
能
な
男
に
い
つ
ま
で

も
執
着
す
る
お
才
と
の
対
比
に
も
な
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
作
中
で
最
も
多
く
貢
い
で
い
る
の
は
当
然
︑
他
で
も
な
い
葛
城

余
五
郎
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
が
最
も
強
調
さ
れ
る
の
は
︑
二
番
目
の
妾
お
角

を
手
に
入
れ
る
過
程
で
あ
る
︒
お
角
は
︑
諸
官
省
と
の
取
引
で
富
を
得
る
神

商
雪
村
素
六
が
︑
﹁
高
貴
な
御
方
た
ち
﹂
の
た
め
に
︑
別
荘
に
集
め
た
美
女

た
ち
の
中
の
一
人
で
あ
る
︒
彼
女
た
ち
の
様
子
は
︑
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ

る
︒

茶
を
運
ぶ
女
は
十
七
︑
八
︑
御
守
殿
粧
に
し
て
︑
黒
ち
り
め
ん
の
小
袖

に
向
島
の
雪
景
色
の
裾
模
様
︑
帯
の
織
出
し
は
︑
白
茶
地
に
色
紙
短
冊

を
乱
し
て
︑
雪
の
秀
歌
名
句
を
書
き
た
り
︒
︵
略
︶
同
勢
二
十
人
︵
略
︶

い
ず
れ
も
染
色
は
異
れ
ど
︑
裙
模
様
は
雪
尽
し
に
て
︑
こ
の
女
ば
か
り

は
更
け
た
り
と
て
︑
雪
の
若
菜
を
袘

模
様
に
し
た
り
︒
︵
前
十
一
︶

﹁
こ
の
女
﹂
と
い
う
の
が
︑
お
角
で
あ
る
︒
こ
の
別
荘
の
女
た
ち
は
み
な
︑

﹁
雪
村
﹂
に
因
ん
だ
雪
の
模
様
の
着
物
を
着
て
い
る
︒
余
五
郎
は
︑
そ
の
一

人
の
お
角
に
対
し
て
︑
﹁
身
の
ま
わ
り
の
一
切
悉
く
﹂
︑
高
価
な
品
を
贈
っ
て

い
く
︒
特
に
象
徴
的
な
の
は
︑
紅
梅
と
い
う
名
前
と
と
も
に
贈
っ
た
︑
﹁
桧
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垣
を
金
蒔
絵
に
し
て
︑
紅
梅
の
花
に
は
小
粒
の
珊
瑚
︑
幹
の
蘚
苔
に
は
﹃
エ

メ
ラ
ル
ド
﹄
を
鏤
め
た
る
差
櫛
﹂
で
あ
る
︒
高
貴
な
方
々
に
貸
し
出
さ
れ
る

﹁
雪
﹂
の
印
の
つ
い
た
女
に
︑
他
の
客
の
知
ら
ぬ
間
に
﹁
紅
梅
﹂
と
い
う
自

分
の
印
を
つ
け
る
こ
と
が
︑
余
五
郎
の
所
有
欲
や
優
越
感
を
満
た
す
︒
さ
ら

に
︑
そ
れ
に
応
え
て
美
し
さ
を
増
し
て
い
く
紅
梅
︵
以
降
︑
本
論
で
は
紅
梅

と
呼
ぶ
︒
︶
に
︑
余
五
郎
は
夢
中
に
な
る
の
で
あ
る
︒

﹁
貢
ぐ
﹂
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
余
五
郎
と
お
才
に
は
︑
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
︒
お
才
が
︑
自
分
で
稼
ぎ
︑
そ
れ
を
好
き
に
使
お
う
と
い
う
価
値
観

の
持
ち
主
で
︑
﹁
我
す
る
ほ
ど
の
事
は
皆
是
と
念
う
意
地
︵
前
五
︶
﹂
を
持
っ

て
い
る
の
と
同
様
︑
余
五
郎
も
﹁
我
拵
へ
た
金
︑
好
き
な
真
似
を
す
る
に
︑

故
障
を
い
う
て
来
る
所
は
な
い
は
ず
の
了
簡
に
て
︑
其
処
が
ど
う
も
金
持
の

面
白
さ
︵
前
十
一
︶
﹂
と
い
い
︑
﹁
我
す
る
ほ
ど
の
事
に
不
善
な
く
︵
同
︶
﹂

と
︑
存
分
に
稼
ぎ
︑
存
分
に
遊
ぶ
︒
動
か
し
て
い
る
金
額
は
大
き
く
異
な
る

も
の
の
︑
二
人
に
は
金
に
対
す
る
似
通
っ
た
姿
勢
が
見
え
る
だ
ろ
う
︒
﹁
貢

ぐ
﹂
と
い
う
行
為
が
︑
彼
ら
の
経
営
者
／
芸
者
と
し
て
の
実
力
を
示
し
︑
二

人
の
優
越
感
を
く
す
ぐ
る
点
も
共
通
し
て
い
る
︒

微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
成
り
立
つ
お
才
と
菊
住
の
関
係
は
︑
実
は
余
五
郎
と

女
た
ち
と
の
関
係
の
縮
図
の
よ
う
で
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
前
篇
で
菊
住
の
浮

気
を
企
て
た
余
五
郎
は
︑
後
篇
で
は
お
才
に
甘
く
見
ら
れ
浮
気
さ
れ
る
と
い

う
皮
肉
な
結
果
に
な
る
︒
浮
気
を
知
っ
た
余
五
郎
の
﹁
あ
の
女
一
人
吝
む
に

足
ら
ざ
れ
ば
︵
略
︶
欲
し
き
犬
に
投
げ
て
遣
ら
ん
︵
後
一
四
︶
﹂
と
い
う
自

分
の
所
有
物
を
捨
て
る
よ
う
な
怒
り
の
表
現
ま
で
︑
菊
住
に
浮
気
さ
れ
た
際

の
﹁
あ
の
男
一
匹
恋
に
喝
え
た
る
乞
食
女
に
く
れ
た
と
念
わ
ば
︑
善
功
徳

︵
前
五
︶
﹂
と
い
う
お
才
の
場
合
と
ぴ
た
り
と
重
な
っ
て
く
る
︒
金
で
菊
住
を

繋
ぎ
と
め
る
お
才
の
滑
稽
さ
は
︑
そ
の
ま
ま
余
五
郎
の
滑
稽
さ
に
も
な
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
︒

