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永
井
荷
風
『
花
瓶
』
論

―
「
花
瓶
」
の
意
義
と
虚
構
の
現
実
化

―

ア
ブ
ラ
ル
・
バ
ス
ィ
ル

一
、「
花
瓶
」
の
象
徴
性
と
本
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ

『
花
瓶
』
は
一
九
一
六
年
一
月
号
と
二
月
号
の
『
三
田
文
学
』
に
発

表
さ
れ
、
後
に
、
一
九
一
八
年
一
月
に
『
支
那
人
』
（
『
文
明
』
）
と

『
う
ぐ
ひ
す
』（
『
文
明
』）
と
と
も
に
、
籾
山
書
店
が
出
版
し
た
『
断

腸
亭
雑
稿
』
の
附
録
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
。
『
花
瓶
』
は
、
荷
風
が
慶

應
義
塾
で
の
教
職
と
と
も
に
、「
三
田
文
学
」
の
編
集
長
も
辞
め
、
私

生
活
に
お
い
て
も
二
人
目
の
妻
で
あ
っ
た
八
重
次
に
離
婚
さ
れ
た
波
乱

万
丈
な
一
時
期
を
終
え
た
時
点
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
本
作

よ
り
わ
ず
か
数
ヶ
月
後
に
、
荷
風
の
大
正
時
代
の
代
表
作
と
さ
れ
て
い

る
『
腕
く
ら
べ
』
が
発
表
さ
れ
は
じ
め
る
。
作
者
荷
風
の
実
生
活
の
様

々
な
出
来
事
に
加
え
て
、
『
腕
く
ら
べ
』
と
の
間
に
見
ら
れ
る
語
り
の

手
法
の
類
似
等
も
あ
っ
て
、
『
花
瓶
』
は
従
来
『
腕
く
ら
べ
』
出
現
の

前
兆
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
研
究
史
に
お
い
て
、
吉
田
精
一

（

）

は
、
『
花
瓶
』
が
発
表
さ
れ
た
時
期
の
荷
風
の
人
生
の
出
来
事
を

1小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
や
人
物
造
形
と
関
連
付
け
、「
花
瓶
の
絵
を
完
成
す

る
と
こ
ろ
は
、
あ
た
か
も
「
腕
く
ら
べ
」
の
出
現
を
示
唆
す
る
」
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
は
じ
め
て
『
腕
く
ら
べ
』
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い

る
。
後
に
、
坂
上
博
一
（

）

は
「
花
瓶
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
「
政
吉

2

夫
婦
の
優
し
い
情
愛
の
象
徴
」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
坂
上
は

ま
た
自
身
の
家
庭
の
不
和
に
よ
る
悩
み
を
政
吉
夫
婦
の
愛
情
の
象
徴
で

あ
る
「
花
瓶
」
の
絵
の
創
作
に
よ
っ
て
慰
め
て
い
く
燕
雨
の
態
度
か
ら

「
結
婚
生
活
の
破
壊
を
代
償
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
購
い
え
ら
れ
た
」、

「
芸
術
の
勝
利
」
を
読
み
取
る
。
坂
上
は
、
「
花
瓶
」
の
絵
の
完
成
が

『
腕
く
ら
べ
』
の
前
兆
で
あ
る
と
い
う
吉
田
の
認
識
に
賛
同
し
な
が
ら
、

燕
雨
の
右
の
よ
う
な
有
様
に
荷
風
の
芸
術
家
と
し
て
の
主
張
を
見
出
し

て
い
く
。

な
お
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
、
佐
藤
麻
衣
（

）

は
『
花
瓶
』
を

3

『
腕
く
ら
べ
』
の
習
作
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、「
一
つ
の
独
立
し
た

芸
術
家
小
説
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
佐

藤
は
燕
雨
の
画
歴
を
詳
し
く
分
析
し
て
見
せ
る
が
、
吉
田
や
坂
上
と
同

様
に
「
恋
の
形
見
の
花
瓶
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
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で
い
る
。
佐
藤
は
ま
た
、
燕
雨
の
画
歴
と
美
術
史
を
荷
風
の
作
家
活
動

と
対
照
し
な
が
ら
本
作
に
含
ま
れ
て
い
る
荷
風
の
芸
術
に
対
す
る
批
評

的
な
姿
勢
を
評
価
し
て
い
る
。
中
野
真
理
（

）

は
本
作
に
描
か
れ
て
い

4

る
物
語
を
他
の
荷
風
作
品
に
も
度
々
描
か
れ
て
い
る
「
芸
術
的
空
間
の

中
に
自
身
の
生
き
る
場
所
を
見
出
」
し
て
い
る
男
た
ち
の
物
語
と
見
做

し
、
そ
れ
を
荷
風
本
人
の
生
き
様
と
一
致
さ
せ
て
い
る
。
中
野
は
ま
た
、

「
花
瓶
」
の
絵
が
、
そ
の
物
語
の
基
調
と
な
る
「
悲
哀
の
感
情
を
視
覚

化
し
た
」
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
表
現
こ
そ
違
っ
て
い
て
も
、
「
花

瓶
」
を
〈
政
吉
夫
婦
の
愛
の
形
見
〉
と
み
な
し
て
い
る
点
で
各
論
の
認

識
は
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
燕
雨
が
「
花
瓶
」

の
絵
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
〈
成
功
〉
し
て

い
る
の
だ
（
坂
上
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
「
花
瓶
」
の
絵
の
完
成
は
燕

雨
に
取
っ
て
、
ひ
い
て
は
荷
風
に
取
っ
て
の
「
勝
利
」
な
の
だ
）
と
い

う
解
釈
も
各
論
の
共
通
認
識
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て

こ
の
よ
う
な
認
識
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ひ
と
ま
ず
作
品

の
本
文
か
ら
、「
花
瓶
」
は
政
吉
夫
婦
の
「
恋
の
形
見
」
と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
る
箇
所
を
引
い
て
見
よ
う
。

日
頃
の
悲
し
い
淋
し
い
感
情
を
慰
め
る
に
は
、
政
吉
と
お
房
と
の

暖
か
い
恋
の
形
見
な
る
こ
の
花
瓶
の
図
の
制
作
に
身
魂
を
傾
注
す

る
の
が
一
番
意
味
も
あ
り
又
一
番
適
當
し
た
事
で
あ
ら
う
（
略
）

花
瓶
の
下
図
を
見
る
と
共
に
燕
雨
は
忽
ち
旅
の
こ
と
も
忘
れ
て
し

ま
つ
て
独
り
ぢ
つ
と
思
ひ
を
此
の
事
に
移
し
た
。

し
か
し
、
唯
一
「
花
瓶
」
を
「
恋
の
形
見
」
と
評
価
す
る
こ
の
箇
所

の
記
述
で
は
、
燕
雨
に
内
的
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
語
り
が
、
「
花
瓶
」

の
由
来
を
政
吉
に
聞
か
さ
れ
て
受
け
た
印
象
を
燕
雨
の
言
葉
と
し
て
述

べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
政
吉
夫
婦
の
愛
の
形
見

で
あ
る
花
瓶
〉、
と
い
う
捉
え
方
は
、
燕
雨
の
（
ひ
い
て
は
政
吉
の
）

考
え
方
を
重
視
し
た
解
釈
で
あ
る
と
言
え
る
。

あ
え
て
「
花
瓶
」
を
政
吉
と
お
房
の
愛
情
の
象
徴
と
す
る
解
釈
を
問

題
視
す
る
理
由
は
、
特
に
物
語
の
前
半
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
お

