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私
た
ち
が
様
々
の
美
し
い
浮
き
彫
の
彫
刻
を
見
る
と
き
、
浮
き
彫
は
ど
う
い
う
形
で
わ
た
し
た
ち
に
見

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
浮
き
彫
の
浮
き
あ
が
っ
て
い
る
面
か
ら
い
つ
も
見
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
陰

に
は
浮
き
上
っ
て
い
る
厚
さ
だ
け
の
深
い
く
ぼ
み
が
あ
る
。
人
生
も
浮
き
彫
の
よ
う
で
、
光
線
を
て
り
か

え
し
て
浮
き
上
っ
て
い
る
面
の
陰
に
は
、
そ
れ
だ
け
へ
こ
ん
だ
面
が
あ
り
、
明
る
さ
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
添

っ
た
影
が
あ
る
。

　
文
学
は
人
生
社
会
の
諸
相
を
、
眼
の
前
に
ま
ざ
ま
ざ
と
見
え
感
じ
る
よ
う
に
描
き
出
す
。
そ
こ
で
社
会

の
明
る
さ
と
暗
さ
は
ど
う
い
う
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
文
学
の
新
し
い
見
方
が

あ
る
と
思
う
。
婦
人
と
文
学
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
人
類
と
文
学
の
歴
史
と
い
う
問
題
か

ら
見
て
く
る
と
、
第
一
に
何
故
世
界
の
婦
人
は
、
こ
れ
ま
で
男
の
ひ
と
た
ち
よ
り
も
文
学
史
的
活
動
を
し

て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
起
っ
て
来
る
。
婦
人
の
文
学
に
お
け
る
立
場
は
、
知
ら
れ
て

い
る
と
お
り
、
文
学
史
の
第
一
ペ
ー
ジ
か
ら
男
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
も
の
と
し
て
の
婦
人
で
あ
り
、
創
作

の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
婦
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
意
味
深
い
事
実
だ
と
思
う
。
世
界
文

学
の
最
も
古
典
の
も
の
と
し
て
い
つ
も
語
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
ホ
ー
マ
ー
の
「
イ
リ
ア
ー
ド
」
の
な

か
に
、
こ
の
描
か
れ
る
も
の
と
し
て
の
第
一
の
女
性
が
現
わ
れ
て
い
る
。
「
イ
リ
ア
ー
ド
」
の
中
の
ヘ
レ
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ネ
は
非
常
に
美
し
く
、
美
し
い
女
性
の
典
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ヘ
レ
ネ
は
美
し
さ
に
お
い
て
は
、

ヴ
ィ
ナ
ス
の
よ
う
に
も
美
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
的
な
存
在
と
し
て
ホ
ー
マ
ー
が
彼
女
を
描
い

て
い
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
美
し
き
ヘ
レ
ネ
は
当
時
の
支
配
者
た
ち
の
、
闘
争
に
お
け
る
一
人
の
「
か
け

も
の
」
の
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
世
界
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
第
一
の
女
は
そ
の
よ
う
な
争
奪
物

と
し
て
の
位
置
で
あ
り
「
イ
リ
ア
ー
ド
」
が
字
に
か
か
れ
る
時
代
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
も
、
も
う
家
長
制

度
と
い
う
も
の
が
出
来
上
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
は
自
由
な
国
で
あ
る
と
さ
れ
、
ギ

リ
シ
ア
の
文
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
泉
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
由
、
そ
の
文
化
は
奴
隷
制
の
上

に
立
っ
て
い
た
。
奴
隷
が
畠
を
耕
し
織
物
を
織
り
、
家
畜
を
飼
っ
て
　
　
生
活
に
必
要
な
労
働
を
負
担
し

て
、
ギ
リ
シ
ア
の
自
由
人
の
文
化
生
活
の
可
能
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
地
下
室
つ
き
の
自

由
の
上
で
、
た
と
え
ギ
リ
シ
ア
の
女
の
自
由
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
に
女
奴
隷

が
そ
の
社
会
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
今
日
私
た
ち
の
感
情
で
理
解
す
る
よ
う
な
本
当
の
自
由
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
そ
の
も
の
に
も
、
こ
の
婦
人
の

立
場
は
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ナ
ス
は
描
か
れ
彫
ら
れ
、
女
性
の
美
し
さ
の
典
型
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
の
彫
刻
を
見
て
も
、
い
つ
も
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
観
賞
物
と
し
て
の

女
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
織
も
の
を
し
て
い
る
ヴ
ィ
ナ
ス
を
見
た
ひ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
子
供
を
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育
て
て
い
る
普
通
の
女
の
姿
で
ヴ
ィ
ナ
ス
を
見
た
人
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
と
い
う
彼
女
の

男
の
子
は
、
い
つ
も
恋
の
使
と
し
て
、
金
の
弓
矢
を
も
っ
て
ヴ
ィ
ナ
ス
の
そ
ば
に
い
る
と
し
て
も
、
ヴ
ィ

ナ
ス
の
母
と
し
て
の
人
生
、
妻
と
し
て
の
人
生
な
ど
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
彼
女
は
多
く
裸
体
で
、
女
性

の
美
し
さ
を
発
揮
し
な
が
ら
、
必
ず
無
為
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
で
働
か
な
い

女
の
美
し
さ
だ
け
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
ず
に
い
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ナ
ス
や
ヘ
レ
ネ
の

よ
う
に
女
性
が
芸
術
の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
類
社
会
の
歴
史
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
権

力
の
形
の
　
　
婦
人
の
悲
劇
の
発
端
が
あ
る
。

　
こ
う
し
て
婦
人
の
う
け
み
な
社
会
的
立
場
を
お
の
ず
か
ら
反
映
し
て
う
け
み
な
対
象
と
し
て
文
学
に
導

き
い
れ
ら
れ
た
婦
人
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
、
文
芸
復
興
期
に
な
っ
て
、
ど
う
い
う
変
化
を
う
け
た

ろ
う
。

　
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
最
も
早
く
商
業
が
発
達
し
て
市
民
階
級
の
経
済
的
・
政
治
的
実
力
の
た
か
ま
っ
た

イ
タ
リ
ー
に
十
四
世
紀
か
ら
お
こ
り
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
と
全
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
拡
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
中
世
的
な
暗
い
王
権
と
宗
教
と
の
圧
迫
か
ら
、
自
由
に
の
び
の
び
と

人
間
性
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
運
動
と
な
り
、
社
会
生
活
と
文
化
は
全
面
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
へ
の

扉
を
ひ
ら
き
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
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ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
が
進
ん
で
か
ら
は
、
婦
人
の
社
会
的
な
生
き
か
た
も
ひ
ろ
が
り
を
も
ち
は
じ
め
、

ス
ペ
イ
ン
の
コ
ル
ド
ヴ
ァ
大
学
な
ど
で
婦
人
の
学
者
も
数
人
あ
ら
わ
れ
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
の
豊
富

さ
、
人
間
性
の
横
溢
を
代
表
す
る
芸
術
家
の
一
人
と
し
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
が
、
い
つ
も
話
題
に

の
ぼ
っ
て
来
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
の
登
場
人
物
は
実
に
多
種
多
様
で
、
社
会
の
現
実
そ
の
も
の

の
よ
う
に
豊
富
な
の
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
人
間
の
可
憐
さ
、
狡
猾
さ
、
奸
智
、
無
邪
気
さ
、
あ
ら
ゆ
る

強
烈
な
欲
望
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
登
場
す
る
婦
人
も
、
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
マ
ク
ベ
ス
夫
人

の
よ
う
に
お
そ
ろ
し
い
女
か
ら
、
リ
ア
王
の
三
人
娘
の
よ
う
な
諸
性
格
、
ロ
ミ
オ
と
の
悲
し
い
愛
に
命
を

お
と
し
た
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
よ
う
な
姫
か
ら
、
「
ウ
イ
ン
ザ
ア
の
陽
気
な
女
房
た
ち
」
「
奸
婦
な
ら
し
」

の
闊
達
お
て
ん
ば
な
女
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
不
幸
な
愛
人
と
し
て
の
オ
フ
ェ
リ
ア
な
ど
、
千
変
万
化
の
女
性

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
き
ょ
う
私
た
ち
が
こ
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
有
名
な
傑
作
「
オ
セ
ロ
」
を
み
る
と
、
そ
の

女
主
人
公
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
運
命
に
つ
い
て
、
実
に
痛
切
に
感
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
オ
セ
ロ
は
ア
フ
リ
カ
生
れ
の
黒
人
の
武
将
で
あ
っ
た
。
勇
敢
な
勝
利
者
と
し
て
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
と
い
う
、

美
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
婦
人
を
妻
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
オ
セ
ロ
の
幕
下
に
イ
ヤ
ゴ
ー
と
い
う
奸
物
が
い

る
。
イ
ヤ
ゴ
ー
は
単
純
で
正
直
な
人
々
の
生
活
を
、
自
分
の
奸
智
で
か
き
乱
し
て
、
そ
の
効
果
を
よ
ろ
こ
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ぶ
と
い
う
、
た
ち
の
わ
る
い
生
れ
つ
き
で
あ
る
。
従
順
で
、
こ
の
上
な
く
美
し
い
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
と
、
黒

い
オ
セ
ロ
の
睦
じ
い
性
格
は
彼
の
奸
智
を
刺
激
し
た
。
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
イ
ヤ
ゴ
ー
は
一
つ
の
き

っ
か
け
を
と
ら
え
た
。
そ
の
不
幸
を
オ
セ
ロ
に
う
ち
あ
け
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
イ
ヤ
ゴ
ー
は
オ
セ
ロ
の

猜
疑
さ
い
ぎ
と
嫉
妬
し
っ
と
を
か
き
た
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
黒
人
の
オ
セ
ロ
は
、
た
だ
良
人
と
し
て
嫉
妬
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
浮
薄
さ
に
自
分
の
威
厳
を
傷
き
ず
つけ
ら
れ
た
こ
と
を
も
、

た
え
が
た
く
感
じ
て
遂
に
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
を
殺
し
、
自
殺
し
て
し
ま
う
。
オ
セ
ロ
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の

悲
劇
の
中
で
も
、
イ
ヤ
ゴ
ー
の
奸
智
、
オ
セ
ロ
の
直
情
、
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
浄
ら
か
な
愛
情
と
の
点
で
、

今
日
も
活
々
と
し
た
感
動
を
与
え
る
作
品
で
あ
る
。
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
は
一
枚
の
見
事
な
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を

も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
オ
セ
ロ
が
く
れ
た
も
の
で
、
な
く
さ
な
い
よ
う
に
、
も
し
こ
れ
を
な
く
し
た
ら
、

あ
な
た
の
愛
も
失
わ
れ
た
と
思
う
よ
、
と
い
う
意
味
を
云
わ
れ
て
、
愛
の
し
る
し
と
し
て
お
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
イ
ヤ
ゴ
ー
の
目
が
そ
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
に
ひ
か
れ
た
。
彼
は
も
ち
前
の
巧
み
な
や
り
か
た

で
、
そ
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
か
ら
盗
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
が
そ
っ
と

く
れ
た
も
の
の
よ
う
に
、
周
囲
に
思
い
こ
ま
せ
た
。

　
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
失
っ
た
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
当
惑
と
心
配
と
は
い
じ
ら
し
い
く
ら
い
だ
の
に
、
デ
ス
デ

モ
ー
ナ
は
そ
の
大
切
な
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
こ
と
も
オ
セ
ロ
に
話
さ
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ず
、
さ
が
す
こ
と
に
協
力
を
も
と
め
て
い
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
の
悲
劇
を
み
て
い
る
と
わ
た
し
た
ち
女
性
の
胸
は
、
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
へ
の
同
情
に
ふ
る