先
行
論
で
は
︑
︿
男
の
論
理
﹀
と
︿
女
の
論
理
﹀
と
い
う
男
女
の
性
差
を

描
い
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
︑
﹃
三
人
妻
﹄

は
︑
性
の
区
別
な
く
︑
︿
金
﹀
を
軸
と
し
た
人
間
ド
ラ
マ
︑
人
間
同
士
の
関

係
の
構
築
や
︑
駆
け
引
き
や
裏
切
り
を
縦
横
無
尽
に
描
い
て
い
る
と
読
む
方

が
︑
作
品
の
内
実
に
即
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

三

紅
梅
︱
︱
出
世
へ
の
画
策

余
五
郎
の
贈
っ
た
高
価
な
品
々
は
紅
梅
を
美
し
く
彩
り
︑
他
の
客
か
ら
も

一
番
の
艶
婦
と
目
さ
れ
て
い
く
︒
他
の
客
が
褒
め
た
と
聞
く
こ
と
は
︑
自
分

で
見
る
以
上
に
余
五
郎
を
喜
ば
せ
る
︒
こ
の
場
面
で
は
︑
金
品
を
贈
る
余
五

郎
の
心
理
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
︑
紅
梅
の
心
情
は
︑
﹁
心
に
染
ま
ぬ
も

あ
れ
ど
︑
高
金
を
吝
ま
ざ
る
品
の
み
な
れ
ば
︑
ど
れ
に
し
て
も
否
な
る
は
無

く
︵
前
十
三
︶
﹂
と
控
え
め
な
描
写
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

紅
梅
も
余
五
郎
に
熱
中
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
語
り
手
は
︑
﹁
外

に
ま
た
思
わ
く
の
あ
り
て
の
事
か
﹂
と
注
釈
を
入
れ
る
と
同
時
に
︑
﹁
気
色
﹂

﹁
如
く
﹂
﹁
様
子
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
︑
本
心
は
別
に
あ
る
こ
と
を
仄
め

か
す
︒
そ
し
て
︑
﹁
こ
こ
に
い
つ
ま
で
抱
え
ら
れ
て
︑
僅
の
衣
服
が
出
来
た

り
と
て
︑
何
に
か
な
る
べ
き
︵
前
十
三
︶
﹂
と
い
う
本
心
が
︑
紅
梅
自
身
の

心
中
の
言
葉
と
し
て
明
か
さ
れ
て
い
く
︒
雪
村
へ
の
奉
公
に
は
︑
紅
梅
の
美

貌
を
よ
り
高
く
売
り
た
い
父
親
の
思
惑
が
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
立
派
な
屋
敷
で
︑
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身
分
の
高
い
客
と
接
す
る
う
ち
に
︑
彼
女
自
身
が
さ
ら
な
る
出
世
を
望
み
︑

行
末
ま
で
の
裕
福
な
暮
ら
し
を
保
証
す
る
相
手
を
必
死
で
探
す
よ
う
に
な
る
︒

そ
こ
へ
現
れ
た
余
五
郎
を
︑
最
初
か
ら
希
望
ど
お
り
の
相
手
と
目
し
な
が
ら

そ
う
は
見
せ
ず
︑
機
が
熟
す
の
を
待
っ
て
︑
ど
う
願
い
出
よ
う
か
考
え
を
巡

ら
せ
る
︒
高
価
な
贈
物
に
浮
か
れ
る
こ
と
な
く
︑
よ
り
深
遠
な
野
心
を
持
ち
︑

そ
の
た
め
に
計
画
的
に
行
動
す
る
紅
梅
像
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
く
︒

紅
梅
に
ね
だ
ら
れ
て
余
五
郎
は
雪
村
に
身
請
け
を
申
し
出
る
が
︑
き
っ
ぱ

り
と
断
ら
れ
る
︒
雪
村
も
ま
た
紅
梅
と
深
い
仲
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

元
々
雪
村
の
本
命
は
別
に
い
た
が
︑
余
五
郎
の
援
助
で
美
し
く
な
っ
た
紅
梅

と
そ
れ
を
見
て
浮
か
れ
る
余
五
郎
の
様
子
を
見
て
︑
雪
村
の
寵
愛
は
紅
梅
に

移
る
︒
雪
村
は
︑
﹁
我
庭
な
る
柿
を
猿
に
啖
わ
れ
て
し
ま
う
意
気
地
な
さ

︵
同
︶
﹂
と
感
じ
て
︑
紅
梅
を
取
り
戻
そ
う
と
も
考
え
て
い
た
︒
︵
猿
蟹
の
喩

え
が
︑
物
々
交
換
↓
裏
切
り
と
い
う
二
人
の
商
売
巧
者
︑
余
五
郎
と
雪
村
の

関
係
を
戯
画
化
し
て
い
る
︒
︶
余
五
郎
と
い
う
競
争
相
手
を
得
て
︑
多
く
の

女
の
一
人
で
あ
っ
た
紅
梅
が
︑
特
別
な
価
値
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ

る
︒
こ
れ
は
︑
他
の
客
か
ら
も
人
気
を
集
め
る
こ
と
で
︑
余
五
郎
が
ま
す
ま

す
紅
梅
へ
惑
溺
し
て
い
っ
た
こ
と
と
︑
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