房
の
困
惑
し
た
内
面
の
描
写
に
関
わ
る
記
述
に
あ
る
。
お
房
は
な
ぜ

「
花
瓶
」
の
面
影
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
か
。
も
し
「
花
瓶
」
が
、
お

房
と
政
吉
の
「
恋
の
形
見
」
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
夫
に
そ

の
こ
と
を
言
わ
れ
る
度
に
「
泣
き
た
い
や
う
な
消
え
も
入
り
た
い
や
う

な
心
持
が
し
て
全
く
何
と
云
つ
て
い
ゝ
か
返
事
に
窮
し
て
し
ま
ふ
」
お

房
の
態
度
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
勿
論
義
理
の
母
と
夫
婦
の
不
仲
は
お

房
の
悩
み
に
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
「
花
瓶
」
と
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
物
語
の
現
在
に
お
い

て
政
吉
夫
婦
に
と
っ
て
「
花
瓶
」
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
改
め
て
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
を
分

析
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
業
で
カ
ギ
と
な
る
も
の
は
、

小
説
の
前
半
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
政
吉
と
お
房
の
過
去
の
経
歴
で

あ
る
。
「
花
瓶
」
は
、
二
人
の
経
歴
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
再
整
理
で
き

る
道
し
る
べ
で
あ
り
、
政
吉
と
お
房
の
内
面
を
窺
わ
せ
る
機
能
も
あ
る
。

一
方
で
、
政
吉
夫
婦
の
過
去
の
物
語
と
現
在
の
境
遇
の
実
状
は
、
燕
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雨
の
現
状
の
理
解
に
も
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
『
花
瓶
』
の
後
半
に

お
い
て
、
家
庭
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
反
面
、
数
年
来
自
分
が
満
足
で

き
る
よ
う
な
作
品
も
描
け
て
い
な
い
燕
雨
が
「
花
瓶
」
の
絵
の
創
作
に

取
り
掛
か
っ
て
い
く
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
燕
雨
は
己
の
家
庭
と

の
比
較
対
照
で
、
政
吉
夫
婦
の
生
活
を
「
平
和
幸
福
」
な
も
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
で
、
燕
雨
は
二
人
の
「
恋

の
形
見
」
で
あ
る
「
花
瓶
」
の
絵
の
創
作
を
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
も
、

燕
雨
は
出
来
上
が
っ
た
絵
を
自
身
の
「
一
世
一
代
の
傑
作
」
と
評
価
し
、

芸
術
創
作
の
枯
渇
期
か
ら
の
脱
出
に
〈
成
功
〉
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
燕
雨
の
こ
の
よ
う
な
〈
成
功
〉
論
を
客
観
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
本
論
で
試
み
る
政
吉
家
の
事
情
を
見
直
す
こ
と
は
、
む
し
ろ
家

庭
の
不
和
を
梃
に
し
て
、
長
年
煩
っ
て
き
た
芸
術
活
動
の
低
迷
か
ら
脱

却
し
よ
う
と
す
る
燕
雨
の
内
心
を
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
『
花
瓶
』
は
主
に
そ
の
男
主
人
公
た
ち
で

あ
る
政
吉
と
燕
雨
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
、
二
人
の
人
物
造
形
に
荷
風

の
分
身
と
し
て
の
要
素
が
注
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
お

房
の
煩
悶
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
の
複
雑
な
プ
ロ
ッ

ト
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
政
吉
と
お
房
の
関
係

と
、
燕
雨
の
心
理
の
動
き
を
捉
え
直
す
新
た
な
手
掛
か
り
も
見
え
て
来

る
。
次
節
で
は
ま
ず
お
房
と
政
吉
の
過
去
の
物
語
の
欠
片
を
時
間
軸
に

沿
っ
て
再
編
し
て
み
る
。

二
、『
花
瓶
』
の
時
間
と
お
房
の
「
仕
合
せ
」

『
花
瓶
』
で
は
、
小
説
の
早
い
段
階
で
語
り
手
に
よ
っ
て
「
花
瓶
」

の
由
来
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
前
に
留
意
す
べ
き
点
は
前
述
し
た
、
お

房
が
政
吉
に
「
花
瓶
」
の
こ
と
を
言
わ
れ
る
度
に
困
惑
し
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
お
房
は
こ
の
よ
う
に
「
花
瓶
」
の
面
影
に
悩

ま
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
い
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
以
下
に

「
花
瓶
」
の
由
来
と
彼
女
と
政
吉
の
過
去
を
確
認
し
て
お
く
。

十
年
前
、
政
吉
は
「
小
房
を
ば
代
地
の
妾
宅
へ
囲
つ
た
時
、
二
人
連

れ
で
手
廻
り
の
道
具
を
買
ひ
」
に
行
っ
た
時
、
「
万
事
傷
心
在
目
前
。

一
身
憔
悴
對
花
眠
」
と
い
う
詩
が
刻
ま
れ
た
「
花
瓶
」
が
気
に
入
り
、

そ
れ
を
買
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
「
三
年
ほ
ど
し
て
」
、「
政
吉
の
父

が
急
病
で
世
を
去
」
っ
た
後
「
或
日
久
振
で
妾
宅
へ
遊
び
に
来
た
政
吉

が
そ
れ
な
り
そ
の
日
の
夕
方
か
ら
発
熱
し
て
寝
つ
い
て
し
ま
」
う
。

「
政
吉
の
病
中
全
一
月
ば
か
り
の
間
お
房
は
夜
の
目
も
眠
ら
ぬ
介
抱
其

の
他
萬
事
の
立
働
き
」
を
見
せ
た
の
で
、
「
そ
れ
を
ば
政
吉
の
母
親
が

人
傳
に
聞
傳
へ
て
、
そ
れ
程
實
意
の
あ
る
女
な
ら
ば
と
、
こ
ゝ
に
目
出

度
い
話
の
糸
口
が
開
け
、
い
よ
〳
〵
政
吉
が
床
上
げ
す
る
日
に
、
お
房

は
妾
宅
を
た
ゝ
ん
で
其
儘
政
吉
の
本
宅
へ
お
伴
を
す
る
と
い
ふ
事
に

な
」
る
。
そ
の
後
、
二
人
に
と
っ
て
「
尊
い
宝
と
な
つ
て
」
い
る
「
花

瓶
」
は
「
政
吉
が
家
の
土
蔵
の
中
へ
し
ま
ひ
込
ま
れ
た
」
が
「
一
夜
盗

賊
が
土
蔵
へ
忍
び
込
ん
で
」
、「
か
の
花
瓶
も
共
に
紛
失
し
て
し
ま
」
う
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
章
で
は
早
い
テ
ン
ポ
で
過
去
の
出
来
事
が
語
ら
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れ
て
い
く
。
し
か
し
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
当
時
の
二
人
の
す

べ
て
で
は
な
い
。
政
吉
と
お
房
と
の
結
婚
の
前
後
に
起
き
て
い
た
こ
と

を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
次
の
第
三
章
の
本
文
も
視
野
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

母
親
は
政
吉
が
父
の
亡
く
な
つ
た
後
（
略
）
職
業
を
捨
て
何
に
も

せ
ず
に
ぶ
ら
〳
〵
遊
ん
で
暮
す
其
の
非
を
責
め
た
。
そ
れ
の
み
な

ら
ず
母
は
又
政
吉
に
向
つ
て
、
藝
者
を
し
た
お
房
を
ば
私
一
図
の

量
見
で
、
堅
い
お
父
さ
ん
の
な
く
な
つ
た
後
、
こ
の
家
へ
入
れ
る

や
う
に
し
た
の
は
、
つ
ま
り
政
吉
の
心
を
察
し
て
や
つ
た
親
の
情

で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
も
知
ら
ぬ
顔
に
母
へ
は
一
言
の
断
り
も
な