え
る
と
と
も
に
、
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
へ
の
歯
が
ゆ
さ
で
煮
え
て
来
る
。
ど
う
し
て
、
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
！
　
良

人
の
オ
セ
ロ
を
そ
れ
ほ
ど
愛
し
て
い
る
の
な
ら
、
率
直
に
早
く
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
の
と
ら
れ
た
こ
と
を
告
白

し
て
、
そ
の
不
安
や
困
惑
を
、
オ
セ
ロ
と
と
も
に
わ
か
と
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
デ
ス
デ
モ
ー

ナ
は
、
オ
セ
ロ
を
熱
愛
し
な
が
ら
、
一
方
で
畏
怖
し
て
い
る
。
オ
セ
ロ
の
愛
の
は
げ
し
さ
を
う
け
み
に
お

そ
れ
て
、
こ
れ
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に
、
と
云
わ
れ
た
そ
の
言
葉
の
力
に
圧
せ
ら
れ
、
麻
痺
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
こ
の
分
別
の
な
い
過
度
の
従
順
さ
、
清
浄
さ
、
無
邪
気
さ
、
品
の
よ

さ
の
た
め
に
、
オ
セ
ロ
の
悲
劇
は
防
ぐ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
、
こ
う
い
う
作
品
の
出
来
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
意
味
ふ
か
く
う
け
と
ら

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
婦
人
の
人
間
性
も
解
放
し
た
け
れ
ど
も
そ
の
人
間
性
は
、
デ
ス

デ
モ
ー
ナ
に
お
い
て
、
ど
ん
な
に
ま
で
受
動
的
で
あ
り
、
分
別
が
不
た
し
か
で
あ
や
う
げ
な
も
の
だ
ろ
う
。

私
達
の
今
日
の
常
識
で
い
え
ば
、
非
常
に
大
事
な
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
な
く
し
た
場
合
は
、
貴
方
か
ら
い
た

だ
い
た
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
な
く
し
ま
し
た
、
ど
う
か
一
緒
に
探
し
て
下
さ
い
と
告
げ
る
と
思
う
。
見
つ
か

ら
な
く
て
、
非
常
に
叱
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
愛
情
が
変
っ
て
い
な
い
こ
と
、
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失
く
な
っ
た
の
は
一
つ
の
災
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
も
ら
う
。
何
故
な
ら
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
は
も﹅

の﹅
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
本
質
的
な
問
題
は
夫
婦
の
愛
の
問
題
で
あ
る
。
愛
の
し
る
し
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ

は
失
わ
れ
て
も
、
愛
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
守
ら
れ
得
る
。
そ
こ
に
人
間
の
自
主
的
で
、
状
況
を

の
り
こ
し
て
ゆ
く
愛
情
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
を
み
る
と
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時

代
の
上
流
の
婦
人
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
自
分
の
愛
を
守
り
自
分
達
の
悲
劇
を
防
い
で
ゆ
く
能

力
は
か
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
女
性
の
い
じ
ら
し
さ
と
し
て
、
男
の
側
か
ら
デ
ス
デ
モ

ー
ナ
の
よ
う
な
性
格
が
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
悲
劇
は
、
限
り
な
い

オ
セ
ロ
へ
の
従
順
さ
、
献
身
が
、
は
っ
き
り
し
た
判
断
と
意
志
と
を
欠
い
て
い
た
た
め
に
、
事
態
を
悪
い

方
へ
悪
い
方
へ
と
発
展
さ
せ
イ
ヤ
ゴ
ー
の
奸
智
に
成
功
を
与
え
る
モ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う

デ
ス
デ
モ
ー
ナ
を
思
う
と
き
、
私
た
ち
の
心
に
は
、
自
然
さ
っ
き
の
ヘ
レ
ネ
の
問
題
に
つ
づ
く
婦
人
の
立

場
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
来
る
。

　
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
に
、
皮
膚
の
色
の
ち
が
う
オ
セ
ロ
を
愛
さ
せ
る
感
情
の
ひ
ろ
が
り
を

み
と
め
た
が
、
そ
の
愛
を
完
成
す
る
知
性
ま
で
は
開
花
さ
せ
て
い
な
い
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
は
文
学
作

品
ば
か
り
で
な
く
、
絵
画
に
彫
刻
に
雄
大
な
作
品
が
花
と
咲
き
満
ち
た
時
期
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
じ
っ

と
見
て
い
る
と
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
絵
の
な
か
に
は
何
か
憂
鬱
が
あ
る
。
有
名
な
バ
チ
カ
ン
の
壁
画
な
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ど
見
て
い
る
と
、
宇
宙
的
な
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
雄
渾
さ
と
と
も
に
一
種
の
み
の
が
せ
な
い
憂
鬱
が
あ
る
。

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
伝
記
を
読
む
と
、
彼
が
あ
れ
ほ
ど
の
才
能
を
持
ち
な
が
ら
、
法
王
の
我
ま
ま
と
気
ま

ぐ
れ
の
た
め
に
ど
ん
な
に
圧
迫
さ
れ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
半
面
に
は
、
ま
だ
ま
だ
封

建
的
な
苦
し
い
も
の
が
あ
り
、
法
王
と
芸
術
家
の
関
係
に
さ
え
そ
れ
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
当
時
の
法
王
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
才
能
を
認
め
な
が
ら
、
自
分
の
絶
対
性
を
信
じ
る
習
慣
か
ら
封

建
的
で
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
芸
術
家
と
し
て
の
人
間
性
を
十
分
認
め
な
か
っ
た
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の

巨
大
な
才
能
と
大
き
な
人
間
性
の
な
か
に
は
、
い
つ
も
自
分
を
出
し
切
れ
な
い
不
安
が
あ
っ
た
。
丁
度
デ

ス
デ
モ
ー
ナ
が
愛
と
一
緒
に
い
つ
も
オ
セ
ロ
を
恐
が
っ
て
い
た
と
同
じ
よ
う
に
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
自

分
の
才
能
と
一
緒
に
法
王
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
表
は
、
華
麗
豪
華
な
厚
肉
浮
彫
の
歴
史
で
あ
る
が
、
そ
の
陰
の
部
分
に
は
封
建
性
が

濃
く
の
こ
っ
て
い
た
。
例
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
モ
ナ
・
リ
ザ
は
ど
う
い
う
笑
い
を
今
日

に
の
こ
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
モ
ナ
・
リ
ザ
の
微
笑
は
、
そ
れ
が
描
か
れ
た
時
代
か
ら
謎
の
ほ
ほ
笑
み
と

云
わ
れ
て
来
て
い
る
。
モ
ナ
・
リ
ザ
の
笑
い
は
、
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る
人
の
心
を
深
く
あ
や
し
く
魅
し

て
気
を
狂
わ
す
よ
う
な
微
笑
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
ナ
・
リ
ザ
の
ほ
ほ
笑
み
は
解
放
さ
れ
た
女
の
ほ

ほ
笑
み
で
は
な
く
、
や
は
り
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
不
安
と
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
憂
鬱
に
つ
な
が
っ
た
も
の
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で
あ
る
と
思
う
。

　
世
界
的
な
謎
の
微
笑
を
ほ
ほ
笑
ん
で
い
る
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
こ
の
婦
人
像
は
、
唇
、
頬
、
そ
し
て
眼
の

中
で
ほ
ほ
笑
ん
で
い
る
だ
け
で
、
歯
を
み
せ
て
嬉
々
と
し
て
笑
っ
て
は
い
な
い
。
モ
ナ
・
リ
ザ
は
じ
っ
と

何
か
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
ま
な
ざ
し
は
非
常
に
深
く
て
、
こ
こ
ろ
を
た
た
え
て
い
る
が
、
そ
れ
も
決
し

て
嬉
し
さ
に
き
ら
き
ら
し
て
い
る
眼
で
は
な
い
。
重
い
、
ふ
っ
く
り
と
美
し
い
瞼
の
下
の
憂
鬱
な
視
線
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
女
は
、
あ
ん
な
に
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
じ
っ
と
笑
い
を
も
っ
て
い
る
。
モ
ナ
・
リ
ザ
、

ジ
ョ
コ
ン
ダ
の
笑
い
の
本
質
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
女
と
し
て
の
自
分
の
心
か
ら
、

モ
ナ
・
リ
ザ
と
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
心
情
の
中
に
迫
っ
て
見
よ
う
と
思
う
。

　
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、
こ
の
美
し
い
モ
ナ
・
リ
ザ
の
肖
像
に
と
り
か
か
っ
て
数
年
間
を
費

し
た
が
、
到
頭
未
完
成
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
ほ
ど
の
画
家
が
、
一
つ
の
肖
像
画
に
着
手
し

て
数
年
を
か
け
な
が
ら
、
そ
れ
が
未
完
成
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
レ

オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
一
応
、
モ
ナ
・
リ
ザ
を
描
き
終
っ
た
と
思
う
間
も
な
く
、
モ
ナ
・
リ
ザ
の

顔
の
上
に
、
眼
の
中
に
、
そ
し
て
唇
の
上
に
、
忽
ち
こ
れ
ま
で
レ
オ
ナ
ル
ド
の
発
見
し
な
か
っ
た
何
か
一

つ
の
新
し
い
人
間
的
な
情
感
、
女
性
と
し
て
の
美
し
さ
が
閃
き
出
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
は
し
な
い

だ
ろ
う
か
。
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富
貴
な
美
し
い
モ
ナ
・
リ
ザ
を
描
く
と
き
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
ど
ん
な
に
心
を
つ
く
し
て
画
室
を
か
ざ
り
、

音
楽
を
奏
さ
せ
、
彼
女
を
た
の
し
く
あ
ら
せ
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
情
景
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
を
主
人
公
と
し
て
メ
レ
ジ
ェ
コ
フ
ス
キ
ー
が
書
い
た
「
先
駆
者
」
と
い
う
歴
史
小
説
に
詳
細
を
き
わ

め
て
い
る
。
モ
ナ
・
リ
ザ
の
幽
玄
な
表
情
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
限
り
な
い
ひ
ろ
さ
と
深

さ
を
も
っ
た
知
性
を
と
お
し
て
、
あ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
あ
の
幽
玄
な
う
ち

に
充
実
し
て
い
る
官
能
の
つ
よ
い
圧
力
は
、
決
し
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
知
性
の
生
ん
だ
も
の
で
は
な
い
と

思
う
。
モ
ナ
・
リ
ザ
の
成
熟
し
た
芳
し
い
女
性
と
し
て
の
全
存
在
に
は
、
あ
の
よ
う
に
深
い
愁
を
も
っ
た

ま
な
ざ
し
で
ど
こ
か
を
見
つ
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
熱
い
思
い
が
あ
り
、
あ
の
優
美
な
手
を
、
そ
の
ゆ
た

か
な
胸
に
お
き
添
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
鼓
動
の
つ
よ
さ
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
、
そ
し
て
、
ま
た
、
レ

オ
ナ
ル
ド
は
、
何
と
敏
感
に
そ
れ
を
感
じ
と
り
、
自
分
の
胸
に
つ
た
え
つ
つ
画
筆
に
う
つ
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
描
か
れ
る
美
し
い
婦
人
と
、
描
く
聰
明
な
レ
オ
ナ
ル
ド
と
の
間
に
、
い
つ
か
流
れ
合
う
一
脈
の
情
感