﹁
誰
と
一
人
に
定
ま
り
た
る
妾
な
ら
ば
︑
そ
れ
に
て
身
も
落
着
き
︵
前
十

三
︶
﹂
と
考
え
た
紅
梅
だ
っ
た
が
︑
妾
と
な
っ
て
も
落
ち
着
く
こ
と
は
な
い
︒

お
才
と
お
艶
が
元
々
は
他
の
妾
へ
の
対
抗
意
識
を
持
た
な
い
の
と
は
対
照
的

に
︑
紅
梅
は
他
の
二
人
を
追
い
落
と
そ
う
と
画
策
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
一

人
の
妾
が
よ
り
多
く
寵
愛
さ
れ
れ
ば
︑
相
対
的
に
他
の
二
人
の
価
値
が
下
が

る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
は
︑
お
艶
の
妊
娠
を

知
っ
た
時
の
反
応
だ
︒
自
身
も
妊
娠
を
望
ん
で
い
た
紅
梅
が
︑
余
五
郎
の
寵

愛
が
お
艶
に
傾
く
こ
と
を
想
像
し
て
悔
し
く
思
う
の
は
当
然
と
し
て
も
︑

﹁
母
子
も
ろ
と
も
邪
魔
払
ひ
せ
ば
︑
我
念
の
通
ら
ぬ
ま
で
も
︑
他
人
に
好
事

さ
る
る
無
念
は
あ
る
ま
じ
︵
十
六
︶
﹂
と
考
え
る
の
は
特
徴
的
だ
︒
﹁
他
人
に

好
事
﹂
が
あ
れ
ば
︑
相
対
的
に
自
分
の
得
る
分
が
下
が
る
と
い
う
感
じ
方
で

あ
る
︒
紅
梅
は
︑
妾
に
な
る
と
い
う
出
世
を
は
た
し
︑
余
五
郎
の
寵
愛
を
最

も
受
け
て
な
お
︑
自
分
自
身
の
価
値
を
高
く
保
つ
こ
と
に
拘
り
続
け
て
い
る
︒

紅
梅
は
︑
よ
り
高
い
金
を
よ
り
長
く
払
う
相
手
に
自
分
を
買
わ
せ
よ
う
と

常
に
考
え
て
い
る
︒
お
才
が
︑
自
分
の
美
貌
や
能
力
を
商
品
と
し
て
売
り
︑

稼
い
だ
分
を
そ
の
時
々
で
消
費
し
て
い
く
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒
言
い
換

え
れ
ば
︑
お
才
に
と
っ
て
金
は
﹁
面
白
き
﹂
生
活
を
送
る
た
め
の
方
法
で
あ

る
の
に
対
し
︑
紅
梅
は
︑
裕
福
さ
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
︒
ま
た
︑
お
才

が
男
に
金
を
貢
い
で
優
位
性
を
保
と
う
と
す
る
の
に
対
し
︑
紅
梅
は
︑
男
に

貢
が
せ
︑
相
手
の
優
越
感
を
満
た
し
な
が
ら
︑
自
分
自
身
の
商
品
価
値
も
上

げ
て
い
く
︒
金
を
か
け
た
分
だ
け
︑
買
い
手
に
と
っ
て
そ
の
商
品
が
大
切
に

な
る
と
い
う
心
理
を
利
用
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒
お
才
と
紅
梅
は
︑

共
に
美
貌
を
売
り
物
と
し
て
生
き
る
女
で
あ
り
な
が
ら
︑
全
く
異
な
る
金
と

の
関
係
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

四

お
艶
の
脈
絡

三
番
目
に
登
場
す
る
お
艶
は
︑
余
五
郎
が
故
郷
で
野
菜
を
売
り
に
出
入
り

し
て
い
た
商
家
の
末
娘
で
あ
る
︒
今
は
店
も
潰
れ
親
も
な
く
︑
琴
を
教
え
て

生
活
し
て
い
る
︒
昔
お
艶
の
姉
に
憧
れ
て
い
た
余
五
郎
は
︑
お
艶
の
存
在
を
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知
り
︑
す
ぐ
に
会
お
う
と
す
る
︒
お
艶
は
再
三
固
辞
す
る
が
︑
恩
人
の
馬
場

か
ら
呼
び
出
さ
れ
︑
断
わ
れ
な
く
な
る
︒
余
五
郎
の
宿
屋
へ
出
向
く
た
め
身

支
度
を
す
る
の
が
︑
以
下
の
場
面
で
あ
る
︒

白
綾
の
襟
に
小
紋
縮
緬
の
三
枚
襲
︑
年
齢
に
合
わ
せ
て
鉄
納
戸
は
質
過

ぎ
た
り
︒
三
線
の
師
匠
な
ら
ば
島
田
の
旬
の
二
十
四
を
︑
い
つ
も
天
神

に
結
い
︑
定
ま
れ
る
夫
な
く
て
色
を
売
ら
じ
と
の
心
に
は
︑
自
か
ら
白

粉
も
薄
く
︑
或
時
は
素
顔
に
口
胭
脂
の
み
︒
︵
略
︶
唐
繻
子
の
丸
帯
し

て
︑
こ
の
盛
を
わ
ざ
と
老
に
見
せ
る
を
我
も
さ
す
が
に
悲
し
き
か
︑
帯

揚
は
藤
紫
の
手
綱
染
に
︑
有
る
か
有
ら
ぬ
か
に
小
桜
を
散
ら
し
︑
多
く

見
え
ぬ
処
に
わ
ず
か
の
華
美
を
し
て
心
を
慰
め
ぬ
︒
︵
前
十
八
︶

お
才
や
紅
梅
と
は
異
な
り
︑
装
い
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
同

年
齢
の
慣
習
と
比
べ
て
地
味
な
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑

﹁
わ
ず
か
の
華
美
﹂
を
描
き
︑
そ
の
他
の
も
の
が
敢
え
て
選
ば
れ
て
い
る
こ

と
を
強
調
す
る
︒
お
才
に
と
っ
て
︑
立
派
な
着
物
は
自
分
の
腕
で
稼
ぎ
出
し

た
も
の
で
あ
り
︑
芸
者
と
し
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
示
す
も
の
だ
っ
た
︒
紅
梅