く
、
大
事
な
立
身
の
道
を
捨
て
ゝ
し
ま
つ
た
事
を
く
ど
〳
〵
と
怨

ん
だ
。（
略
）
そ
れ
以
来
母
と
政
吉
と
の
間
に
は
何
と
も
つ
か
ぬ

隔
て
が
出
来
た
。

第
一
章
と
第
三
章
で
交
錯
し
た
形
で
描
か
れ
て
い
る
政
吉
と
お
房
の

結
婚
前
後
の
出
来
事
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
再
整
理
し
て
み
る
と
、
政
吉

が
お
房
と
結
婚
し
て
か
ら
辞
職
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま

た
、
政
吉
は
働
い
て
い
た
会
社
と
政
府
高
官
の
関
係
に
気
付
い
た
か
ら

辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
事
情
を
知

っ
た
時
点
は
、
彼
が
一
ヶ
月
間
も
病
床
に
つ
い
て
い
た
時
期
と
、
ち
ょ

う
ど
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
む
ろ
ん
、
物
語
は
会
社
の
こ
と

な
ど
何
も
知
ら
な
い
母
親
が
政
吉
の
放
蕩
ぶ
り
か
ら
息
子
の
心
中
を
理

解
し
た
つ
も
り
で
お
房
と
の
結
婚
を
許
し
て
や
る
、
と
い
う
展
開
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
結
婚
後
、
無
言
の
ま
ま
辞
職
し
て
し
ま
う
政
吉
の

態
度
は
母
の
不
満
を
募
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
政
吉
の
結
婚
と
辞
職
の
関
係
は
、

政
吉
だ
け
で
は
な
く
お
房
の
内
面
や
夫
婦
の
関
係
を
読
み
解
く
上
で
も

欠
か
せ
な
い
情
報
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
お
房
も
政
吉
の
母

親
と
同
様
に
実
際
に
政
吉
の
辞
職
の
理
由
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
女
は
政
吉
と
そ
の
母
親
の
不
愉
快

な
関
係
は
む
し
ろ
「
藝
者
を
し
た
自
分
が
ゐ
る
為
」
だ
と
思
い
悩
む
こ

と
さ
え
あ
る
。
お
房
の
こ
の
よ
う
な
思
い
は
す
べ
て
勘
違
い
で
あ
る
と

言
い
切
れ
な
い
。
政
吉
の
母
親
は
息
子
の
辞
職
後
「
女
主
も
同
様
に
裏

の
本
屋
に
住
つ
て
」
、「
政
吉
の
家
の
目
下
の
状
態
は
ま
る
で
妹
婿
の
松

坂
が
後
を
継
い
だ
や
う
な
も
の
で
政
吉
は
嫡
子
で
あ
り
な
が
ら
全
然
あ

て
が
ひ
扶
持
の
厄
介
も
の
と
し
か
思
わ
れ
な
」
く
な
っ
て
い
る
。
し
か

も
、
政
吉
の
母
親
が
「
く
ど
〳
〵
」
と
お
房
の
芸
者
と
し
て
の
経
歴
を

意
識
し
て
息
子
を
責
め
て
い
る
事
実
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
や
は
り

お
房
が
自
分
を
政
吉
に
と
っ
て
の
「
引
け
目
」
で
あ
る
と
考
え
込
ん
で

い
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

お
房
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
政
吉
の
妾
宅
に
い
た
当
時
、「
一
生

の
望
」
が
叶
え
ら
れ
て
、
彼
女
は
幸
せ
だ
っ
た
。
結
婚
後
も
ま
た
「
一

生
の
望
が
叶
つ
て
朝
夕
に
心
を
尽
し
て
良
人
に
事
へ
る
と
い
ふ
外
何
一

ツ
変
わ
つ
た
事
も
な
い
仕
合
な
身
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
お
房
が
夫
の

気
を
引
い
た
「
花
瓶
」
に
刻
ま
れ
て
い
る
漢
詩
の
こ
と
や
政
吉
の
当
時

の
気
持
ち
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
に

お
房
に
と
っ
て
「
花
瓶
」
は
自
身
の
「
仕
合
せ
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
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言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
結
婚
後
、
政
吉
が
出
世
の
道
を
捨

て
、
義
母
と
の
仲
が
悪
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
は
、
元
芸
者
で
あ
る
自

分
の
存
在
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
お
房
は
懸
念
し
て
い

る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
彼
女
に
と
っ
て
の
「
花
瓶
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
変

化
し
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
は
お
房
が
政
吉
の
本
宅

に
移
っ
た
ち
ょ
う
ど
同
じ
年
に
、
「
花
瓶
」
も
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
お
房
は
「
花
瓶
」
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
と
同
時
に
、
不
幸

に
陥
っ
た
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
の
「
仕
合
せ
」
が
陰
り
始
め
た
の

で
あ
る
。

夫
に
「
花
瓶
」
の
こ
と
を
言
わ
れ
る
度
に
困
惑
す
る
お
房
の
振
舞
い

か
ら
、
む
し
ろ
過
ぎ
去
っ
て
い
る
「
仕
合
せ
」
と
、
既
に
無
く
し
て
し

ま
っ
て
い
る
「
花
瓶
」
が
呼
応
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
彼
女
の
内
面
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
中
、
お
房
は
政
吉
の
妾
だ
っ
た
時
か
ら

〈
政
吉
と
住
み
た
い
〉
と
い
っ
た
内
容
の
言
葉
を
度
々
口
に
出
し
て
い

る
。
も
と
も
と
「
花
瓶
」
は
ま
さ
に
そ
の
願
い
が
叶
っ
た
象
徴
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
花
瓶
」
の
絵
に
直
面
し
た
時
に
、
寧
ろ
お
佐

喜
の
家
出
を
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

お
房
に
と
っ
て
「
花
瓶
」
の
意
義
は
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
変
化
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
で
、
お
房
は
義
理
の
母
と
の
不
和
だ
け
で
は
な
く
、
政
吉
と
の

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
も
そ
の
将
来
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
「
お
房
は
さ
う
云
ふ
事
を
話
し
出
し
て
一
言
の
下
に

り
つ

け
ら
れ
た
事
も
度
々
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
政
吉
は
お
房
の

こ
う
し
た
悩
み
に
耳
を
貸
す
こ
と
は
な
い
。
燕
雨
夫
婦
と
は
対
照
的
に

仲
睦
ま
じ
く
見
え
る
二
人
で
あ
る
が
、
実
は
作
品
に
は
政
吉
と
お
房
の

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
二
人
が
墓
参
り
に
行
っ
た
日
に
、
お
房
が
「
外
に
何
も
望
み
は
な