が
な
か
っ
た
と
い
う
方
が
不
自
然
で
あ
る
。
モ
ナ
・
リ
ザ
は
彼
女
の
感
覚
に
よ
っ
て
レ
オ
ナ
ル
ド
の
知
性

を
感
じ
と
り
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
彼
の
あ
ら
ゆ
る
デ
ッ
サ
ン
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
あ
の
お
そ
ろ
し
い
よ
う
な

人
間
洞
察
の
能
力
で
、
モ
ナ
・
リ
ザ
と
い
う
一
人
の
女
性
の
内
奥
の
微
妙
な
感
覚
ま
で
を
把
握
し
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
い
う
共
感
が
異
性
の
間
に
生
じ
た
と
き
、
こ
れ
が
恋
愛
の
感
情
で
な
い
と
い
う
場
合
は
非
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常
に
す
く
な
い
。
人
間
同
士
の
調
和
の
最
も
深
い
あ
ら
わ
れ
は
、
こ
う
い
う
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
こ
そ
あ
る
の

だ
か
ら
。

　
モ
ナ
・
リ
ザ
は
、
彼
女
の
良
人
に
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
よ
う
な
複
雑

微
妙
な
諧
調
を
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
、
モ
ナ

・
リ
ザ
は
、
自
分
の
な
か
に
湧
き
い
で
た
新
し
い
人
生
の
感
覚
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
ど
う
い
う
種
類
の

も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
対
し
て
明
瞭
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
も
な
け
れ

ば
、
ど
う
し
て
彼
女
の
顔
の
上
に
あ
の
よ
う
に
無
限
に
迫
り
な
が
ら
、
そ
の
意
志
の
あ
き
ら
か
で
な
い
微

笑
が
漂
い
つ
づ
け
た
ろ
う
。
彼
女
が
、
は
っ
き
り
自
分
の
女
と
し
て
の
感
情
の
実
体
を
つ
か
ん
だ
と
き
、

あ
の
よ
う
な
微
笑
は
、
苦
痛
の
表
情
に
飛
躍
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
大
歓
喜
の
輝
や
き
に
輝
や
き
出
す

か
し
ず
に
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
ま
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
感
情
の
姿
が
考
え
ら
れ
る
。
モ
ナ
・
リ
ザ
は
、

自
分
の
眼
を
そ
こ
か
ら
ひ
き
は
な
す
こ
と
の
出
来
な
い
快
い
情
感
を
あ
あ
や
っ
て
見
つ
め
、
見
つ
め
て
、

我
知
ら
ず
語
り
つ
く
せ
な
い
心
の
か
げ
を
映
す
微
笑
を
浮
べ
て
は
い
る
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
の
彼
女

は
、
そ
の
あ
こ
が
れ
に
向
っ
て
行
動
し
な
か
っ
た
。
凝
視
し
、
ほ
ほ
笑
み
、
そ
の
は
げ
し
い
内
面
の
流
れ

に
よ
っ
て
永
久
に
一
つ
の
肖
像
を
、
未
完
成
と
レ
オ
ナ
ル
ド
に
感
じ
さ
せ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
レ
オ
ナ
ル
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ド
が
こ
の
画
を
未
完
成
と
し
た
こ
こ
ろ
も
推
察
さ
れ
る
。
未
完
成
の
肖
像
は
、
そ
の
依
頼
者
で
あ
る
モ
ナ

・
リ
ザ
の
良
人
の
館
や
か
たに
送
ら
れ
ず
に
す
む
。
そ
し
て
、
モ
ナ
・
リ
ザ
は
、
果
し
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
、
そ

れ
を
未
完
成
と
し
て
、
い
つ
も
自
分
の
傍
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
不
満
を
感
じ
た
だ
ろ
う
か
。
モ
ナ
・

リ
ザ
は
、
父
兄
の
命
令
に
よ
っ
て
そ
の
選
ば
れ
た
人
と
の
結
婚
を
し
、
や
が
て
良
人
の
権
力
の
ま
ま
に
一

生
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
イ
タ
リ
ー
の
婦
人
の
運
命
を
、
自
分
の
情
熱
に
よ
っ
て
破
ろ
う
と
し
な
か

っ
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
モ
ナ
・
リ
ザ
に
あ
あ
い
う
微
笑
を
湛
え
る
人
間
的
自
由
は
与
え
た
が
、
そ
の

さ
き
の
独
立
人
と
し
て
の
婦
人
の
社
会
的
行
動
は
制
御
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
み
れ
ば
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
華
や
か
な
芸
術
も
、
そ
の
時
代
の
人
達
を
完
全
に
解
放
し
て
は
い

な
か
っ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

　
十
八
世
紀
に
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
近
代
的
の
唯
物
的
な
哲
学
を
持
っ
た
人
達
が

現
わ
れ
て
来
た
。
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
態
を
も
た
ら
し
た
産
業
革
命
は
、
こ
の
時
代
か
ら
本
当

に
働
い
て
、
働
く
こ
と
だ
け
で
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
勤
労
大
衆
を
産
み
出
し
て
今
日
に
及
ん
で
い

る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
婦
人
と
い
う
も
の
が
歴
史
の
上
に
現
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
時
代
に
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ

ラ
ン
ス
に
、
幾
人
も
の
婦
人
作
家
が
擡
頭
し
た
。
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
で
は
、
そ
の
名
を
忘
れ
る
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こ
と
の
出
来
な
い
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
。
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
。
ブ
ロ
ン
テ
姉
妹
。
ギ
ャ
ス

ケ
ル
夫
人
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ス
タ
エ
ル
夫
人
を
は
じ
め
、
日
本
の
読
者
に
も
な
じ
み
の
深
い
ジ
ョ
ル
ジ

・
サ
ン
ド
な
ど
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
婦
人
作
家
た
ち
が
ス
タ
エ
ル
夫
人
の
ほ
か
は

み
ん
な
中
流
階
級
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
・
サ
ン
ド
は
、
は
じ
め
の
結
婚
に
や

ぶ
れ
て
の
ち
、
生
活
の
た
め
に
苦
闘
し
な
が
ら
、
女
性
の
権
利
を
主
張
し
た
「
ア
ン
ジ
ア
ナ
」
を
か
い
た

し
、
エ
リ
オ
ッ
ト
も
文
筆
か
ら
の
収
入
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
婦
人
と
し
て
小
説
を
か
き
は
じ
め

た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
婦
人
作
家
が
、
様
々
の
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
、
結
局
は
、
当
時
の
社
会
が
婦
人

の
生
涯
に
与
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
王
権
で
つ
く
り
上
げ
ら
れ
形
式
主
義
と
宗
教
的
な
も
の
の
考
え
方
に

対
し
て
、
人
間
の
自
然
性
と
い
う
も
の
を
強
く
要
求
し
て
ル
ソ
ー
が
現
わ
れ
た
。

　
哲
学
者
、
教
育
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
の
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
十
四
世
か
ら
十
六
世
ご
ろ
ま
で

の
猛
烈
な
専
制
主
義
に
対
し
て
、
人
間
の
平
等
と
自
由
独
立
、
女
も
男
も
ひ
と
し
い
人
間
性
の
上
に
立
つ

自
由
を
主
張
し
た
。
近
代
民
主
主
義
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
ル
ソ
ー
の
ほ
か
に
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
デ
ィ
ド

ロ
の
よ
う
な
、
近
代
思
想
の
啓
蒙
家
が
あ
ら
わ
れ
た
。

　
一
七
九
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
新
し
い
息
吹
き
が

ふ
き
こ
ま
れ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
大
革
命
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
、
腐
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敗
し
き
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
生
活
の
中
で
、
そ
の
若
々
し
く
軽
浮
で
あ
っ
た
一
生
を
最
も
悪
く
利
用

さ
れ
た
一
人
の
女
性
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
彼
女
の
運
命
は
全
く
受
動
的
で
、
歴
史
的
に
あ
れ
ほ
ど
様
々

の
角
度
か
ら
話
題
と
さ
れ
る
生
涯
を
送
り
な
が
ら
、
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
自
身
は
何
も
書
か
な
か

っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
マ
リ
ア
・
テ
レ
サ
の
娘
と
し
て
最
も
高
い
教
育
を
受
け
て
い
た
し
、
最
も
多
い

自
由
も
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
け
れ
ど
も
。
彼
女
の
書
い
た
も
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
宮
廷
へ
の
密
書
だ

け
で
、
た
だ
一
篇
の
小
詩
さ
え
か
い
て
い
な
い
。
あ
の
よ
う
に
小
詩
が
は
や
り
、
貴
婦
人
の
文
学
熱
が
た

か
か
っ
た
時
代
だ
の
に
。
こ
う
い
う
例
を
み
て
も
、
婦
人
の
地
位
と
か
学
識
だ
け
が
芸
術
を
生
む
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
資
本
主
義
社
会
が
そ
の
発
展
の
頂
上
に
近
づ
い
た
十
九
世
紀
に
な
っ
て
、
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
以
後
十
八
世
紀
に
な
っ
て
は
っ
き
り
方
向
を
定
め
た
人
間
解
放
の
問
題
が
具
体
化
し
て
来
て
、
特

に
イ
ギ
リ
ス
で
は
ど
こ
よ
り
も
早
く
蒸
気
機
関
の
利
用
に
よ
る
産
業
革
命
が
行
わ
れ
、
繊
維
産
業
が
非
常

に
発
達
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
婦
人
と
子
供
が
非
常
に
沢
山
工
場
に
働
き
出
し
た
。
機
械
の
力
は
多
く
の
工

場
か
ら
筋
肉
の
力
を
必
要
と
す
る
仕
事
に
必
要
で
あ
っ
た
男
を
首
に
し
て
、
女
房
も
娘
も
子
供
も
桎
梏
に

抗
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
十
分
注
目
に
価
す
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
自
分
が
婦
人
だ
と
わ
か

る
と
、
い
ろ
い
ろ
う
る
さ
い
差
別
待
遇
が
お
こ
る
の
を
い
や
が
っ
て
、
筆
名
は
男
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
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ッ
ト
と
し
て
さ
え
い
る
。
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
流
家
庭
で
結
婚
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
ど
ん
な
に
打
算
や
滑
稽
な
大
騒
動
を
演
じ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
諷
刺
的
に
そ
の
「
誇

り
と
偏
見
」
の
中
に
書
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
ま
わ
り
で
も
、
ま
だ
ま
だ
結
婚
適
齢
期
の
娘
を
も
っ
た

母
親
は
、
時
に
ふ
れ
、
折
に
ふ
れ
て
眼
の
色
を
変
え
て
い
る
。
食
べ
る
も
の
も
食
べ
な
い
よ
う
に
し
て
箪

笥
を
買
っ
た
り
、
着
物
を
拵
え
た
り
、
何
時
で
も
売
物
の
よ
う
に
誰
か
が
買
い
に
来
る
と
い
う
よ
う
に
待

っ
て
い
る
。
「
女
の
く
せ
に
」
と
い
う
こ
と
を
男
だ
け
で
は
な
く
女
自
身
が
云
っ
て
も
い
る
。
十
九
世
紀

に
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
非
常
に
諷
刺
的
に
書
い
た
状
態
は
、
封
建
的
な
風
習
の
多
く
の
こ
っ
て
い
る
日
本
の

な
か
に
は
ま
だ
つ
よ
く
残
っ
て
い
る
。
同
じ
十
九
世
紀
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
婦
人
作
家
オ
ル
ゼ
シ
ュ
コ
の