に
お
い
て
は
︑
着
物
や
装
飾
品
は
貢
が
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
︑
彼
女

を
美
し
く
彩
り
︑
男
た
ち
を
魅
了
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒
こ
こ
に
両

者
の
違
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
は
既
に
見
た
と
お
り
だ
が
︑
お
艶
の
場
合

は
さ
ら
に
異
な
る
︒
美
し
さ
を
隠
す
よ
う
な
装
い
は
︑
﹁
定
ま
れ
る
夫
な
く

て
色
を
売
ら
ず
﹂
と
い
う
強
い
意
志
表
示
で
あ
り
︑
身
を
守
る
た
め
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
︒
お
才
と
紅
梅
の
装
い
が
︑
彼
女
た
ち
の
商
品
価
値
の
高
さ

に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
の
と
は
全
く
逆
の
方
向
を
向
い
て
い
る
︒

堅
気
の
商
家
の
娘
と
し
て
︑
色
を
売
ら
ず
に
清
く
生
き
よ
う
と
す
る
お
艶

を
︑
余
五
郎
の
妾
へ
と
導
い
て
い
く
の
は
︑
〝

金
〟

で
は
な
い
︒
お
艶
が
余

五
郎
に
会
う
の
は
︑
恩﹅

人﹅

馬
場
の
仲
介
に
よ
る
︒
ま
た
︑
余
五
郎
の
﹁
親
譲

り
の
恩
﹂
﹁
行
末
確
な
る
身
に
し
て
進
ぜ
な
ば
︵
略
︶
好
き
報
恩
﹂
︵
前
十

九
︶
と
い
う
言
葉
が
お
艶
の
警
戒
を
解
き
︑
抑
え
て
き
た
よ
い
結
婚
へ
の
夢

を
掻
き
立
て
る
︒
こ
の
後
も
お
艶
が
上
京
に
至
る
ま
で
︑
﹁
恩
﹂
と
い
う
言

葉
は
四
度
も
繰
り
返
さ
れ
︑
こ
の
理
屈
が
お
艶
の
目
を
曇
ら
せ
て
い
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
東
京
見
物
に
興
味
を
示
す
お
艶
は
︑
竜
宮
城
で
浮

か
れ
る
浦
島
に
譬
え
て
批
判
さ
れ
る
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
浦
島
太
郎
﹂
は
亀
か

ら
の
恩
返
し
で
竜
宮
城
へ
行
っ
た
︑
と
い
う
こ
の
御
伽
噺
の
や
や
理
不
尽
な

展
開
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
︵
他
の
二
人
に
お
い
て
も
︑
妾
に

な
る
過
程
で
鍵
と
な
る
人
間
関
係
が
御
伽
噺
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既

に
見
て
き
た
︒
︶
﹁
報
恩
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
お
艶
の
日
ご
ろ
の
慎
重
さ
や
自

制
心
を
鈍
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
恩
﹂
と
は
無
償
で
与
え
ら
れ
る
情
け
や
親
切
の
こ
と
で
あ
り
︑
本
来
は

損
得
を
抜
き
に
し
た
信
頼
関
係
の
も
と
に
成
立
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
︒

前
章
ま
で
に
見
た
︑
金
に
よ
っ
て
成
立
す
る
関
係
や
金
の
た
め
に
成
立
す
る

関
係
と
は
対
照
的
な
も
の
に
動
か
さ
れ
る
人
物
と
し
て
︑
お
艶
が
位
置
づ
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

だ
が
︑
世
知
に
疎
い
お
艶
の
潔
癖
さ
や
正
直
さ
は
あ
ま
り
に
ひ
弱
く
︑
彼

女
を
巡
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
︑
金
を
動
機
と
し
て
行
動
す
る
人
々
の
思
惑
に

よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
く
︒
お
艶
が
恩
人
と
頼
み
︑
本
人
た
ち
も
お
艶
の
た

め
と
い
っ
て
上
京
を
促
す
馬
場
夫
婦
は
︑
そ
の
実
﹁
日
本
の
神
商
天
下
の
葛

城
余
五
郎
﹂
の
威
光
や
高
価
な
贈
り
物
へ
の
義
理
に
絡
め
取
ら
れ
て
し
ま
っ
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て
い
る
︒
﹁
報
恩
﹂
を
強
調
し
続
け
た
余
五
郎
は
︑
お
艶
が
上
京
す
る
と
暴

力
的
な
方
法
で
お
艶
を
無
理
や
り
手
に
入
れ
る
︒
一
度
関
係
を
持
て
ば
︑
大

富
豪
の
自
分
を
拒
む
は
ず
は
な
い
と
い
う
目
論
見
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

上
京
前
後
の
世
話
を
し
︑
余
五
郎
の
妾
と
な
る
よ
う
説
得
す
る
轟
夫
婦
の
親

切
も
︑
﹁
借
用
証
文
取
り
た
る
も
同
じ
事
﹂
と
い
う
下
心
に
よ
る
も
の
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑
後
篇
に
至
る
と
︑
紅
梅
が
﹁
よ
そ
目
に
は
同
胞
の
よ
う
﹂
に

振
る
舞
い
︑
﹁
血
を
こ
そ
分
け
ぬ
同
胞
﹂
と
ま
で
お
艶
に
信
じ
込
ま
せ
る
︒

そ
の
裏
で
︑
自
身
の
寵
愛
を
守
る
た
め
に
︑
お
艶
母
子
を
追
い
落
と
そ
う
と

画
策
し
︑
孤
立
さ
せ
て
い
く
︒

お
艶
は
︑
両
親
を
亡
く
し
︑
姉
と
も
絶
縁
し
た
孤
独
な
境
遇
に
あ
る
︒

﹁
便
り
な
き
身
﹂
と
し
ば
し
ば
形
容
さ
れ
る
お
艶
は
︑
孤
独
と
不
安
を
抱
え

て
お
り
︑
そ
れ
を
埋
め
て
く
れ
る
頼
れ
る
相
手
を
求
め
て
い
る
︒
〝

金
〟

に

は
靡
か
ず
︑
〝

人
〟

を
信
じ
る
お
艶
の
善
良
さ
は
︑
そ
の
ま
ま
彼
女
の
弱
さ

と
言
え
る
︒
一
方
で
︑
お
艶
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
︑
金
に
踊
ら
さ
れ
る