い
」
と
言
っ
て
〈
子
供
が
ほ
し
い
〉
と
持
ち
掛
け
た
相
談
を
政
吉
は
聞

き
流
す
場
面
が
あ
る
。
同
じ
日
の
出
来
事
と
し
て
、
政
吉
が
燕
雨
と
そ

の
妻
の
関
係
に
つ
い
て
持
論
を
解
説
し
た
後
、「
私
と
あ
な
た
は
ど
う

な
ん
で
せ
う
。
違
つ
て
ゐ
る
ん
か
し
ら
。
」
と
不
安
げ
に
こ
ぼ
し
た
お

房
の
言
葉
は
〈
電
車
が
来
た
〉
と
い
う
偶
然
の
出
来
事
で
宙
吊
り
に
な

っ
て
し
ま
う
。
二
人
は
そ
の
後
燕
雨
を
訪
れ
る
が
、
完
成
し
た
「
花

瓶
」
の
絵
を
前
に
し
て
、
ま
た
も
や
通
い
合
わ
な
い
夫
婦
の
内
面
が
示

さ
れ
て
い
る
。
お
房
は
燕
雨
夫
妻
の
関
係
を
「
わ
が
こ
と
の
や
う
に
深

い
吐
息
を
漏
ら
」
し
て
聞
い
て
い
る
も
の
の
、
夫
の
政
吉
は
「
花
瓶
の

作
に
ば
か
り
見
惚
れ
て
」
お
房
の
ふ
る
ま
い
に
無
関
心
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
政
吉
は
お
房
の
悩
み
が
由
来
し
て
い
る
我
が
家
の
事
情
を
「
つ

ま
ら
な
い
家
事
の
紛
々
」
と
一
蹴
し
て
、
自
分
の
優
雅
な
趣
味
の
世
界

に
没
頭
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
到
達
す
る
ま
で
の
政
吉
の

内
面
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

三
、「
花
瓶
」
の
意
義

―
政
吉
の
場
合

政
吉
が
燕
雨
の
描
き
上
げ
た
「
花
瓶
」
の
絵
に
満
足
し
て
い
る
こ
と

は
議
論
を
俟
た
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
自
分
の
探
し
求
め
て
い
た
も
の
を

「
花
瓶
」
の
絵
か
ら
見
出
せ
た
の
だ
と
い
え
る
。
で
は
現
在
の
政
吉
に



- 98 -

と
っ
て
、
「
花
瓶
」
は
ど
う
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
第
一
章

で
は
、
政
吉
が
実
際
に
「
花
瓶
」
を
買
っ
た
理
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

唐
草
模
様
の
間
に
「
万
事
傷
心
在
目
前
。
一
身
憔
悴
對
花
眠
」
と

云
ふ
十
四
字
を
読
み
得
た
の
が
、
其
の
一
刹
那
深
く
政
吉
の
心
を

動
か
し
た
の
で
あ
つ
た
。
政
吉
は
花
瓶
に
染
付
け
た
万
事
傷
心
の

十
四
字
が
宛
ら
小
房
に
対
す
る
す
る
自
分
の
身
の
行
末
を
占
ふ
も

の
ゝ
や
う
な
気
が
し
て
、
何
と
い
ふ
訳
と
も
な
く
一
味
の
哀
愁
に

襲
は
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
と
い
ふ
に
、
政
吉
は
堅
い
家
柄
の
然

も
総
領
に
生
ま
れ
た
身
分
や
何
や
彼
や
を
思
ふ
と
、
い
か
ほ
ど
小

房
が
誠
を
盡
し
て
く
れ
た
に
し
た
処
で
、
其
の
誠
を
受
入
れ
て
末

長
く
女
房
に
し
て
添
ひ
遂
げ
る
と
云
ふ
訳
に
は
行
く
ま
い
。

政
吉
は
お
房
と
一
緒
に
な
れ
な
い
我
が
身
を
思
い
、
そ
の
愛
の
切
な

さ
を
言
語
化
し
た
如
き
詩
を
発
見
し
た
こ
と
で
「
花
瓶
」
を
購
入
す
る

に
至
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
「
花
瓶
」
は
政
吉
に
と
っ
て
、
自
身
の
お

房
に
対
す
る
愛
情
の
象
徴
だ
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
三
年
ほ
ど
し
て
政
吉
は
会
社
の
事
情
に
気
付
き
、
辞
職
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
彼
は
一

ヶ
月
間
も
妾
宅
に
倒
れ
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
政
吉
が
倒
れ
て

い
る
間
に
「
花
瓶
」
は
常
に
彼
の
病
床
の
近
く
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ

の
イ
メ
ー
ジ
が
「
己
れ
の
看
病
に
の
み
面
痩
れ
し
た
お
房
の
姿
と
相
伴

つ
て
、
今
だ
に
折
々
政
吉
の
目
に
浮
か
ん
で
来
る
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
。
た
だ
し
現
在
ま
で
長
引
い
て
い
る
こ
の
「
花
瓶
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

先
ほ
ど
の
政
吉
の
お
房
に
対
す
る
未
練
が
ま
し
い
愛
情
の
象
徴
と
し
て

の
そ
れ
と
は
同
じ
も
の
だ
と
い
え
な
い
。

改
め
て
前
節
に
も
触
れ
た
二
人
の
関
係
を
政
吉
の
側
か
ら
見
る
と
、

そ
も
そ
も
政
吉
は
お
房
と
の
結
婚
は
「
夢
に
も
思
つ
て
居
な
か
つ
た
」

の
で
あ
る
。
当
時
、
政
吉
の
お
房
に
対
す
る
感
情
と
は
先
の
引
用
文
に

あ
る
通
り
、
「
一
味
の
哀
愁
」
を
浴
び
た
悲
恋
の
甘
味
の
よ
う
な
も
の

で
、
彼
は
「
花
瓶
」
も
ま
さ
に
そ
う
し
た
感
情
を
表
現
し
た
も
の
と
し

て
購
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
吉
に
悲
恋
の
情
を
感
受
さ
せ
た
事
情

と
正
反
対
に
、
二
人
が
結
婚
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
花

瓶
」
の
絵
か
ら
、
最
初
に
政
吉
の
目
を
引
い
た
漢
詩
が
欠
落
し
て
い
る

の
に
、
政
吉
は
「
決
し
て
非
の
打
ち
処
は
な
い
」
と
燕
雨
の
作
品
を
絶

賛
し
て
い
る
経
緯
を
見
る
と
、
す
で
に
漢
詩
が
刻
ま
れ
た
「
花
瓶
」、

ひ
い
て
は
自
身
の
未
練
が
ま
し
い
愛
情
な
ど
は
、
彼
の
探
し
求
め
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

政
吉
に
と
っ
て
お
房
と
の
結
婚
、
そ
し
て
会
社
の
事
情
を
め
ぐ
る
そ

の
退
職
と
い
う
展
開
は
一
種
の
取
引
の
よ
う
な
も
の
で
、
「
花
瓶
」
が

そ
の
取
引
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
証
拠
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

取
引
で
は
、
政
吉
が
出
世
の
道
を
捨
て
さ
せ
ら
れ
た
代
り
に
、
尽
力
し

て
く
れ
る
女
と
優
雅
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
ち
ょ
う
ど
会
社
の
事

情
か
ら
病
床
に
あ
っ
た
真
最
中
、
言
い
換
え
れ
ば
、
く
だ
ん
の
取
引
が

成
立
し
つ
つ
あ
る
時
期
に
、
政
吉
の
目
に
焼
き
付
か
れ
た
も
の
は
、
自

分
の
看
病
を
し
て
い
る
お
房
の
愛
情
と
そ
し
て
「
花
瓶
」
で
あ
る
。
改

め
て
詳
細
に
述
べ
る
が
、
政
吉
が
燕
雨
に
聞
か
せ
た
「
花
瓶
」
の
話
が
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燕
雨
に
二
人
の
「
恋
の
形
見
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
た
と
い
え

る
。
つ
ま
り
政
吉
は
「
花
瓶
」
を
お
房
と
の
愛
情
が
実
っ
て
二
人
が
優

雅
に
暮
ら
し
始
め
た
原
点
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
と

推
測
で
き
る
。

政
吉
は
お
房
と
の
暮
ら
し
で
反
俗
と
も
い
え
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。