書
い
た
小
説
「
寡
婦
マ
ル
タ
」
を
、
き
ょ
う
戦
争
で
一
家
の
柱
を
失
っ
た
婦
人
た
ち
が
よ
む
と
き
、
マ
ル

タ
の
苦
し
い
境
遇
は
、
そ
の
ま
ま
自
分
た
ち
の
悲
惨
と
あ
ま
り
そ
っ
く
り
な
の
に
驚
か
な
い
も
の
は
な
か

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
日
本
の
婦
人
は
、
歴
史
の
中
で
ど
う
い
う
文
学
を
作
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
た
ち

は
万
葉
集
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
万
葉
集
は
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
女
の
人
の
よ
い
作
品
を
集

め
て
い
る
。
女
帝
か
ら
皇
女
、
そ
の
他
宮
廷
婦
人
を
は
じ
め
、
東
北
の
山
か
ら
京
へ
上
っ
た
防
人
（
さ
き

も
り
）
と
そ
の
母
親
や
妻
の
歌
。
同
時
に
遊
女
、
乞
食
、
そ
う
い
う
人
ま
で
が
詠
ん
だ
歌
を
、
歌
と
し
て
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面
白
け
れ
ば
万
葉
集
は
偏
見
な
く
集
め
て
い
る
。
日
本
の
古
典
の
中
に
万
葉
集
ほ
ど
人
民
的
な
歌
集
は
な

か
っ
た
。
万
葉
集
以
前
の
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
中
で
、
最
初
に
描
か
れ
た
女
性
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ

コ
ト
は
、
古
事
記
を
編
纂
さ
せ
た
人
は
女
帝
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
書
い
た
博
士
た
ち
の

儒
教
風
な
観
念
に
よ
っ
て
、
男
尊
女
卑
の
立
場
に
お
い
て
か
か
れ
て
い
る
。

　
万
葉
集
は
、
こ
の
歌
集
の
出
来
た
時
代
に
日
本
の
社
会
全
体
が
そ
の
生
産
方
法
と
と
も
に
ど
ん
な
に
原

始
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
。
人
々
は
直
情
径
行
で
、
美
し
い
こ
と
は
美

し
く
、
泣
き
た
い
時
に
泣
き
、
愛
す
れ
ば
心
も
身
も
そ
の
愛
に
う
ち
こ
む
日
本
人
の
感
情
が
現
わ
れ
て
い

る
。
万
葉
集
を
み
る
と
、
当
時
は
支
配
権
力
が
決
し
て
後
世
の
よ
う
に
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
う

か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
万
葉
集
の
時
代
が
過
ぎ
て
文
学
の
う
え
で
婦
人
が
活
躍
し
た
藤
原
時
代
が
来
る
。
王
朝
時
代
の
文
学
は
、

主
と
し
て
婦
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
栄
華
物
語
、
源
氏
物
語
、
枕
草

子
、
更
級
日
記
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
女
の
文
学
が
女
性
に
よ
っ
て
か
か
れ
た
。
な
か
で
も
紫
式
部
の
名
は

群
を
ぬ
い
て
い
て
、
「
源
氏
物
語
」
と
い
う
名
を
知
ら
な
い
も
の
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
紫
式
部
と
い

う
婦
人
は
何
と
い
う
本
名
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
紫
式
部
と
い
う
よ
び
名
は
宮
廷
の
よ
び
名
で
あ
る
。
大
阪

辺
り
の
封
建
的
な
商
家
な
ど
で
、
女
中
さ
ん
の
名
前
を
お
竹
ど
ん
と
か
お
う
め
ど
ん
に
き
め
て
い
る
と
こ
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ろ
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
家
で
は
、
小
夜
と
い
う
娘
も
そ
こ
に
働
い
て
い
る
う
ち
は
お
竹
ど
ん
と

呼
ば
れ
る
が
、
宮
中
生
活
の
よ
び
名
で
宮
中
に
召
使
わ
れ
て
い
る
も
の
の
名
で
あ
っ
た
紫
式
部
、
清
少
納

言
、
赤
染
衛
門
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
呼
名
で
あ
る
。
紫
式
部
が
藤
原

の
何
々
と
い
う
個
人
の
名
前
は
歴
史
の
な
か
へ
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
。
清
少
納
言
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
日
本
歴
史
の
家
系
譜
の
中
に
は
っ
き
り
名
が
現
わ
れ
て
い
る
婦
人
は
藤
原
家
も
道
長
の
一
族
で
后
や
、

中
宮
に
な
っ
た
り
王
子
の
母
と
な
っ
た
り
し
た
女
性
だ
け
で
あ
る
。
美
し
き
ヘ
レ
ネ
の
よ
う
に
、
藤
原
一

族
の
権
力
争
い
の
た
め
に
利
用
価
値
の
あ
る
お
く
り
も
の
、
ま
た
は
賭
け
も
の
で
あ
っ
た
婦
人
達
だ
け
が

名
前
を
書
か
れ
て
い
る
。

　
源
氏
物
語
を
書
く
だ
け
の
大
き
な
文
学
上
の
才
能
と
人
生
経
験
を
も
ち
な
が
ら
現
実
の
、
婦
人
と
し
て

の
生
活
は
男
子
な
み
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
判
る
。
更
級
日
記
を
か
い
た
婦
人
も
名
が
わ
か
っ

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
中
流
女
性
の
生
活
を
か
い
た
更
級
日
記
に
は
、
不
遇
な
親
を
も
っ
た
中
流
女

性
が
、
不
安
な
生
活
に
も
ま
れ
る
姿
が
優
美
の
う
ち
に
ま
ざ
ま
ざ
と
描
か
れ
て
い
る
。
枕
草
子
は
非
常
に

新
鮮
な
色
彩
の
感
覚
を
も
っ
て
い
る
。
青
い
葉
の
菖
蒲
に
紫
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
を 

代  

赭 

た
い
し
ゃ

色
の
着
物

を
着
た
舎
人
と
ね
り
が
持
っ
て
行
く
姿
が
あ
ざ
や
か
で
あ
る
と
か
、
月
の
夜
に
牛
車
に
乗
っ
て
行
く
と
そ
の
轍
わ
だ
ちの

下
に
、
浅
い
水
に
映
っ
た
月
が
く
だ
け
水
が
き
ら
ら
と
光
る
そ
れ
が
面
白
い
、
と
清
少
納
言
の
美
感
は
当
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時
の
宮
廷
生
活
者
に
珍
し
く
動
的
で
あ
る
。
感
覚
の
新
し
さ
は
マ
チ
ス
に
見
せ
て
も
び
っ
く
り
す
る
で
あ

ろ
う
。
十
一
世
紀
の
日
本
の
作
品
と
は
信
じ
ま
い
。
そ
の
清
少
納
言
と
い
う
人
は
誰
だ
っ
た
ろ
う
か
、
そ

し
て
、
ど
う
な
っ
て
一
生
を
終
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
判
ら
な
い
。
文
学
の
歴
史
の
中
に
さ
え
普
通
の
個

人
の
婦
人
の
生
活
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
当
時
の
社
会
の
な
か
で
清
少
納
言
、
紫
式
部
そ
の
ほ

か
の
婦
人
が
そ
の
よ
う
に
文
学
作
品
を
書
い
た
と
い
う
動
機
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
藤
原
家
の
権
力

争
奪
は
烈
し
い
伝
統
と
な
っ
て
い
て
后
や
中
宮
に
娘
を
送
り
こ
む
と
き
そ
の
親
た
ち
は
、
政
治
的
権
力
を

社
光
的
場
面
で
確
保
す
る
た
め
に
文
学
的
才
能
の
あ
る
宮
女
を
そ
の
娘
た
ち
の
周
囲
に
お
い
た
。
装
飾
と

防
衛
を
か
ね
て
。
そ
の
女
主
人
を
飾
り
、
優
秀
な
宮
女
の
名
声
に
よ
っ
て
そ
の
女
主
人
の
地
位
を
も
高
く

た
も
つ
た
め
に
紫
式
部
に
し
ろ
、
清
少
納
言
に
し
ろ
、
傭
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
更
級
日
記
を
み

て
も
わ
か
る
と
お
り
権
門
に
生
れ
ず
、
め
い
め
い
の
才
智
で
よ
い
結
婚
も
見
出
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
中
流
女
性
に
と
っ
て
、
宮
仕
え
は
一
つ
の
生
き
る
道
で
も
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
の
「
雨
夜
の
し

な
さ
だ
め
」
は
、
婦
人
の
一
生
を
み
る
点
で
紫
式
部
が
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
。
当
時
の
貴
族
社
会
の
男
の
典
型
と
し
て
紫
式
部
は
光
君
を
書
こ
う
と
し
た
。
今
日
か
ら
み
れ
ば
、

と
り
と
め
な
い
放
縦
な
感
情
生
活
の
な
か
に
も
、
な
お
失
わ
れ
な
い
人
間
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
た
い
と

い
う
こ
と
を
彼
女
は
主
張
し
た
。
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当
時
は
風
流
と
云
い
、
あ
わ
れ
に
や
さ
し
い
趣
と
云
っ
て
、
恋
愛
も
結
婚
も
流
れ
の
う
つ
る
よ
う
な
形

で
、
婦
人
は
隷
属
せ
ず
行
わ
れ
た
よ
う
で
も
現
実
に
は
矢
張
り
男
の
好
き
こ
の
み
で
愛
さ
れ
、
ま
た
捨
て

ら
れ
、
和
泉
式
部
の
よ
う
な
恋
愛
生
活
の
積
極
的
な
行
動
力
を
も
つ
女
性
で
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
受
け

み
の
情
熱
に
お
わ
っ
て
い
る
。
紫
式
部
の
え
ら
さ
は
、
文
学
者
と
し
て
美
し
い
つ
よ
い
描
写
で
光
君
を
中

心
に
い
く
つ
か
の
恋
愛
を
描
き
な
が
ら
、
一
貫
し
て
人
の
き
ず
な
の
ま
こ
と
、
ま
ご
こ
ろ
と
い
う
も
の
を

主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。
「
末
つ
む
花
」
の
よ
う
な
当
時
の
文
学
の
し
き
た
り
か
ら
見
れ
ば
破

格
の
面
白
さ
も
、
そ
の
点
か
ら
こ
そ
描
い
た
源
氏
物
語
に
は
女
の
は
か
な
さ
と
い
う
も
の
へ
の
抵
抗
が
現

わ
れ
て
い
る
。
紫
式
部
は
決
し
て
、
優
に
や
さ
し
、
と
い
う
ふ
ぜ
い
の
中
に
陶
酔
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
藤
原
時
代
の
栄
華
の
土
台
を
な
し
た
荘
園
制
度
　
　
不
在
地
主
の
経
済
均
衡
が
崩
れ
て
、
領
地
の
直
接

の
支
配
者
を
し
て
い
た
地
頭
と
か
荘
園
の
主
と
か
い
う
も
の
が
土
地
争
い
を
始
め
た
。
そ
の
争
い
に
今
な

ら
ば
暴
力
団
の
よ
う
な
形
で
や
と
わ
れ
た
武
士
が
土
地
の
豪
族
の
勢
力
と
結
ん
で
擡
頭
し
て
来
て
不
在
地

主
で
あ
っ
た
公
卿
を
支
配
的
地
位
か
ら
追
い
、
武
家
時
代
が
あ
ら
わ
れ
た
。
や
が
て
戦
国
時
代
に
入
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
花
が
開
き
は
じ
め
た
時
代
か
ら
日
本
が
武
家
時
代
に
入
っ
た
と
い
う
こ

と
を
、
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
事
実
は
明
治
維
新
に
影
響
し
、
今
日
の
日
本
の
民