人
々
の
心
理
は
一
層
強
調
さ
れ
る
︒
お
艶
の
存
在
は
︑
金
の
力
の
強
大
さ
と
︑

そ
れ
に
執
着
す
る
人
々
の
醜
悪
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
あ
る
︒

五

︵
大
団
円
︶
の
意
味
︱
︱
転
倒
す
る
金
の
力

余
五
郎
が
死
ぬ
と
︑
﹃
三
人
妻
﹄
は
瞬
く
間
に
収
束
す
る
︒
葬
儀
が
済
ん

だ
の
ち
︑
紅
梅
の
悪
だ
く
み
が
明
ら
か
に
な
り
︑
お
麻
の
誤
解
が
解
け
た
と

い
う
書
状
を
お
艶
が
手
に
す
る
と
︑
︵
大
団
円
︶
と
し
て
︑
三
人
の
妾
の
そ

の
後
が
述
べ
ら
れ
る
︒
紅
梅
は
雪
村
と
︑
お
才
は
菊
住
と
寄
り
を
戻
し
︑
お

艶
は
息
子
の
余
之
助
と
も
ど
も
本
家
に
引
き
取
ら
れ
て
後
々
ま
で
安
定
し
た

生
活
を
約
束
さ
れ
る
︒

お
才
は
︑
﹁
久
し
く
染
井
に
窮
命
せ
し
女
も
放
生
会
に
あ
い
け
る
が
︑
な

お
無
能
に
て
も
可
愛
男
に
情
立
て
て
︑
菊
ず
み
と
世
帯
持
ち
て
柳
橋
に
待
合

を
始
め
ぬ
﹂
と
語
ら
れ
る
︒
浮
気
の
代
償
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
お
才
は
︑
余

五
郎
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
負
債
か
ら
解
放
さ
れ
る
︒
こ
の
後
の
お
才
の
選
択

は
興
味
深
い
︒
お
才
は
︑
芸
者
に
戻
る
の
で
は
な
く
︑
﹁
待
合
﹂
を
始
め
て

い
る
︒
慣
れ
親
し
ん
だ
花
柳
界
に
戻
り
つ
つ
も
︑
自
分
が
売
り
物
と
な
る
芸

者
に
は
戻
ら
ず
︑
経
営
側
に
回
っ
て
い
る
︒
そ
の
様
子
が
﹁
今
挨
拶
に
出
た

の
が
の
︑
葛
城
家
の
愛
妾
お
才
の
方
﹂
と
︑
好
奇
心
旺
盛
な
世
間
の
人
々
の

目
を
通
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
︑
大
富
豪
の
妾
と
い
う
前
身
ま
で
も
が
話
題

と
な
り
︑
お
才
が
や
り
手
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
︒
相
変
わ
ら

ず
無
能
の
菊
住
と
別
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
︑
お
才
の
選
択
に
滑
稽
味
を
加
え

な
が
ら
も
︑
結
局
は
﹁
玉
の
輿
﹂
の
生
活
よ
り
も
自
力
で
自
由
な
生
活
を
す

る
こ
と
が
︑
お
才
に
と
っ
て
は
﹁
面
白
い
﹂
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
︒

お
艶
は
︑
﹁
余
之
助
成
人
の
上
は
︑
葛
城
の
財
産
五
分
の
一
﹂
を
譲
る
と

し
た
証
書
を
与
え
ら
れ
る
︒
こ
の
証
書
に
は
﹁
こ
の
男
子
庶
子
が
︑
将
来
に

わ
た
っ
て
葛
城
家
の
家
督
相
続
権
を
請
求
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
約
束
﹂

さ
せ
る
意
味
が
あ
り
︑
﹃
三
人
妻
﹄
後
篇
は
︑
﹁
男
子
優
先
の
相
続
制
度
の
下

で
男
子
を
持
た
な
い
正
妻
の
懸
命
な
闘
い
の
物
語
﹂
と
い
う
側
面
を
持
つ
と

い
う
︑
高
田
知
波
の
鋭
い
指
摘
が
あ
る
︵
�

︶
︒
た
だ
本
論
で
は
︑
実
の
姉
と
絶
縁

し
︑
紅
梅
を
﹁
血
を
こ
そ
分
け
ぬ
同
胞
﹂
と
信
じ
て
騙
さ
れ
な
が
ら
︑
最
終

的
に
﹁
本
家
に
引
き
取
ら
れ
て
主
婦
の
妹
分
﹂
と
な
っ
た
こ
と
が
︑
金
や
金
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力
と
は
別
の
脈
絡
で
救
い
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
︑
お
艶
の
側
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
読
ん
で
お
き
た
い
︒
ま
た
︑
余
五
郎
の
最
期
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た

お
艶
は
﹁
恩
を
知
ら
ぬ
不
実
の
女
め
︑
と
殿
様
の
御
立
腹
﹂
と
想
像
し
嘆
い

て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
お
艶
は
余
五
郎
に
〝

恩
〟

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
だ
︒
﹁
毎
月
の
墓
参
﹂
は
︑
人
の
恩
を
尊
ぶ
お
艶
の
生
き
方