夫
婦
の
住
む
家
は
「
朱
泥
の
急
須
」
、
「
法
帖
画
帖
」
、
「
筆
筒
墨
池
筆

洗
」
等
、
主
の
趣
味
を
見
せ
る
も
の
に
溢
れ
か
え
っ
て
、
政
吉
本
人
も

常
に
絵
画
の
鑑
賞
や
習
字
、
文
芸
談
等
々
に
ふ
け
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
第
四
章
に
あ
る
燕
雨
と
の
会
話
の
所
々
に

古
い
も
の
を
懐
か
し
く
思
う
反
面
、「
今
の
人
」
や
「
今
日
」
の
世
の

中
を
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
す
る
政
吉
の
発
言
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

妹
夫
婦
の
悪
口
を
述
べ
て
い
る
際
に
、
彼
ら
は
「
あ
ゝ
云
ふ
風
で
な
く

つ
ち
や
立
身
出
世
は
で
き
ん
」
と
皮
肉
な
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。
更
に
政
吉
は
、
現
在
の
お
房
と
の
三
十
代
か
ら
の
隠

居
同
様
の
暮
ら
し
に
自
分
の
幸
福
ま
で
も
見
出
し
て
い
る
。

（
政
吉
が
）
椎
の
木
立
深
い
崖
の
上
の
離
座
敷
に
お
房
と
二
人
閑

静
に
暮
ら
し
て
ゐ
る
の
を
無
上
の
幸
福
と
信
じ
て
ゐ
る
の
で
、
つ

ま
ら
な
い
家
事
の
紛
々
を
根
に
持
つ
て
番
町
の
夫
婦
を
嫌
う
の
で

は
決
し
て
な
い
。
唯
二
人
が
夫
婦
揃
ひ
も
揃
つ
て
如
何
に
も
当
世

風
な
意
気
揚
々
と
し
た
姿
を
目
に
見
る
と
、
或
時
は
丁
度
壮
士
芝

居
の
舞
台
に
出
て
来
る
新
郎
新
婦
そ
の
ま
ゝ
の
様
子
に
、
折
角
世

間
を
離
れ
て
心
静
に
暮
し
て
ゐ
る
こ
の
隠
家
の
幽
雅
な
気
味
が
、

其
為
に
滅
茶
々
々
に
搔
乱
さ
れ
て
し
ま
ふ
や
う
に
思
わ
れ
て
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
政
吉
が
「
信
じ
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
幸
福
」
は
、
額
面
通
り

に
は
受
け
取
れ
な
い
。
右
の
引
用
文
に
お
い
て
、
政
吉
は
妹
夫
婦
を
軽

蔑
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
会
社
の
特
別
な
事
情
で
辞
職
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
ま
で
、
実
は
政
吉
本
人
が
「
如
何
に
も
当
世
風
」
な
人
間

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
房
と
の
結
婚
で
さ
え
政
吉
自

身
が
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
て
、
「
気
の
弱
い
処
が
あ
つ
て
は
た
か
ら

其
程
ま
で
に
云
つ
て
呉
れ
る
も
の
を
無
気
に
言
退
け
る
勇
気
も
な
」
か

っ
た
か
ら
実
現
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
自
ら
立

身
出
世
の
道
を
捨
て
隠
居
同
様
な
生
活
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
決
し
て
な

く
、
今
の
「
幸
福
」
な
暮
ら
し
も
一
連
の
出
来
事
の
結
果
と
し
て
得
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

政
吉
は
自
分
の
歩
ん
で
い
た
道
が
閉
ざ
さ
れ
、
エ
リ
ー
ト
と
し
て
出

世
す
る
将
来
が
奪
わ
れ
た
と
き
に
、
己
の
不
幸
を
嘆
く
こ
と
は
な
い
。

む
し
ろ
、
自
身
の
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
否
定
し
、
軽
蔑
す
る
こ
と
で

理
不
尽
な
運
命
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
政
吉
が
い
ま
だ
に
思
い
う
か
べ
る
「
花
瓶
」
と
は
、
立
身

出
世
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
己
の
人
生
を
、
面
痩
れ
す
る
ほ
ど
心

を
つ
く
し
て
く
れ
る
女
と
過
ご
せ
る
「
無
上
の
幸
福
」
と
し
て
意
味
づ

け
直
す
上
で
欠
か
せ
な
い
根
拠
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

な
お
、
『
花
瓶
』
で
は
政
吉
の
右
の
よ
う
な
生
き
方
は
燕
雨
と
の
関

係
に
お
い
て
強
調
さ
れ
、
前
景
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も

物
語
で
は
、
燕
雨
が
自
分
の
家
庭
の
こ
と
以
外
に
政
吉
家
の
状
況
を
語
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る
箇
所
も
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
政
吉
家
に
つ
い
て
の
情
報
を
分
析
す

る
際
に
燕
雨
自
身
の
主
観
に
よ
る
記
述
の
背
景
を
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
半
面
、
彼
の
そ
う
し
た
発
言
を
相
対
化
す
る
手
掛
か
り
も
探
す
べ
き

で
あ
る
。
次
節
で
は
ま
ず
燕
雨
の
人
物
造
形
に
注
目
し
、
彼
の
〈
物

語
〉
に
光
を
当
て
る
。

四
、
自
己
劇
化
の
精
神

―
燕
雨
の
葛
藤
と
選
択

『
花
瓶
』
の
後
半
で
は
物
語
の
焦
点
は
燕
雨
の
側
に
移
行
し
、
彼
の

画
家
と
し
て
の
履
歴
と
と
も
に
、
燕
雨
家
の
不
和
に
つ
い
て
も
語
ら
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
燕
雨
夫
妻
の
不
仲
は
す
で
に
燕
雨
が
政
吉
の
家

を
訪
れ
る
場
面
か
ら
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。

其
の
後
姿
を
見
る
氣
も
な
く
見
送
る
と
、
燕
雨
は
我
に
も
あ
ら
ず

己
が
家
の
住
憂
い
事
と
政
吉
の
家
の
平
和
幸
福
な
事
と
を
思
比
べ
、

女
一
人
の
爲
に
か
う
ま
で
家
の
様
子
が
違
ふ
も
の
か
と
不
思
議
に

も
な
る
の
で
あ
つ
た
。

政
吉
の
家
庭
が
必
ず
し
も
そ
う
し
た
平
和
幸
福
を
体
現
し
て
い
な
い

こ
と
は
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ
り
、
こ
の
認
識
は
燕
雨
の
主

観
に
過
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
燕
雨
は
家
庭
の
問
題
の
外
、

芸
術
上
の
問
題
も
抱
え
て
い
る
。
次
の
本
文
引
用
は
燕
雨
の
芸
術
創
作

の
悩
み
が
語
ら
れ
る
箇
所
だ
が
、
そ
の
直
前
に
彼
の
心
境
に
つ
い
て
も

言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

酒
が
に
が
い
。
世
の
中
が
面
白
く
な
い
。
女
房
が
気
に
入
ら
ぬ
。

燕
雨
は
近
頃
の
さ
め
果
て
た
心
か
ら
つ
い
昨
日
ま
で
の
旧
作
を
見

る
と
、
何
と
も
云
へ
な
い
衒
気
満
々
た
る
厭
味
を
覚
え
出
来
る
事

な
ら
他
人
に
買
取
ら
れ
た
も
の
ま
で
皆
一
束
に
し
て
焼
捨
て
て
し

ま
ひ
た
い
と
思
ひ
な
が
ら
、
さ
り
と
て
今
の
と
こ
ろ
自
分
の
心
に

叶
ふ
や
う
な
画
風
を
発
見
す
る
事
も
出
来
得
ず
に
居
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
特
記
し
た
い
こ
と
は
、
燕
雨
が
い
か
に
家
庭
の
問
題
を
自
ら