主
化
の
問
題
に
重
大
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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武
家
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
婦
人
の
生
活
と
い
う
も
の
は
実
に
ヘ
レ
ネ
以
上
の
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
っ

た
。
女
性
は
美
し
け
れ
ば
美
し
い
ほ
ど
人
質
と
し
て
悲
惨
だ
っ
た
。
人
質
と
し
て
と
ら
れ
、
又
媾
和
的
な

お
く
り
も
の
と
し
て
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
。
戦
国
時
代
の
婦
人
達
の
愛
情
と
か
人
間
性
と
い
う
も
の
が
ど
ん

な
に
ふ
み
に
じ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
細
川
忠
興
の
妻
ガ
ラ
シ
ア
の
悲
壮
な
生
涯
の
終
り
を
見
て
も
わ

か
る
。
明
智
光
秀
の
三
女
で
あ
っ
た
お
た
ま
の
方
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
ガ
ラ
シ
ア
と
い
う
洗
礼
名

を
も
っ
て
い
た
。
石
田
三
成
が
大
阪
城
に
よ
っ
て
、
徳
川
家
康
に
反
抗
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
徳
川
の
側

に
立
っ
て
い
た
細
川
忠
興
の
妻
で
あ
り
、
秀
吉
に
よ
っ
て
実
家
の
一
族
を
滅
さ
れ
た
光
秀
の
娘
で
あ
る
ガ

ラ
シ
ア
は
、
大
阪
城
へ
入
城
を
強
要
さ
れ
た
の
を
拒
ん
で
、
屋
し
き
に
火
を
か
け
て
、
老
臣
に
自
分
を
刺

さ
せ
て
死
ん
だ
。
三
十
六
歳
の
短
い
生
涯
の
間
に
、
お
た
ま
の
方
は
、
武
門
の
女
の
人
生
の
苦
痛
を
味
わ

い
つ
く
し
て
、
そ
の
生
を
と
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
代
に
は
文
学
の
創
造
者
と
し
て
の
婦
人
は
存
在
し
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
時
代
の
特
色
あ
る
文

学
と
し
て
現
れ
た
謡
曲
の
中
に
婦
人
は
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
例
え
て
い
え
ば
物
狂
い
　
　
気
狂
い
と
か
、

愛
情
の
絆
に
よ
っ
て
、
生
き
な
が
ら  

生    

霊  

い
き
り
ょ
う

と
な
り
、
ま
た
死
ん
で
も
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
よ
う
な
、

切
な
い
女
の
心
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
婦
人
は
ど
ん
な
に
自
分
達
の
希
望
を
殺
し
て
生
き
て
い
た

か
、
ま
た
殺
さ
せ
て
い
る
と
い
う
暗
黙
の
恐
怖
が
男
た
ち
の
意
識
の
底
を
流
れ
て
い
た
か
が
解
る
。
物
狂
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い
と
云
い
、
生
霊
、 

死  

霊 

し
り
ょ
う

と
云
い
、
そ
こ
で
は
普
通
で
な
い
人
間
に
対
す
る
怖
れ
が
あ
る
。
謡
曲
は
僧

侶
の
文
学
と
さ
れ
て
い
る
。
女
の
あ
わ
れ
な
物
語
を
、
現
代
の
闇
商
売
で
有
閑
的
な
生
活
に
入
っ
た
人
々

が
唸
っ
て
い
る
の
は
、
腹
立
た
し
く
滑
稽
な
絵
図
で
あ
る
。

　
徳
川
家
康
が
戦
国
時
代
に
終
止
符
を
う
っ
て
江
戸
の
永
く
も
の
う
い
三
百
年
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
時

代
の
婦
人
の
立
場
は
「
女
大
学
」
と
い
う
も
の
一
つ
を
取
上
げ
た
だ
け
で
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
徳
川
三
百
年
と
云
え
ば
、
ひ
と
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
尾
を
ひ
い
て
い
て
今
日
私
ど
も
が
解

決
し
き
っ
て
い
な
い
沢
山
の
封
建
性
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。
支
那
の
儒
教
の
精
神
を
模
倣
し
て
、
封

建
時
代
に
は
絶
対
に
家
が
中
心
問
題
と
さ
れ
た
。
家
風
に
あ
わ
ざ
る
も
の
は
去
る
。
子
供
を
生
ま
ね
ば
去

る
。
嫉
妬
ふ
か
け
れ
ば
去
る
。
七
去
の
掟
と
い
う
こ
と
が
貝
原
益
軒
の
「
女
大
学
」
の
な
か
に
堂
々
と
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
妻
た
る
も
の
は
早
く
起
き
て
遅
く
寝
る
べ
き
で
あ
る
。
女
は
食
物
に
お
ご
っ
て
は
い
け

な
い
。
こ
の
貝
原
益
軒
が
養
生
訓
を
か
い
て
、
男
の
長
寿
の
た
め
の
秘
訣
を
く
ど
く
ど
説
明
し
て
い
る
の

を
見
く
ら
べ
る
と
、
私
た
ち
は
心
か
ら
お
ど
ろ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
眠
り
不
足
で
栄
養
不
良
で
体
の

つ
め
た
い
女
に
、
子
を
生
ま
な
け
れ
ば
去
る
、
と
い
う
む
ご
た
ら
し
さ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
子
の
な
い
の
を

女
の
せ
い
ば
か
り
に
す
る
人
に
ど
う
し
て
養
生
訓
が
か
け
た
だ
ろ
う
。

　
徳
川
時
代
の
文
学
者
と
し
て
は
近
松
門
左
衛
門
に
し
ろ
、
西
鶴
、
芭
蕉
に
し
ろ
、
文
学
的
に
は
ず
っ
と
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劣
る
が
、
有
名
で
は
あ
る
馬
琴
だ
と
か
が
出
て
い
る
。
け
れ
ど
も
婦
人
作
家
は
一
人
も
こ
の
三
百
年
間
に

出
て
い
な
い
。
辛
う
じ
て
俳
句
の
領
域
に
数
人
の
婦
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
親
や
兄
、

良
人
、
ま
た
息
子
に
服
従
し
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
く
道
が
な
い
。
自
分
の
意
見
で
生
き
ら
れ
な
い
。
男
が

殿
様
の
命
令
を
絶
対
の
も
の
と
し
て
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
お
り
、
女
は
男
に
服
従
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
、
そ
の
婦
人
に
文
学
が
書
け
る
は
ず
が
な
い
。
武
士
階
級
に
も
文
学
は
創
造
さ
れ

な
く
な
っ
た
。
戦
さ
の
間
に
は
深
く
も
の
を
考
え
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
軍
事
的
教
育
は
つ
い
こ
の
間
ま

で
の
日
本
に
も
怪
異
の
よ
う
に
存
在
し
た
。
頭
を
切
り
取
っ
た
そ
の
代
り
に
鉄
兜
を
の
せ
ら
れ
た
よ
う
な

人
間
の
生
存
で
、
ど
う
し
て
文
学
と
い
う
人
間
ら
し
い
う
ち
に
も
人
間
ら
し
い
創
造
が
行
わ
れ
よ
う
。
自

分
が
自
分
の
心
の
主
人
で
あ
る
こ
と
さ
え
認
め
ら
れ
な
い
時
代
に
は
、
そ
れ
が
い
つ
で
あ
っ
て
も
文
学
は

生
れ
な
い
。

　
芭
蕉
は
ど
う
い
う
境
遇
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
彼
は
下
級
武
士
で
、
や
が
て
武
士
を
や
め
て
俳
諧
の

道
に
入
っ
た
。
芭
蕉
の
風
流
と
い
う
も
の
の
規
準
が
極
端
に
小
さ
い
経
済
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ

と
は
、
意
味
ふ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
小
舎
の
柱
に
一
つ
の
瓢
箪
を
つ
る
し
、
そ
の
な
か
に
入
れ

た
米
と
そ
の
ほ
か
ほ
ん
の
僅
か
の
現
世
的
経
済
の
基
礎
を
必
要
と
し
た
だ
け
で
、
権
力
の
た
め
の
闘
い
か

ら
も
、
金
銭
の
た
め
の
焦
慮
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
芸
術
の
境
地
を
求
め
た
。
そ
れ
は
芭
蕉
の
時
代
に
も
う
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武
士
階
級
の
経
済
基
礎
は
商
人
に
握
ら
れ
て
不
安
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
武
士
の 

矜  

恃 

き
ょ
う
じ

と
い
う

も
の
も
喪
わ
れ
、
人
に
す
ぐ
れ
て
敏
感
だ
っ
た
芭
蕉
に
、
そ
の
虚
勢
を
は
っ
た
武
士
の
生
活
が
堪
え
が
た

か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　
大
き
な
商
人
の
隠
居
だ
っ
た
西
鶴
は
ま
た
違
っ
て
い
た
。
西
鶴
が
経
済
的
な
面
で
大
阪
の
当
時
の
世
相

を
描
き
出
し
た
短
篇
「
永
代
蔵
」
そ
の
他
は
芭
蕉
と
全
然
違
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
武
士

出
身
の
芭
蕉
が
芸
術
へ
精
進
し
た
気
が
ま
え
、
支
那
伝
来
の
文
化
を
ぬ
け
て
じ
か
に
日
本
の
生
活
が
訴
え

て
く
る
新
し
い
感
性
の
世
界
を
求
め
た
芭
蕉
の
追
求
の
強
さ
、
芭
蕉
は
あ
る
時
期
禅
の
言
葉
が
ど
っ
さ
り

入
っ
て
い
る
よ
う
な
句
も
作
っ
た
。
そ
の
時
代
を
通
過
し
て
か
ら
芭
蕉
の
直
感
的
な
実
在
表
現
は
、
芸
術

と
し
て
完
成
さ
れ
た
。
芭
蕉
の
弟
子
に
は
婦
人
の
俳
人
も
あ
っ
た
。
が
女
の
生
活
は
、
た
と
え
彼
女
が
俳

句
を
つ
く
ろ
う
と
も
、
徳
川
時
代
の
女
に
求
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
義
務
を
果
し
た
う
え
で
辛
う
じ
て

風
流
の
道
の
た
め
に
さ
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
芭
蕉
の
芸
術
の
よ
う
に
精
煉
し
圧
縮
し
、
感
覚

を
つ
き
つ
め
た
芸
術
の
道
が
、
そ
の
よ
う
な
女
性
の
生
活
で
は
な
か
な
か
歩
む
に
か
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

家
事
に
疲
れ
た
僅
か
の
時
間
を 

行  

燈 

あ
ん
ど
ん

の
も
と
で
ひ
っ
そ
り
と
芸
術
に
さ
さ
げ
る
の
で
は
、
女
の
才
能
が

伸
び
る
可
能
も
ま
こ
と
に
お
ぼ
つ
か
な
い
。

　
近
松
門
左
衛
門
は
封
建
の
枠
に
し
ば
ら
れ
な
く
な
っ
た
武
家
、
町
人
な
ど
の
人
間
性
の
横
溢
を
そ
の
悲
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劇
的
な
浄
瑠
璃
の
中
で
表
現
し
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
人
々
の
袖
を
し
ぼ
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ

に
は
様
々
の
女
性
の
タ
イ
プ
が
そ
の
犠
牲
や
献
身
や
惨
酷
さ
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
松

や
西
鶴
に
描
か
れ
た
女
性
は
、
自
分
で
自
分
た
ち
女
性
の
声
を
か
く
能
力
は
も
た
な
か
っ
た
。
当
時
社
会

の
き
び
し
い
階
級
、
身
分
制
度
に
よ
っ
て
動
か
す
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
堰
で
、
互
の
人
間
的
発
露
を
阻