の
表
れ
な
の
で
あ
る
︒
金
に
靡
か
ず
︑
﹁
報
恩
﹂
と
い
う
言
葉
に
騙
さ
れ
て

妾
と
な
っ
た
お
艶
が
︑
た
だ
一
人
余
五
郎
へ
の
貞
節
を
守
る
の
は
︑
金
で
あ

ら
ゆ
る
望
み
を
か
な
え
て
き
た
余
五
郎
に
と
っ
て
は
︑
皮
肉
な
結
末
と
い
え

る
だ
ろ
う
︒

一
方
紅
梅
は
︑
﹁
奸
計
よ
う
や
く
露
わ
れ
﹂
と
は
い
う
も
の
の
︑
単
純
な

懲
悪
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
が
︑
こ
の
結
末
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
︒
紅
梅

は
雪
村
の
馬
車
に
同
乗
す
る
様
子
が
目
撃
さ
れ
﹁
よ
も
や
其
は
彼
女
で
は
あ

る
ま
い
︑
女
神
の
石
像
に
魂
入
り
て
︑
む
か
し
の
男
の
夢
に
通
ふ
﹂
と
噂
さ

れ
て
い
る
︒
女
神
の
石
像
は
︑
紅
梅
を
略
奪
し
た
際
に
そ
の
対
価
と
し
て
余

五
郎
か
ら
雪
村
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
﹁
よ
も
や
其
は
彼
女
で
は
あ
る

ま
い
﹂
と
い
う
表
現
と
相
ま
っ
て
︑
大
金
で
譲
渡
さ
れ
た
過
去
が
あ
り
な
が

ら
い
と
も
簡
単
に
元
の
鞘
に
収
ま
る
紅
梅
の
図
太
さ
が
揶
揄
的
に
捉
え
ら
れ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
紅
梅
は
馬
車
に
同
乗
し
て
い
る
︒
紅

梅
は
︑
余
五
郎
に
寵
愛
さ
れ
た
こ
と
で
価
値
を
あ
げ
︑
別
荘
の
女
た
ち
の
一

人
で
は
な
く
な
り
︑
雪
村
に
と
っ
て
も
特
別
な
存
在
と
な
り
得
て
い
る
︒

紅
梅
の
こ
の
行
動
に
つ
い
て
︑
従
来
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

単
に
彼
女
の
不
貞
や
図
太
さ
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
︒
余
五
郎
の
金
力

に
最
も
惹
か
れ
た
の
は
紅
梅
で
あ
り
︑
常
に
余
五
郎
の
喜
ば
せ
る
よ
う
に
計

ら
い
︑
一
番
の
寵
愛
を
受
け
て
き
た
の
も
紅
梅
で
あ
る
︒
し
か
し
紅
梅
は
︑

い
と
も
簡
単
に
雪
村
へ
と
シ
フ
ト
す
る
︒
こ
れ
は
︑
紅
梅
に
と
っ
て
︑
同
じ

よ
う
に
金
を
払
う
な
ら
ば
︑
そ
れ
が
誰
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
︒
金
は
︑
誰
が
使
お
う
と
︑
ど
の
よ
う
な
目
的
で
使
お
う
と
︑

同
じ
だ
け
の
交
換
価
値
を
持
つ
︒
逆
に
い
え
ば
︑
金
は
︑
多
く
使
え
ば
使
う

ほ
ど
︑
金
と
し
て
の
力
は
発
揮
す
る
も
の
の
︑
金
を
使
う
個
人
の
力
や
人
格

を
置
き
去
り
に
し
︑
一
人
歩
き
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︵
�

︶
︒

お
才
と
菊
住
の
関
係
が
︑
余
五
郎
と
妾
た
ち
の
関
係
の
縮
図
の
よ
う
だ
と

先
に
述
べ
た
︒
菊
住
が
小
〆
と
の
浮
気
に
走
っ
た
の
は
︑
彼
女
た
ち
の
貢
ぐ

金
だ
け
を
見
て
︑
︵
少
な
く
と
も
そ
の
段
階
で
は
︶
お
才
と
小
〆
の
芸
者

︵
女
︶
と
し
て
の
格
の
違
い
を
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
紅
梅
も
︑
彼
女

の
た
め
に
費
や
さ
れ
る
金
や
今
後
費
や
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
金
に
対
す
る
強
い

執
着
を
示
し
て
き
た
が
︑
そ
れ
は
金
の
持
ち
主
で
あ
る
余
五
郎
自
身
と
は
結

び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
お
才
も
余
五
郎
も
自
分
自
身
の
芸
者
／
経
営

者
と
し
て
の
腕
に
自
信
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
こ
に
こ
そ
彼
ら
の
生
き
様
も
表

れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
を
〝

金
〟

に
置
き
換
え
て
し
ま
う
と
き
︑
彼
ら
自

身
が
代
替
可
能
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
︒
︵
大
団
円
︶
に
お
け
る
紅

梅
の
素
早
い
変
わ
り
身
は
︑
金
の
持
つ
強
い
力
と
と
も
に
︑
そ
れ
と
表
裏
一

体
と
な
っ
た
危
う
さ
を
も
露
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

﹃
三
人
妻
﹄
は
希
代
の
大
富
豪
葛
城
余
五
郎
を
主
人
公
と
し
て
︑
他
人
の

人
生
す
ら
も
思
い
の
ま
ま
に
す
る
強
大
な
金
の
力
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
特

に
前
篇
で
は
︑
強
引
に
三
人
の
女
た
ち
を
手
に
入
れ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
︑

そ
の
大
胆
さ
や
豪
勢
さ
と
と
も
に
︑
狡
猾
で
醜
悪
な
や
り
方
が
一
層
金
の
力
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を
強
調
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
丁
寧
に
描
き
分
け
ら
れ
た
三
人
の
女
性
は
︑

前
篇
か
ら
最
終
章
の
︵
大
団
円
︶
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
に
別
々
の
一
貫
し
た
役
割

を
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
い
ず
れ
も
が
︑
余
五
郎
の
金
力
の
絶
対
性

を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る
︒
三
人
の
振
る
舞
い
が
︑
余
五
郎
の
使
っ
た
金
の