の
芸
術
活
動
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
燕

雨
に
と
っ
て
、
お
佐
喜
と
の
間
に
別
れ
話
が
出
る
度
に
「
別
離
の
悲
劇

は
直
に
わ
が
藝
術
の
一
大
進
歩
の
や
う
」
に
思
わ
れ
る
な
ど
と
さ
れ
て

い
る
記
述
も
同
じ
心
理
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
燕
雨
の
言
葉

か
ら
、
あ
た
か
も
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
境
遇
を
劇
化
し
て
い
る
彼
の

態
度
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
燕
雨
が
「
花
瓶
」
の

絵
の
制
作
を
決
め
る
過
程
に
お
い
て
、
同
じ
プ
ロ
セ
ス
が
露
骨
に
表
面

化
し
て
い
る
の
で
、
右
の
よ
う
な
燕
雨
の
態
度
も
よ
り
は
っ
き
り
窺
え

る
。政

吉
の
家
か
ら
帰
っ
た
燕
雨
は
、
自
分
の
不
始
末
の
噂
話
を
新
聞
記

事
で
読
ん
だ
妻
の
お
佐
喜
に
叱
ら
れ
る
。
お
佐
喜
と
口
喧
嘩
を
し
た
そ

の
翌
日
に
、
燕
雨
は
「
女
房
よ
り
も
家
よ
り
も
画
工
に
は
絵
が
一
番
大

事
な
の
だ
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
、
旅
行
に
出
よ
う
と
そ
の
準
備

に
か
か
る
。
旅
に
必
要
な
も
の
を
集
め
る
と
、
突
然
箪
笥
の
引
き
出
し

に
あ
っ
た
「
花
瓶
」
の
下
絵
が
目
に
入
る
。
こ
こ
で
途
端
に
状
況
が
変

わ
り
、
「
家
の
事
や
女
房
の
事
な
ぞ
に
気
を
く
さ
ら
す
の
は
美
術
家
と

し
て
大
い
に
間
違
つ
て
」
い
る
と
考
え
て
い
た
燕
雨
が
、
「
花
瓶
」
の

下
絵
の
出
現
に
よ
り
、
家
庭
の
問
題
を
創
作
の
動
機
と
し
て
利
用
し
て
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す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。

燕
雨
は
実
物
の
花
瓶
を
見
た
事
は
な
い
。
唯
其
の
深
い
来
歴
を
聞

い
た
ま
で
の
事
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
情
愛
の
深
い
優
し
い
心
持

が
し
た
（
略
―
燕
雨
が
）
日
頃
の
悲
し
い
淋
し
い
感
情
を
慰
め
る

に
は
、
政
吉
と
お
房
と
の
暖
か
い
恋
の
形
見
な
る
こ
の
花
瓶
の
図

の
制
作
に
身
魂
を
傾
注
す
る
の
が
一
番
意
味
も
あ
り
又
一
番
適
当

し
た
事
で
あ
ら
う
。

両
家
庭
の
比
較
対
象
を
行
っ
た
上
で
、
主
観
的
に
見
出
し
た
政
吉
夫

婦
の
恋
に
よ
っ
て
、
自
身
の
淋
し
い
心
持
を
慰
め
る
こ
と
を
「
一
番
意

味
も
あ
り
又
一
番
適
當
し
た
事
」
だ
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
、
自
分
の

境
遇
を
ド
ラ
マ
化
し
て
い
る
燕
雨
の
精
神
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
ま
た
、

燕
雨
自
身
が
己
の
心
の
動
き
と
そ
の
結
果
と
し
て
出
来
上
が
る
「
花

瓶
」
の
絵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
箇
所
も
要
注
意
で
あ
る
。

こ
の
絵
な
ぞ
も
、
ま
ア
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
自
分
だ
け
満
足
す
る

や
う
に
描
け
た
の
も
、
全
く
家
庭
の
不
和
だ
つ
た
お
か
げ
で
す
か

ら
な
。（
略
）
私
は
ど
う
か
し
て
こ
の
淋
し
い
心
持
を
、
こ
の
花

瓶
の
制
作
に
よ
つ
て
慰
め
や
う
と
思
立
つ
た
の
で
す
。

燕
雨
は
政
吉
に
向
っ
て
自
分
が
描
い
た
「
花
瓶
」
の
絵
を
「
一
世
一

代
傑
作
」
と
し
て
評
価
す
る
記
述
も
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
燕
雨

の
こ
の
発
言
の
も
と
で
「
花
瓶
」
の
創
作
は
成
功
し
た
の
だ
と
い
う
従

来
の
研
究
の
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
画
の
知

識
に
た
け
て
い
る
政
吉
の
評
価
も
あ
る
か
ら
、「
花
瓶
」
の
絵
を
失
敗

作
と
す
る
だ
け
の
情
報
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
数
年
間
満
足
で
き

る
絵
が
描
け
な
か
っ
た
上
に
、
自
身
の
旧
作
さ
え
罵
っ
て
い
る
燕
雨
は

な
ぜ
「
花
瓶
」
の
絵
を
「
一
世
一
代
の
傑
作
」
と
評
価
で
き
る
の
か
。

こ
の
評
価
は
自
身
の
境
遇
を
ド
ラ
マ
化
し
て
き
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

燕
雨
は
「
花
瓶
」
を
政
吉
夫
婦
の
「
暖
か
い
恋
の
形
見
」
と
し
て
捉

え
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
花
瓶
」
の
創
作
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。
し
か

し
本
論
の
第
二
節
と
第
三
節
で
論
じ
た
と
お
り
、
こ
う
し
た
捉
え
方
は

政
吉
夫
婦
の
認
識
と
大
き
く
異
な
る
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

燕
雨
は
「
実
物
の
花
瓶
を
見
た
事
は
な
い
」
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
「
花

瓶
」
と
は
実
態
の
な
い
観
念
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。「
花
瓶
」
の
絵

か
ら
漢
詩
が
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
政
吉
は
実
物
の
「
花

瓶
」
よ
り
も
、
自
分
の
求
め
て
い
る
「
花
瓶
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
燕
雨
に

語
り
聞
か
せ
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
政
吉
の
思
い
描
く
「
花

瓶
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
さ
ら
に
「
己
が
家
の
住
憂
ひ
事
」
を
「
政
吉
の
家

の
平
和
幸
福
」
と
対
照
的
に
捉
え
る
燕
雨
自
身
の
思
い
込
み
に
よ
る
枠

組
み
に
は
ま
り
、
自
分
の
悩
み
を
慰
め
て
く
れ
る
「
花
瓶
」
の
絵
が
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

燕
雨
は
も
と
も
と
「
自
分
だ
け
で
見
て
い
つ
ま
で
も
見
飽
き
の
し
な

い
や
う
な
も
の
」
を
探
し
求
め
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
花
瓶
」
の
絵
の
制
作
に
お
い
て
、
燕
雨
の

実
生
活
の
問
題
と
芸
術
創
作
の
悩
み
が
溶
け
込
む
形
と
な
り
、
絵
が
完

成
す
る
前
か
ら
、
「
一
番
意
味
も
あ
り
又
一
番
適
当
し
た
事
」
だ
と
本

人
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
燕
雨
は
事
前
に
「
花
瓶
」
の
制
作
に
納
得
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で
き
る
よ
う
な
内
面
の
枠
組
み
を
獲
得
し
て
い
る
。