ま
れ
た
男
女
、
親
子
、
親
友
な
ど
の
い
き
さ
つ
が
浄
瑠
璃
者
の
深
情
綿
々
と
し
た
抒
情
性
で
訴
え
ら
れ
て

い
る
。
義
理
と
人
情
の
せ
き
合
う
緊
迫
が
近
松
の
文
学
の
一
つ
の
キ
イ
・
ノ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
近
松
門
左

衛
門
の
文
学
に
描
か
れ
た
不
幸
な
恋
人
た
ち
は
、
云
い
合
わ
せ
た
よ
う
に
心
中
し
た
。
幕
府
は
あ
い
た
い

死
に
を
禁
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
世
で
は
愛
を
実
現
出
来
な
い
男
女
が
、
あ
の
世
に
希
望
を

つ
な
い
で
死
を
辿
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
哀
れ
な
人
間
性
の
主
張
の
方
法
は
、
決
し
て
明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、
日
本
の
社
会
か
ら

消
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
日
で
は
恋
愛
か
ら
心
中
し
な
い
け
れ
ど
も
、
生
活
難
か
ら
心
中
す
る
親
子
が

少
く
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
日
本
の
歴
史
は
明
治
に
移
っ
た
。
明
治
維
新
は
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
勃
興
し
た
市
民
階

級
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
が
封
建
社
会
に
君
臨
し
た
王
権
を
転
覆
し
歴
史
を
前
進
さ
せ
た
革
命
で
は
な
か

っ
た
。
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
薩
長
閥
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
政
府
の
権
力
と
妥
協
し
、
形
を
変
え
て

26女性の歴史



現
れ
た
旧
勢
力
に
屈
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
が
社
会
へ
歩
み
だ
し
た
と
い
う
特
殊
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
。
新
し
い
明
治
が
そ
の
中
に
ど
ん
な
古
さ
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
樋
口
一
葉
の
小
説

に
も
現
れ
て
い
る
。
一
葉
の
傑
作
「
た
け
く
ら
べ
」
は
、
た
し
か
に
美
し
い
と
思
う
。
雅
俗
折
衷
の
あ
あ

い
う
抒
情
的
な
一
葉
の
文
章
も
古
典
の
一
つ
の
典
型
を
な
し
て
い
る
。

　
樋
口
一
葉
は
二
十
五
歳
の
若
さ
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
彼
女
が
は
じ
め
て
小
説
を
書
こ
う
と
し
は
じ
め

た
と
き
、
そ
の
相
談
の
た
め
半
井
桃
水
と
い
う
文
学
者
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
。
樋
口
一
葉
ほ
ど
の
才
能
の

あ
る
女
が
、
桃
水
の
よ
う
な
凡
庸
な
作
家
と
ど
う
し
て
親
し
く
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
研
究
者
の
間

で
よ
く
話
題
に
さ
れ
る
。
小
説
「
雪
の
日
」
の
題
材
と
な
る
雪
の
日
の
日
記
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
る
と

半
井
桃
水
は
樋
口
一
葉
と
同
様
に
貧
乏
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
一
葉
は
当
時
上
流
人
を
集
め
て

い
た
中
島
歌
子
の
塾
に
住
み
こ
み
の
弟
子
の
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
わ
が
ま
ま
な
育
ち
の
若
い
貴
婦
人
た

ち
の
な
か
で
彼
女
が
ど
ん
な
に
才
能
を
ね
た
ま
れ
、
つ
ら
い
め
を
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ま
か

い
插
話
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
貧
乏
と
い
う
も
の
は
口
惜
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
一
葉
は
日
記
の
中

で
書
い
て
い
る
。
半
井
桃
水
が
借
金
に
苦
し
め
ら
れ
て
居
ど
こ
ろ
を
く
ら
ま
し
て
、
小
さ
い
部
屋
に
か
く

れ
住
ん
で
い
る
。
そ
こ
へ
一
葉
は
原
稿
を
読
ん
で
も
ら
い
に
も
っ
て
行
く
。
貧
乏
な
生
活
が
一
葉
の
現
実

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
む
き
出
し
に
し
て
い
る
半
井
桃
水
を
自
分
の
仲
間
、
一
番
近
い
男
だ
と
感
じ
た
こ
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と
が
う
な
ず
け
る
。
生
活
の
現
実
の
類
似
。
貧
し
い
仲
間
だ
と
い
う
気
持
。
そ
れ
が
強
い
動
機
と
な
っ
て

一
葉
は
桃
水
に
親
し
み
を
覚
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
桃
水
と
の
交
際
を
中
島
歌
子
か
ら
叱
ら
れ

る
。
一
葉
は
桃
水
と
の
恋
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
っ
て
、
桃
水
と
の
つ
き
あ
い
は
絶
っ

て
し
ま
っ
た
。
桃
水
と
つ
き
あ
い
の
あ
っ
た
間
、
樋
口
一
葉
に
恋
の
歌
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
実
際
に
桃

水
と
の
つ
き
あ
い
を
や
め
て
、
も
う
誰
も
自
分
の
身
を
非
難
す
る
人
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
樋
口

一
葉
は
や
っ
と
封
建
的
な
圧
力
か
ら
ぬ
け
て
恋
の
歌
を
よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
も
ど
っ
さ
り
あ
ふ
れ
る
よ
う

に
、
恋
の
歌
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
と
い
う
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
一
つ
の
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の

ハ
ン
カ
チ
ー
フ
だ
と
思
う
。

　
こ
こ
に
一
葉
の
生
き
て
い
た
明
治
十
九
年
と
い
う
時
代
の
封
建
性
の
強
い
性
格
が
私
た
ち
に
多
く
の
こ

と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
明
治
十
九
年
と
い
う
年
を
世
界
の
歴
史
で
み
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
第
一
回
の
メ

ー
デ
ー
が
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
は
じ
め
て
八
時
間
の
労
働
、
八
時
間
の
教
育
、
八
時
間

の
休
養
を
世
界
の
労
働
者
が
要
求
し
て
た
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
に
日
本
で
は
、
そ
れ
ま
で

の
自
由
民
権
運
動
を
禁
圧
し
て
、
専
制
権
力
の
絶
対
性
を
擁
護
し
た
。
こ
の
年
に
世
界
の
国
際
メ
ー
デ
ー

が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
こ
ん
な
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
と
は
ず
れ
た
歴
史
の
本
質
の
上
に

今
日
の
歴
史
を
う
け
つ
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」
は
封
建
的
な
も
の
と
、
藤
村
な
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ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の

影
響
と
が
珍
し
い
調
和
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
一
粒
の
露
の
よ
う
な
特
色
あ
る
名
作
で
あ
る
。

　
明
治
も
四
十
年
代
に
入
っ
た
こ
ろ
、
平
塚
雷
鳥
な
ど
の
青
鞜
社
の
運
動
が
あ
っ
た
。
封
建
的
な
し
き
た

り
に
反
対
し
て
女
も
人
間
で
あ
る
以
上
自
分
の
才
能
を
発
揮
し
、
感
情
の
自
主
性
を
も
っ
て
し
か
る
べ
き

も
の
と
主
張
し
た
。
田
村
俊
子
の
文
学
は
明
治
の
中
葉
か
ら
大
正
に
か
け
て
日
本
の
女
が
ど
う
い
う
方
向

で
独
立
を
求
め
た
か
と
い
う
段
階
を
示
し
て
い
る
。
田
村
俊
子
の
人
間
と
し
て
の
女
の
感
情
自
由
の
主
張

の
中
に
は
、
き
ょ
う
の
目
か
ら
み
る
と
非
常
に
は
き
ち
が
え
た
素
朴
な
男
女
平
等
の
考
え
か
た
が
あ
る
。

男
の
す
る
よ
う
な
わ
が
ま
ま
は
同
じ
人
間
で
あ
る
女
も
し
て
い
い
も
の
だ
し
、
男
が
煙
草
を
吸
う
な
ら
、

女
だ
っ
て
吸
っ
て
あ
た
り
ま
え
、
と
い
う
よ
う
に
、
男
が
中
心
を
な
し
て
　
　
つ
ま
り
封
建
的
な
社
会
的

風
習
を
批
判
せ
ず
、
た
だ
男
が
や
っ
て
い
る
の
な
ら
女
も
す
る
、
と
い
う
考
え
か
た
の
限
界
を
も
っ
て
い

た
。
本
質
的
な
発
展
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
婦
人
が
人
間
と
し
て
の
自

分
を
主
張
し
は
じ
め
、
次
第
に
婦
人
の
経
済
的
独
立
の
必
要
に
理
解
を
す
す
め
て
き
た
と
い
う
点
で
明
治

末
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
婦
人
解
放
運
動
は
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

　
昭
和
の
は
じ
め
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
各
国
の
社
会
主
義
運
動
の
擡
頭
に
つ
れ
、
日
本
に
も
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
婦
人
の
社
会
的
地
位
の
向
上
や
婦
人
解
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放
の
課
題
は
、
そ
の
国
の
大
衆
生
活
全
体
の
地
位
の
向
上
と
解
放
の
実
現
と
と
も
に
解
決
さ
れ
る
問
題
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
。
男
に
対
し
て
女
も
、
と
い
う
性
の
対
立
の
問
題
で
は
な
く
て
、
勤

労
す
る
大
衆
の
男
女
が
お
か
れ
て
い
る
社
会
的
地
位
と
搾
取
す
る
階
級
と
の
間
に
お
こ
っ
て
い
る
近
代
社

会
の
階
級
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
文
学
の
分
野
で
、
は
じ
め
て
、
お
く
れ
た
資
本
主
義
日
本
の
封
建
的
の
の
こ
り

も
の
の
多
い
社
会
機
構
の
中
で
、
文
化
は
ど
う
い
う
歪
み
を
強
い
ら
れ
て
来
て
い
る
か
、
婦
人
は
ど
う
し

て
文
学
創
造
の
能
力
を
低
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
、
明
白
に
し
は
じ
め
た
。
婦
人
大
衆

が
社
会
の
現
実
の
中
で
持
っ
て
い
る
条
件
、
そ
の
不
幸
な
社
会
的
な
条
件
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
不

幸
や
不
平
等
は
女
を
苦
し
ま
し
て
い
る
と
と
も
に
、
男
も
不
幸
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
小
説
に
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
人
民
の
声
、
訴
え
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
と
か
な

し
み
、
未
来
へ
の
希
望
が
書
か
れ
、
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
の
胸
の
中
に
埋
め
ら
れ
て
来
た

訴
え
、
語
ら
れ
る
べ
き
物
語
、
要
求
と
希
望
と
を
発
表
す
る
能
力
を
や
し
な
い
、
そ
の
機
会
を
つ
く
っ
て

行
っ
て
こ
そ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
本
当
の
意
味
で
婦
人
の
文
学
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
昭
和
の
は
じ
め
、
日
本
の
歴
史
の
な
か
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
治
維
新
に

解
決
し
残
し
た
沢
山
の
社
会
的
・
文
化
的
の
矛
盾
を
は
じ
め
て
近
代
社
会
科
学
の
光
の
も
と
に
、
整
理
し
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解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
婦
人
と
社
会
・
文
学
の
問
題
を
、
全
人
民
の
半
分
で
あ
る
女
の
幸

福
、
創
造
力
の
発
展
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
こ
の
時
代
に
新
し
い
素
質
の
婦
人
作
家
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め