力
を
転
倒
さ
せ
て
い
く
と
す
れ
ば
︑
余
五
郎
が
金
を
使
え
ば
使
う
ほ
ど
︑
余

五
郎
の
金
の
力
を
華
々
し
く
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
そ
の
批
判
性
は
よ
り

強
く
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

先
行
研
究
で
は
︑
拝
金
的
な
時
代
状
況
を
写
す
こ
と
が
︑
勧
善
懲
悪
的
な

物
語
に
お
け
る
善
・
不
善
を
相
対
化
す
る
意
義
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
︵


︶
︒
だ
が
︑
﹃
三
人
妻
﹄
は
︑
単
に
時
代
を
写
そ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
い
︒

む
し
ろ
︑
金
力
の
強
大
さ
と
醜
悪
さ
を
描
い
て
問
題
を
提
起
し
︑
さ
ら
に
そ

の
力
を
転
倒
さ
せ
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
単
純
に
社
会
を
風
刺

す
る
︑
あ
る
い
は
︑
富
豪
の
裏
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
覗
き
見
︑
嘲
笑
す
る
と

い
う
こ
と
を
越
え
て
︑
金
そ
の
も
の
の
持
つ
危
う
さ
・
も
ろ
さ
を
あ
ぶ
り
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

最
後
に
︑
別
の
視
点
か
ら
﹃
三
人
妻
﹄
を
見
て
み
た
い
︒
二
人
目
の
妾
紅

梅
が
い
た
雪
村
の
屋
敷
に
は
モ
デ
ル
が
あ
る
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
︒
読
売

新
聞
社
が
用
い
る
こ
と
も
多
く
︑
硯
友
社
同
人
の
た
ま
り
場
と
な
っ
て
い
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
芝
の
料
亭
・
紅
葉
館
で
あ
る
︒
﹃
風
俗
画
報

新
撰
東
京

名
所
図
会
﹄
第
七
編
︵
明
治
三
十
年
七
月
︶
の
紅
葉
館
の
項
目
に
は
︑
﹁
酌

人
︑
給
仕
︑
舞
妓
と
し
て
五
十
余
人
の
美
姫
を
抱
置
き
︑
客
来
と
あ
れ
ば
花

の
如
く
衣
飾
ら
せ
て
坐
敷
に
列
べ
︑
其
服
装
も
態
と
御
守
殿
粧
に
し
て
︑
縮

緬
の
小
袖
に
紅
葉
の
裾
模
様
︑
帯
の
織
出
し
は
白
茶
地
に
色
紙
短
冊
を
乱
し

て
︑
紅
葉
の
秀
歌
名
句
を
書
き
た
り
﹂
と
い
う
記
事
が
あ
り
︑
二
章
で
引
用

し
た
﹁
茶
を
運
ぶ
女
は
十
七
︑
八
︑
御
守
殿
粧
に
し
て
︑
黒
ち
り
め
ん
の
小

袖
に
向
島
の
雪
景
色
の
裾
模
様
︑
帯
の
織
出
し
は
︑
白
茶
地
に
色
紙
短
冊
を

乱
し
て
︑
雪
の
秀
歌
名
句
を
書
き
た
り
﹂
と
か
な
り
重
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒

10

明
治
十
四
年
に
︑
純
日
本
風
の
料
亭
と
し
て
︑
芝
公
園
内
に
設
立
さ
れ
た

紅
葉
館
は
︑
明
治
十
六
年
に
創
立
さ
れ
た
鹿
鳴
館
が
わ
ず
か
七
年
で
消
滅
し

た
の
ち
も
︑
政
財
界
人
の
集
ま
り
︑
条
約
改
正
問
題
等
に
お
け
る
外
国
人
の

接
待
︑
さ
ら
に
文
壇
・
軍
人
な
ど
の
会
合
に
も
利
用
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
当
初

会
員
制
で
︑
簡
単
に
は
入
れ
な
い
場
所
で
あ
り
︑
権
力
・
財
力
の
象
徴
と
も

い
え
る
︒
こ
こ
で
働
く
女
性
た
ち
は
﹁
給
仕
﹂
と
呼
ば
れ
︑
色
を
売
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
︑
踊
り
を
提
供
し
座
に
花
を
添
え
る
存
在
で
︑
客
と
恋
愛
関

係
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

紅
葉
館
で
は
︑
芝
公
園
の
名
物
で
あ
る
紅
葉
を
日
本
ら
し
い
模
様
と
し
て
︑

建
物
の
意
匠
や
給
仕
の
着
物
の
模
様
と
し
て
用
い
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑

雪
村
の
場
合
は
︑
建
物
の
描
写
は
な
さ
れ
ず
︑
女
た
ち
の
着
物
の
柄
だ
け
が

描
か
れ
る
こ
と
で
︑
女
た
ち
に
持
ち
主
で
あ
る
自
身
の
名
前
を
印
づ
け
て
い

る
こ
と
が
一
層
強
調
さ
れ
︑
悪
趣
味
さ
が
際
立
つ
︒
何
よ
り
雪
村
の
館
は
︑

権
力
・
財
力
を
持
っ
た
者
た
ち
を
接
待
す
る
︑
不
正
取
引
の
象
徴
の
よ
う
な

場
所
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
政
治
や
文
化
交
流
の
表
舞
台
で
あ
る
紅
葉
館
の
裏

面
と
も
暗
黒
面
と
も
い
え
る
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
雪
村
の
屋
敷
で
接
待
さ
れ

る
﹁
貴
顕
の
方
々
﹂
へ
の
批
判
・
皮
肉
は
︑
一
層
強
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
︒

13



だ
が
︑
こ
う
し
た
遊
び
と
も
い
え
る
手
法
を
使
っ
た
批
判
は
︑
紅
葉
館
の

内
部
を
知
る
も
の
︑
も
っ
と
い
え
ば
硯
友
社
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
こ
そ
分
か