「
花
瓶
」
の
創
作
に
取
り
掛
か
る
燕
雨
の
心
持
は
彼
自
身
に
内
的
焦

点
化
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

胸
に
潜
ん
だ
人
情
は
不
幸
に
し
て
性
質
の
合
わ
な
い
妻
の
身
に
灑

ぐ
事
が
出
来
な
い
、
其
代
り
そ
れ
は
他
に
轉
じ
て
親
し
い
友
達
夫

婦
の
身
の
上
と
そ
の
人
達
か
ら
頼
ま
れ
た
制
作
の
上
に
灑
ぎ
込
ま

れ
る
の
だ
。

さ
ら
に
政
吉
に
対
す
る
、「
私
は
ど
う
か
し
て
こ
の
淋
し
い
心
持
を
、

こ
の
花
瓶
の
制
作
に
よ
つ
て
慰
め
や
う
と
思
立
つ
た
の
で
す
」
と
い
う

発
言
か
ら
も
彼
の
内
心
を
の
ぞ
き
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
燕
雨
は
己
の

境
遇
の
不
幸
か
ら
芸
術
上
の
躍
進
を
は
か
る
と
い
う
心
理
を
見
せ
、
自

己
劇
化
の
末
「
花
瓶
」
に
家
庭
の
問
題
で
悩
ま
さ
れ
て
い
る
自
分
の
淋

し
い
心
持
を
慰
め
て
く
れ
る
よ
う
な
意
義
を
持
た
せ
て
い
る
。
一
方
、

燕
雨
が
お
佐
喜
の
家
出
に
つ
い
て
「
打
捨
て
置
け
ば
そ
の
う
ち
帰
る
だ

ら
う
」
と
の
ん
き
に
言
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
彼
が
現
実
の
劇
化
に

よ
っ
て
自
分
の
中
の
虚
構
を
現
実
化
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
己
の
行

為
を
正
当
化
す
る
認
識
も
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五
、
燕
雨
と
政
吉

―
「
画
中
の
景
」
に
発
見
さ
れ
る
「
幸
福
」

本
稿
の
冒
頭
部
に
引
用
し
た
論
文
に
お
い
て
、
吉
田
精
一
は
政
吉
と

燕
雨
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
「
自
己
の
性
格
を
二
分
化
し
て
、
一
は
趣

味
に
生
き
る
若
隠
居
の
、
無
職
同
然
の
政
吉
に
、
一
は
芸
術
家
肌
の
放

逸
な
画
家
燕
雨
と
し
て
い
る
」
作
者
荷
風
の
思
惑
を
指
摘
し
て
い
る
。

作
中
、
政
吉
の
世
捨
て
人
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
や
高
尚
な
趣
味
等
は
荷

風
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
政
吉
の
妹

夫
婦
に
対
す
る
皮
肉
な
言
葉
、
あ
る
い
は
燕
雨
と
の
会
話
に
見
ら
れ
る

文
言
に
も
典
型
的
な
荷
風
の
批
評
（

）

の
仕
方
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と

5

い
え
る
。
他
方
、
燕
雨
の
家
庭
の
問
題
や
創
作
上
の
行
き
詰
ま
り
は
、

当
時
の
荷
風
を
思
わ
せ
る
面
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
吉
田
に
限
ら

ず
、
荷
風
の
分
身
と
し
て
の
二
人
の
位
置
づ
け
は
従
来
『
花
瓶
』
の
読

解
の
中
軸
を
な
し
て
い
る
（

）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
決
し

6

て
政
吉
と
燕
雨
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
充
分
に
分
析
し
た
も
の
で
は

な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
政
吉
と
燕
雨
の
特
別
な
関
係
で
あ
る
。

ま
ず
燕
雨
の
方
か
ら
こ
の
関
係
を
見
て
お
こ
う
。
物
語
の
後
半
部
に
お

い
て
燕
雨
の
性
格
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

一
体
燕
雨
は
何
事
に
よ
ら
ず
人
の
性
行
を
批
評
し
た
り
干
渉
し
た

り
意
見
し
た
り
す
る
事
が
大
嫌
ひ
で
あ
る
。（
略
）
友
人
に
対
し

て
も
互
に
意
気
相
投
ず
れ
ば
喜
ん
で
語
る
。
若
し
意
気
相
合
は
ざ

れ
ば
黙
し
て
去
る
と
云
ふ
風
で
、
決
し
て
人
と
争
つ
た
事
が
な
い
。

争
ふ
必
要
が
更
に
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
燕
雨
は
、
政
吉
の
「
沈
着

篤
実
な
人
品
」
を
認
め
、
彼
と
「
骨
肉
兄
弟
に
も
優
つ
て
更
に
深
」
い

関
係
を
維
持
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
二
人
の
関
係
の
背
景
に
第
三
章
に
説

明
さ
れ
る
、
政
吉
夫
婦
か
ら
受
け
た
恩
恵
に
対
す
る
燕
雨
の
感
謝
の
気
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持
ち
も
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
こ
こ
に
も
燕
雨
の
現
実
の
虚

構
化
と
も
い
え
る
性
質
が
現
れ
て
い
る
。
燕
雨
は
「
政
吉
の
家
を
ば
全

く
口
に
出
し
て
云
ふ
通
り
世
に
も
な
つ
か
し
く
麗
し
い
処
」
と
考
え
、

「
金
で
買
へ
な
い
宝
」
で
あ
り
「
何
か
ら
何
ま
で
全
く
画
中
の
景
」
で

あ
る
と
、
そ
の
優
雅
な
雰
囲
気
を
称
賛
し
て
い
る
。
燕
雨
の
羨
望
の
目

は
政
吉
の
家
の
物
理
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
（
少
な

く
と
も
燕
雨
は
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
）
夫
婦
の
「
平
和
幸
福
」
な
暮

ら
し
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
吉
家
の
有
様
は
燕
雨
の

思
い
込
み
だ
と
言
え
、
彼
に
自
身
の
「
不
幸
」
を
相
対
化
さ
せ
る
手
段

を
与
え
、
結
果
的
に
「
花
瓶
」
の
絵
の
創
作
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。
絵
の
背
景
を
説
明
す
る
燕
雨
の
話
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ

れ
は
あ
た
か
も
「
画
中
の
景
」
が
実
際
に
画
と
し
て
結
晶
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
燕
雨
は
「
身
の
仕
合
せ
」
と
言
っ

て
い
る
政
吉
と
の
交
際
は
、
結
果
と
し
て
彼
に
探
し
求
め
て
い
た
心
の

慰
め
と
も
な
る
「
画
中
の
景
」
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
政
吉
は
燕
雨
の
「
清
貧
に
案
じ
気
骨
稜
々
と
し
て
毫
も
時
流

に
阿
る
処
の
な
い
の
を
ば
世
に
稀
な
る
も
の
と
し
て
尊
ん
で
い
る
」
と

あ
る
が
、
政
吉
に
と
っ
て
も
燕
雨
の
存
在
は
こ
れ
以
上
に
あ
り
が
た
い

も
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
お
房
と
の
優
雅
な
暮
ら
し
か
ら
「
無
上

の
幸
福
」
を
感
受
し
て
い
る
政
吉
に
と
っ
て
、
燕
雨
の
目
線
、
つ
ま
り

政
吉
夫
婦
の
「
平
和
幸
福
」
を
羨
ま
し
く
思
い
描
い
て
い
る
燕
雨
の
思

い
込
み
は
、
己
の
選
択
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
補
助
線
の
よ
う
な
も
の