た
。
今
日
作
品
を
書
い
て
い
る
佐
多
稲
子
、
平
林
た
い
子
、
松
田
解
子
、
壺
井
栄
な
ど
。
こ
れ
ら
の
婦
人

作
家
は
、
そ
れ
ま
で
の
婦
人
作
家
と
ち
が
っ
て
、
貧
困
も
、
勤
労
の
味
も
、
女
と
し
て
の
波
瀾
も
経
験
し

た
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
人
達
に
よ
っ
て
、
本
当
に
社
会
矛
盾
を
認
識
し
、
人
間
と
し
て
伸
び
よ
う

と
す
る
女
性
の
声
が
文
学
の
な
か
へ
現
わ
れ
は
じ
め
た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
順
調
に
発
展
し
て
い
た
な
ら
ば
、
今
日
、
日
本
の
新
し
い
民
主
主
義
文
学

と
い
う
も
の
も
、
よ
ほ
ど
ち
が
っ
た
明
る
さ
に
照
ら
さ
れ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
支
配
階
級
が
、
大

衆
の
進
歩
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
実
に
烈
し
く
、
特
に
最
近
の
十
余
年
間
は
、
全
く
軍
事
目
的
の
た
め
に

民
衆
の
意
志
を
圧
殺
し
つ
づ
け
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
い
う
も
の
は
、
結
局
新
し
い
社
会
的
発
展
を

求
め
て
、
半
封
建
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
矛
盾
と
桎
梏
と
を
、
否
定
す
る
方
向
を
も
つ
か
ら
、
軍
事
的

な
日
本
の
専
制
支
配
権
力
が
、
そ
れ
を
う
け
入
れ
よ
う
筈
は
な
い
。
人
民
解
放
の
た
め
の
全
運
動
と
と
も

に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
殺
さ
れ
た
。
女
も
率
直
に
も
の
を
い
い
は
じ
め
た
。
ほ
っ
て
お
け
ば
、
考
え
も
、

い
う
こ
と
も
、
行
動
も
大
人
に
な
る
。
男
に
つ
よ
い
影
響
を
与
え
る
女
の
心
と
言
葉
、
動
き
を
い
ま
の
う

ち
に
ふ
さ
ご
う
。
手
足
を
押
え
よ
う
と
、
解
放
運
動
と
と
も
に
、
婦
人
が
ほ
ん
と
の
自
立
に
す
す
む
こ
と
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を
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
圧
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
長
い
年
月
が
一
九
四
五
年
の
八
月
十
五
日

ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
戦
時
中
、
少
年
で
あ
り
青
年
で
あ
っ
た
人
々
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
な
生
活
を
し
て
来
た
だ
ろ
う
か
。
そ

の
な
か
に
は
、
特
攻
隊
へ
連
れ
出
さ
れ
た
人
も
あ
っ
た
ろ
う
。
徴
用
で
い
ろ
い
ろ
な
職
場
で
働
き
、
学
徒

動
員
で
、
生
涯
の
目
標
を
挫
折
さ
れ
た
人
も
少
く
な
か
っ
た
。
家
を
焼
か
れ
、
肉
親
と
生
活
の
安
定
を
失

っ
た
人
も
沢
山
あ
る
だ
ろ
う
。
め
い
め
い
の
人
生
に
、
深
い
深
い
傷
を
受
け
て
、
そ
う
し
て
戦
は
終
っ
た
。

　
民
主
的
な
日
本
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
。
日
本
の
人
民
を
解
放

し
、
民
主
社
会
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
を
、
い
ま
の
政
府
は
世
界
か
ら
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
云
わ

ば
、
そ
の
責
任
の
故
に
存
在
を
許
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
に
お
い
て
民
主
的
な
文
学
と
い
う
も

の
へ
、
ど
れ
だ
け
の
若
い
新
し
い
作
家
が
お
く
り
出
さ
れ
て
来
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
新
し
い
日
本

と
と
も
に
生
れ
出
た
新
し
い
作
家
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
生
々
と
し
て
、
新
し
い
作
品
を
も
た
ら
す
人

は
い
た
っ
て
少
い
。
こ
こ
に
今
日
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。

　
今
日
の
二
十
四
五
歳
か
ら
三
十
代
の
人
々
は
、
男
女
と
も
に
戦
争
の
な
か
っ
た
時
代
の
日
本
の
青
年
た

ち
と
は
、
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の
人
生
の
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
自
分
の
生
命
を
、
一
た

ん
否
定
し
て
闘
っ
て
も
来
て
い
る
。
餓
死
す
る
人
間
も
見
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
人
た
ち
自
身
、
栄
養
失
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調
で
這
っ
て
帰
っ
て
来
た
か
も
知
れ
な
い
。
何
故
そ
こ
か
ら
新
し
い
文
学
が
生
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
歴

史
的
な
野
蛮
行
為
の
な
か
に
ま
き
こ
ま
れ
て
、
苦
悩
し
、
ひ
そ
か
に
泣
き
、
人
間
ら
し
さ
を
恋
う
た
心
が

一
つ
も
な
か
っ
た
、
と
ど
う
し
て
云
え
よ
う
。
そ
れ
だ
の
に
、
何
故
そ
れ
を
書
い
た
小
説
は
出
な
い
の
だ

ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
愛
を
破
壊
さ
れ
た
婦
人
が
い
る
の
に
、
何
故
そ
の
声
が
ほ
と
ば
し
っ
て
来
な
い
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
こ
そ
、
き
ょ
う
の
私
ど
も
の
実
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

　
文
学
が
書
か
れ
る
に
は
、
現
象
の
記
憶
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
が
そ
れ
を
ど
う
見
る
か
、
ど
う

考
え
る
か
、
そ
こ
か
ら
何
を
受
け
と
っ
た
か
と
い
う
一
つ
の
経
験
に
対
す
る
複
雑
な
人
間
的
摂
取
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
小
説
は
生
れ
る
。
も
し
た
だ
肉
体
で
経
験
し
た
だ
け
で
文
学
が
出
来
る
な

ら
、
あ
ん
な
に
苦
し
い
思
い
を
し
て
三
度
も
子
供
を
産
ん
だ
婦
人
は
だ
れ
で
も
そ
れ
に
つ
い
て
立
派
な
小

説
が
書
け
る
は
ず
だ
と
も
云
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
肉
体
的
な
経
験
か
ら
だ
け
で
は
ど
ん
な
小
説
も
出
来
な

い
。
平
和
的
な
人
民
の
一
人
と
し
て
、
あ
の
戦
は
本
来
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
日
本
の
大
衆
の
誰

も
が
戦
争
の
可
否
に
つ
い
て
議
論
し
、
一
票
を
投
じ
、
決
心
し
て
参
加
し
た
戦
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
歴

史
的
意
義
と
個
人
の
運
命
へ
の
影
響
を
反
省
も
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
ら
し
い
何
か
を
く
み
と
る
こ
と
も
可

能
な
経
験
だ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
頭
か
ら
脳
髄
を
と
り
、
心
臓
を
つ
ぶ
し
て
し

ま
っ
て
、
た
だ
一
つ
の
忍
耐
と
い
う
形
の
中
に
男
も
女
も
干
し
か
た
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
石
に
さ
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れ
た
心
臓
、
そ
し
て
脳
髄
を
す
り
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
な
頭
に
鉄
兜
を
つ
け
て
、
毒
瓦
斯
マ
ス
ク
を
つ
け
、

そ
し
て
み
ん
な
が
運
命
を
賭
し
、
生
命
を
賭
し
た
。
日
本
の
婦
人
は
、
世
界
の
婦
人
が
そ
れ
を
信
じ
か
ね

る
よ
う
な
程
度
ま
で
自
分
の
愛
情
さ
え
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
状
態
に
対
し
て
わ
た
し

た
ち
は
ど
う
抵
抗
出
来
た
だ
ろ
う
か
。
権
力
で
戦
争
に
引
張
り
出
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
戦
争
は
い

け
な
い
と
い
う
人
間
と
し
て
牢
屋
に
引
張
ら
れ
た
。
こ
の
な
か
に
云
い
つ
く
せ
な
い
惨
酷
を
自
分
の
意
志

で
踏
み
込
ん
だ
経
験
と
し
て
で
は
な
く
受
取
っ
た
。
私
ど
も
は
人
間
と
し
て
誇
る
べ
き
何
も
の
も
な
い
戦

に
追
い
た
て
ら
れ
た
。
全
く
家
畜
の
よ
う
に
追
込
ま
れ
た
戦
争
で
、
自
分
た
ち
を
犠
牲
に
し
て
来
て
い
る

た
め
に
、
殆
ど
夢
中
で
体
だ
け
で
苦
し
さ
に
耐
え
、
文
学
を
つ
く
る
と
こ
ろ
ま
で
精
神
を
保
っ
て
い
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
あ
の
当
時
は
女
も
男
も
夢
中
で
生
き
て
い
た
。
あ
ま
り
に
受
身
で
過
ぎ
た
。
民
主

主
義
文
学
へ
の
翹
望
は
高
い
の
に
、
何
故
戦
争
に
対
す
る
人
民
と
し
て
の
批
判
を
も
っ
た
文
学
、
婦
人
が

母
親
と
し
て
、
愛
人
と
し
て
、
ま
た
婦
人
に
対
し
て
重
荷
の
多
い
社
会
の
中
で
経
済
的
に
自
分
が
働
い
て

家
の
柱
と
な
っ
て
来
た
そ
の
経
験
に
つ
い
て
、
女
の
人
が
文
学
を
書
き
出
さ
な
い
か
。
こ
の
原
因
は
、
今

日
に
な
っ
て
み
れ
ば
た
だ
経
験
の
仕
方
が
あ
ま
り
受
け
み
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
戦
後
の
生
活
に
安

定
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
重
大
な
関
係
が
あ
る
。
戦
争
で
蒙
っ
た
心
の
傷
を
い
や
し
、

文
学
を
生
み
出
し
て
ゆ
け
る
よ
う
な
生
活
の
み
と
お
し
、
勤
労
に
よ
る
生
活
の
確
保
が
失
わ
れ
て
い
る
。
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二
三
ヵ
月
に
物
価
が
と
び
上
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
一
人
一
人
の
経
済
を
破
滅
さ
せ
て
い
る
と
と
も

に
、
婦
人
の
社
会
的
生
活
、
家
事
の
心
痛
を
未
曾
有
に
増
大
さ
せ
て
い
る
。
先
ず
、
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
生
き
て
こ
そ
の
文
学
で
あ
る
。
文
学
は
逆
に
云
え
ば
、
最
も
痛
烈
な
人
間
的
生
の
発
現
で
あ
る
。

　
私
ど
も
は
こ
こ
で
、
一
つ
の
現
実
的
理
解
に
到
達
し
た
。
文
学
の
発
展
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会

的
な
基
盤
が
必
要
で
あ
り
、
勤
労
階
級
の
生
活
の
安
定
の
要
求
は
全
く
ぴ
っ
た
り
と
私
た
ち
の
人
間
ら
し

い
文
化
の
要
求
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
改
正
さ
れ
た
憲
法
は
男
女
を
平
等
と
し
て

い
る
。
し
か
し
現
実
の
生
活
で
男
女
の
労
働
賃
金
は
同
一
で
な
い
。
男
女
は
ひ
と
し
く
選
挙
権
も
被
選
挙

権
も
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
の
土
台
に
な
る
経
済
的
・
社
会
的
生
活
の
ひ
と
し
さ
は
ま
だ
ま
だ
実
現
し
て
い