る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
紅
葉
は
︑
一
般
の
新
聞
読
者
の
読

み
や
す
さ
や
興
味
関
心
へ
の
配
慮
を
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
に
は
留
ま
ら
な
い
意

味
や
批
判
を
作
品
に
込
め
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
う
し
た
紅
葉

の
創
作
手
法
や
そ
れ
に
基
づ
く
作
品
の
読
解
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
と

し
た
い
︒

注
︵
�

︶
﹃
三
人
妻
﹄
お
よ
び
﹃
お
ぼ
ろ
舟
﹄
は
︑
岩
波
書
店
版
﹃
紅
葉
全
集
﹄
︵
一

九
九
三
～
一
九
九
五
︶
に
拠
る
︒
ま
た
︑
﹃
春
色
梅
児
誉
美
﹄
は
﹃
日
本
古

典
文
学
大
系

﹄
︵
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
︶
に
拠
る
︒

64

︵
�

︶

勝
本
清
一
郎
﹁
尾
崎
紅
葉
﹂
︵
伊
藤
整
編
﹃
近
代
日
本
の
文
豪
�

﹄
一
九

六
七
︑
読
売
新
聞
社
︶

︵
�

︶

土
佐
亨
﹁
﹃
三
人
妻
﹄
の
周
辺
︱
紅
葉
と
﹃
読
売
新
聞
﹄
︱
﹂
︵
﹃
文
芸
と

思
想
﹄
一
九
七
一
・
二
︑
引
用
は
﹃
紅
葉
文
学
の
水
脈
﹄
二
〇
〇
五
︑
和
泉

書
院
︶

︵
�

︶

前
田
愛
﹁
三
人
妻
﹂
︵
﹃
日
本
の
近
代
小
説
﹄
Ⅰ

昭
和
六
一
・
六

東
京

大
学
出
版
会
︑
引
用
は
﹃
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
﹄
一
九
九
三
︑
ち
く
ま
学
芸

文
庫
︶

︵
�

︶

木
谷
喜
美
枝
﹁
三
人
妻
﹂
︵
﹃
国
文
学
﹄
一
九
七
四
・
三
︑
引
用
は
﹃
尾
崎

紅
葉
の
研
究
﹄
一
九
九
五
︑
双
文
社
出
版
︶

︵
�

︶
︵


︶

馬
場
美
佳
﹁
拝
金
宗
の
︿
世
界
﹀

尾
崎
紅
葉
﹁
三
人
妻
﹂
論
﹂

︵
﹃
稿
本
近
代
文
学
﹄
二
〇
〇
五
・
一
二
︑
引
用
は
︑
﹃
﹁
小
説
家
﹂
登
場

尾

崎
紅
葉
の
明
治
二
十
年
代
﹄
二
〇
一
一
︑
笠
間
書
院
︶

︵
�

︶

高
田
知
波
﹁
︿
女
戸
主
・
一
葉
﹀
と
﹃
わ
れ
か
ら
﹄
﹂
︵
﹃
駒
沢
国
文
﹄
一
九

九
三
・
二
︑
引
用
は
﹃
樋
口
一
葉
論
へ
の
射
程
﹄
一
九
九
七
︑
双
文
社
出

版
︶
︒
小
森
陽
一
も
︑
﹁
﹃
三
人
﹄
の
背
後
に
い
る
一
人
の
﹃
妻
﹄
が
︑
全
権

を
掌
握
す
る
物
語
﹂
と
す
る
︵
﹃
紅
葉
全
集
﹄
月
報
�

︑
一
九
九
三
︶
︒
一
方

で
︑
お
麻
は
︑
﹁
素
寒
貧
﹂
の
時
代
の
余
五
郎
に
惚
れ
込
み
︑
大
富
豪
の
妻

と
な
っ
た
現
在
も
︑
贅
沢
す
る
よ
り
も
貧
し
か
っ
た
こ
ろ
の
遊
び
に
面
白
み

が
あ
っ
た
と
語
る
︒
余
五
郎
と
〝

金
〟

を
切
り
離
し
て
見
る
目
を
持
ち
合
わ

せ
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
︑
お
麻
も
ま
た
︑
金
力
の
限
界
を
示
唆

し
て
い
る
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
︒

︵
�

︶

管
聡
子
は
︑
﹁
金
力
で
は
ど
う
も
な
ら
ぬ
や
う
な
遊
﹂
が
し
た
い
と
い
う

欲
望
か
ら
発
し
な
が
ら
︑
結
局
は
金
力
で
お
才
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
指
摘

し
︑
﹁
彼
の
欲
望
は
内
在
的
な
矛
盾
・
不
可
能
性
を
抱
え
込
ん
で
い
る
﹂
と

指
摘
す
る
︵
管
聡
子
﹁
非
在
な
る
も
の
へ
の
欲
望
︱
紅
葉
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

構
図
﹂
﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
一
九
九
七
・
一
〇
︶
︒
本
論
で
は
︑
余
五
郎
と
い

う
個
人
の
欲
望
の
あ
り
方
と
い
う
よ
り
は
︑
金
そ
の
も
の
の
持
つ
問
題
を

﹃
三
人
妻
﹄
は
提
起
し
て
い
る
と
考
え
た
︒

︵

︶
﹃
三
人
妻
﹄
よ
り
﹃
新
撰
東
京
名
所
図
会
﹄
の
方
が
後
で
あ
る
か
ら
︑
共

10

通
の
典
拠
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
管
見
の
限
り
で
は
見
つ
け
ら
れ
て

い
な
い
︒
ま
た
︑
紅
葉
館
に
つ
い
て
は
︑
池
野
藤
兵
衛
﹃
料
亭
東
京
芝
・
紅

葉
館
︱
紅
葉
館
を
巡
る
人
々
﹄
︵
砂
書
房
・
一
九
九
四
︶
を
参
照
し
た
︒

︵
さ
か
い
・
ふ
み
え

大
阪
府
立
大
学
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
︶
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