で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
燕
雨
と
の
交
際
で
、
政
吉
は
立
身
の
道
を
捨
て

た
後
に
歩
み
始
め
た
隠
居
め
い
た
暮
ら
し
を
「
画
中
の
景
」
と
し
て
意

味
づ
け
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
物
語
の
結
末
部
分
に
、

政
吉
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
画
中
の
景
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
花

瓶
」
の
絵
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
対
す
る
喜
び
も
う
な
ず
け
る
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
燕
雨
と
政
吉
は
「
互
い
に
相
方
の
人
物
を
欽
慕
し
そ
の

才
識
に
敬
伏
し
合
つ
て
ゐ
る
」
が
、
相
互
の
関
係
の
背
景
に
そ
れ
ぞ
れ

の
願
望
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

に
政
吉
と
燕
雨
の
有
様
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
『
花
瓶
』
は
こ
の

二
人
の
生
き
方
を
肯
定
し
鼓
吹
す
る
だ
け
の
作
品
で
は
な
い
こ
と
を
改

め
て
特
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
房
の
存
在
は
右
の
よ
う
な
男
主

人
公
た
ち
の
生
き
方
を
相
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
花
瓶
」
の
絵
の

前
に
、
燕
雨
は
長
々
と
自
分
の
作
り
上
げ
た
「
傑
作
」
の
〈
物
語
〉
を

述
べ
て
い
る
し
、
政
吉
は
「
花
瓶
」
の
絵
に
見
と
れ
て
、
燕
雨
の
言
っ

て
い
る
こ
と
さ
え
聞
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
お
房
は

た
だ
「
仏
画
で
も
み
る
や
う
に
恭
し
く
お
辞
儀
を
す
る
」
ば
か
り
で
、

お
佐
喜
の
家
出
の
こ
と
を
「
我
が
事
の
や
う
に
」
聞
き
出
し
て
い
る
こ

と
は
、
男
た
ち
の
思
い
描
く
〈
芸
術
的
〉
な
世
界
と
別
の
、
よ
り
現
実

に
近
い
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
提
供
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
お
房

の
心
配
は
、
す
で
に
崩
壊
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
燕
雨
家
の
状
況
だ
け

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
お
房
は
、
我
が
家
に
も
同
じ
よ
う
な
崩
壊
の

兆
し
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
房
の
存
在
は
政
吉
と
燕
雨
の
「
画
中
の
景
」
の
裏
側
を
覗
か
せ
る

効
果
が
あ
る
。
政
吉
は
自
分
の
離
れ
座
敷
に
引
き
こ
も
っ
て
、
優
雅
な
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趣
味
に
日
々
の
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
る
が
、
「
無
上
の
幸
福
」
と
し
て

い
る
そ
の
状
況
が
実
際
に
崩
壊
す
る
こ
と
を
ち
ら
つ
か
せ
て
い
る
お
房

の
悩
み
に
全
く
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。
一
方
燕
雨
は
「
別
離
の
悲

劇
」
を
「
わ
が
藝
術
の
一
大
進
歩
」
と
考
え
、
家
出
し
た
お
佐
喜
の
こ

と
を
放
置
し
、
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
を
待
ち
構
え
て
い
た
か
の
よ
う
に

「
こ
の
調
子
で
二
三
年
描
け
な
か
つ
た
の
を
つ
ゞ
い
て
仕
上
げ
て
し
ま

い
た
い
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
燕
雨
は
自
分
の
心
の
慰
み
を
、
虚
構

の
〈
器
〉
に
過
ぎ
な
い
「
花
瓶
」
の
絵
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
彼
す

な
わ
ち
燕
雨
も
ま
た
、
現
実
よ
り
自
分
が
作
り
上
げ
た
虚
構
の
世
界
を

重
視
し
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

政
吉
と
燕
雨
は
自
分
の
幸
福
や
心
の
慰
め
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
、

最
終
的
に
現
実
に
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
作
り
あ
げ
た
虚
構
性
を
帯

び
た
状
況
に
こ
そ
見
出
し
、
そ
れ
を
後
置
的
に
論
理
づ
け
て
い
る
。

『
花
瓶
』
は
特
に
男
主
人
公
が
ど
の
よ
う
に
幸
福
や
安
堵
を
感
受
し
て

い
る
か
そ
の
過
程
を
描
き
な
が
ら
も
、
己
の
境
遇
を
正
当
化
し
よ
う
と

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
有
様
を
捉
え
て
い
る
作
品
と
し
て
新
た
に
評
価
す
べ

き
で
あ
る
。

注
（

）
吉
田
精
一
『
永
井
荷
風
』（
新
潮
社
、
一
九
七
一
年
）

1
（

）
坂
上
博
一
「『
腕
く
ら
べ
』
へ
の
道
説
」『
永
井
荷
風
論
考
』（
お
う
ふ
う
、
二

2

〇
一
〇
年
）

（

）
佐
藤
麻
衣
「
大
正
期
の
永
井
荷
風
―
「
花
瓶
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
小
女
子
大
学

3大
学
院
日
本
文
学
紀
要
』
第
一
九
集
、
二
〇
〇
八
年
）

（

）
中
野
真
理
「
悲
哀
の
色
―
永
井
荷
風
が
描
く
男
と
女
の
情
景
―
」（『
ア
ジ
ア
文

4化
研
究
』
三
九
、
国
際
基
督
教
大
学
、
二
〇
一
三
年
）

（

）
男
た
ち
の
姿
勢
に
荷
風
の
批
評
性
を
見
出
す
指
摘
は
例
え
ば
中
野
の
論
考
（
前

5掲
資
料
）
に
も
見
ら
れ
る
：「
男
た
ち
は
社
会
か
ら
距
離
を
置
く
と
い
う
態
度
を
と

り
、
芸
術
的
空
間
の
中
に
自
身
の
生
き
る
場
所
を
見
出
し
た
。
そ
の
姿
は
諦
め
か

ら
く
る
一
種
の
逃
避
と
も
見
え
る
が
、
一
方
で
、
芸
術
の
中
に
沈
潜
す
る
こ
と
で

積
極
的
に
「
美
」
の
価
値
を
発
掘
し
、
愚
か
な
現
実
社
会
を
踏
み
越
え
て
い
こ
う

と
す
る
荷
風
の
断
固
と
し
た
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
」。

（

）
坂
上
（
前
掲
資
料
）：「
政
吉
お
房
の
夫
婦
は
荷
風
八
重
女
に
性
格
な
り
、
置
か

6れ
た
環
境
な
り
が
似
て
い
る
」。
坂
上
は
ま
た
「
こ
の
奔
放
な
画
家
燕
雨
も
ま
た
荷

風
の
一
分
身
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
定
評
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
も
指
摘

し
て
い
る
。
な
お
、
佐
藤
（
前
掲
資
料
）
の
論
考
で
も
、
特
に
荷
風
と
燕
雨
の
共

通
性
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
：「（
引
用
者
注
―
燕
雨
の
画
歴
は
、）
作
者
自
ら
の
執

筆
活
動
を
反
映
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
文
芸
界
の
流
れ
を
美
術
史
に
置
き

換
え
て
、
西
洋
と
日
本
文
化
の
対
立
と
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
方
向
性
を
生
み
出
そ

う
と
し
た
大
正
期
に
お
け
る
芸
術
の
流
れ
を
描
い
て
い
る
」。

（
ア
ブ
ラ
ル
・
バ
ス
ィ
ル
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