な
い
。
労
働
組
合
や
、
す
べ
て
の
民
主
勢
力
が
要
求
し
て
い
る
賃
金
、
待
遇
改
善
の
問
題
、
家
事
の
社
会

化
の
実
現
な
ど
は
、
婦
人
の
二
十
四
時
間
の
内
容
を
男
の
二
十
四
時
間
の
内
容
と
、
お
の
ず
か
ら
の
ち
が

い
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
社
会
的
質
の
高
さ
で
は
等
し
く
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
絶
対
に
必
要
な
前
提
条

件
で
あ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
基
本
に
な
る
教
育
に
つ
い
て
み
よ
う
。
憲
法
は
、
す
べ
て
の
人
は
教
育
を
受
け
る
こ

と
が
出
来
る
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
今
日
、
毎
日
ち
ゃ
ん
と
通
学
し
て
い
る
学
生
が
、
殆
ど
有
産
階
級
の

子
弟
だ
と
い
う
こ
と
は
、
民
主
日
本
の
建
設
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
重
大
な
マ
イ
ナ
ス
で
あ
ろ
う
。
学
生
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も
食
う
た
め
に
闇
屋
さ
え
や
っ
て
い
る
。
憲
法
で
云
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
駄
目
で
あ
る
。
実
際
の
可
能

を
作
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
、
教
育
の
民
主
化
と
い
う
問
題
は
甚
し
い
欺
瞞
と
な
る
。

　
す
べ
て
の
人
は
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
最
低
限
の
生
活
の
安
定
が
そ
の
勤
労
に
よ

っ
て
保
た
れ
、
勤
労
人
民
と
し
て
の
社
会
保
護
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
全
人
民

の
社
会
的
な
生
き
か
た
の
要
求
、
そ
の
実
現
の
努
力
と
と
も
に
、
民
主
文
学
の
可
能
性
も
拡
大
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
労
働
時
間
と
賃
金
の
問
題
は
、
人
民
に
と
っ
て
、
人
間
的
生
存
の
問
題
で
あ
り
、
文
化
の
問
題

で
も
あ
る
。
人
間
で
あ
れ
ば
時
間
に
よ
っ
て
命
を
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
時
間
を
そ
の
人
と
社
会
の
幸

福
の
た
め
に
つ
か
う
か
、
搾
取
の
対
象
と
さ
れ
る
か
で
は
、
本
質
的
な
運
命
の
ち
が
い
が
起
る
。
こ
れ
を

否
定
す
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
い
う
文
化
・
文
学
の
問
題
に
ふ
れ
て
六
・
三
制
の
問
題
を
、
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
国
民

学
校
六
年
の
卒
業
生
の
実
力
が
四
年
修
業
程
度
し
か
な
い
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
視
察
団
に
よ
っ
て

報
告
さ
れ
た
。
民
主
日
本
建
設
の
た
め
に
人
民
一
般
の
知
能
水
準
の
向
上
の
た
め
に
義
務
教
育
の
年
限
を

長
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
文
部
省
は
六
・
三
制
と
い
う
こ
と
を
き
め
た
。
九
年
の
義
務
教
育

と
云
わ
ず
六
年
と
三
年
を
分
け
て
六
・
三
制
と
考
え
て
い
る
。
何
故
一
ま
と
め
に
九
年
制
と
い
わ
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
九
年
制
に
し
て
ど
の
子
供
も
そ
の
間
は
勉
強
出
来
る
よ
う
に
国
庫
が
そ
の
保
証
を
し
て
や
ら
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な
け
れ
ば
こ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
月
謝
を
払
い
御
飯
を
食
べ
さ
せ
学
用
品
を
買
っ
て
や
る
と
い

う
こ
と
は
益
々
貧
困
化
し
て
来
て
い
る
親
の
多
数
に
と
っ
て
負
担
で
あ
る
。

　
文
部
省
に
こ
の
実
状
が
わ
か
っ
て
い
な
い
筈
は
な
い
の
に
、
六
・
三
と
分
け
て
、
後
の
三
年
は
通
信
教

授
だ
け
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
を
法
文
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
と
の
三
年
は
実
際
に
学
校
へ
行
か
な

い
で
も
た
だ
通
信
教
授
を
う
け
た
だ
け
で
義
務
教
育
は
終
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
、
初
等
中
学

三
年
と
い
う
新
し
く
ふ
え
た
生
徒
の
た
め
に
学
校
が
足
り
な
い
、
教
師
が
な
い
。
教
科
書
さ
え
そ
ろ
わ
な

い
。
し
か
も
一
応
六
年
を
終
っ
た
年
ご
ろ
で
親
の
役
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
子
供
は
買
出
し
の
手
つ
だ
い

に
も
行
っ
た
り
し
て
困
難
な
日
々
の
や
り
く
り
に
ま
き
こ
ま
れ
時
間
が
な
い
。
戦
災
者
、
復
員
者
、
引
揚

者
み
ん
な
困
窮
し
て
い
る
人
々
は
六
年
を
終
っ
た
子
供
を
生
計
の
た
め
の
助
手
に
し
な
け
れ
ば
や
り
き
れ

な
い
場
合
が
多
い
。
工
場
へ
な
り
給
仕
に
な
り
店
員
に
な
り
や
っ
て
せ
め
て
喰
べ
る
も
の
だ
け
は
、
何
と

か
し
て
雇
主
に
も
っ
て
貰
い
た
い
と
い
う
非
常
に
切
迫
し
た
要
求
が
あ
る
。
現
に
職
人
の
と
こ
ろ
で
使
わ

れ
る
小
僧
さ
ん
の
姿
が
目
立
っ
て
ふ
え
て
来
て
い
る
。
ブ
リ
キ
ヤ
と
か
大
工
と
か
。
労
働
基
準
法
で
は
少

年
の
労
働
に
つ
い
て
保
護
的
な
規
定
を
も
う
け
て
い
る
し
、
労
働
組
合
が
青
少
年
婦
人
の
待
遇
改
善
を
要

求
し
て
い
る
。
生
活
必
需
品
の
値
上
げ
に
つ
い
て
賃
上
げ
要
求
を
し
て
七
百
円
か
ら
千
五
百
円
に
な
り
、

千
八
百
円
ベ
ー
ス
の
今
日
、
物
価
は
ぐ
っ
と
高
く
な
り
公
定
価
も
上
っ
て
、
と
て
も
千
八
百
円
ベ
ー
ス
で
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は
や
っ
て
行
け
な
く
な
っ
て
い
る
。
つ
つ
ま
し
く
暮
し
て
四
人
家
族
で
五
千
六
百
円
ば
か
り
か
か
る
現
実

と
な
っ
た
。
大
学
生
一
人
二
千
五
百
円
も
な
く
て
は
や
れ
な
い
。
あ
と
の
三
年
は
通
信
教
授
で
も
い
い
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
郵
便
の
と
ど
く
と
こ
ろ
な
ら
ば
、
ど
こ
に
い
て
も
義
務
教
育
は
完
了
さ
れ
る
と
い
う

わ
け
だ
ろ
う
か
。
学
校
へ
行
け
な
い
で
生
活
の
た
め
に
工
場
へ
や
ら
れ
職
人
の
内
弟
子
と
な
っ
た
子
供
達

に
、
ど
ん
な
勉
強
の
ゆ
と
り
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
婦
人
の
問
題
と
し
て
繊
維
産
業
を
み
る
と
今
日
の
婦
人
労
働
の
最
低
の
あ
り
さ
ま
が
よ
く
わ
か
る
。
ど

こ
の
紡
績
工
場
で
も
、
大
体
寄
宿
舎
制
で
、
そ
こ
に
国
民
学
校
六
年
を
終
っ
た
だ
け
の
十
四
五
か
ら
二
十

歳
前
の
娘
が
、
何
万
人
と
働
か
せ
ら
れ
て
い
る
。
喰
べ
る
も
の
は
会
社
で
賄
っ
て
、
働
い
た
給
料
は
、
す

べ
て
の
紡
績
工
場
で
、
ほ
と
ん
ど
全
額
を
娘
さ
ん
に
わ
た
す
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
し
か

渡
さ
な
い
。
会
社
で
積
立
て
て
い
る
。
四
国
の
郡
是
と
い
う
工
場
で
は
、
去
年
の
秋
ご
ろ
、
二
百
三
十
円

前
後
の
収
入
と
い
う
の
が
一
番
多
か
っ
た
。
何
百
、
何
千
、
何
万
の
娘
た
ち
の
給
料
の
半
額
を
会
社
で
預

っ
て
、
預
っ
た
金
を
一
ヵ
月
間
会
社
の
た
め
に
流
用
す
る
な
ら
、
そ
の
金
融
的
効
力
は
ど
の
く
ら
い
だ
ろ

う
。
六
年
制
の
国
民
学
校
を
出
た
だ
け
の
、
子
供
の
よ
う
な
女
工
さ
ん
に
は
、
こ
ま
か
い
話
は
し
て
も
判

ら
な
い
。
会
社
は
若
い
娘
の
夢
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
工
場
の
建
物
を
白
く
塗
っ
て
、
き
れ
い
な
花
壇
を

つ
く
っ
た
り
演
芸
会
を
し
た
り
、
工
場
の
内
に
女
学
校
の
模
型
の
よ
う
な
も
の
を
お
い
て
、
お
茶
や
、
お
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花
な
ど
を
や
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
若
い
娘
た
ち
の
文
化
水
準
が
、
と
り
も
直
さ
ず
、
日
本
の
婦
人
の
文
化

的
水
準
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
最
も
労
働
条
件
の
お
く
れ
た
日
本
の
紡
績
産
業
に
働
く
娘
さ
ん
た
ち
の

も
っ
て
い
る
最
低
の
文
化
的
水
準
が
、
日
本
の
民
主
的
文
化
水
準
の
底
辺
な
の
で
あ
る
。

　
人
民
の
文
学
、
民
主
的
文
学
の
課
題
は
こ
こ
か
ら
第
一
歩
の
出
発
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
。
六
年
間

の
義
務
教
育
で
四
年
の
実
力
し
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
六
・
三
制
で
六
年
だ
け
出
た
若
い
人
が
四
年
修

業
者
だ
と
い
う
こ
と
は
明
瞭
な
事
実
で
あ
る
。
智
能
の
低
い
、
考
え
判
断
す
る
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
な

い
人
民
の
多
数
が
、
自
分
た
ち
の
貧
困
を
克
服
す
る
た
め
に
、
組
織
的
に
行
動
す
る
よ
り
も
ア
ナ
ー
キ
ー

に
陥
り
、
選
挙
権
を
も
っ
て
い
て
も
ど
う
い
う
政
党
に
投
票
し
て
よ
い
か
分
別
も
つ
か
な
い
で
、
資
本
主

義
の
搾
取
と
い
う
も
の
に
疑
問
を
も
た
な
い
人
間
と
し
て
育
っ
て
ゆ
く
と
し
た
ら
日
本
の
民
主
化
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
実
現
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
政
府
の
無
力
の
た
め
或
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
す
る
よ
り

深
刻
な
打
算
に
よ
っ
て
、
人
民
大
衆
は
、
全
く
奴
隷
化
し
た
状
態
に
お
と
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
も
の
で
も

な
い
。
自
分
の
国
の
政
府
に
よ
っ
て
、
人
民
が
隷
属
の
立
場
に
追
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
誰
が
承
服
出
来

よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
現
実
を
現
実
と
し
て
見
て
、
そ
れ
を
改
善
の
方
向
に
導
こ
う
と
す
る
意
志
。
そ
れ
こ
そ
今

日
の
日
本
人
民
に
と
っ
て
生
き
て
い
る
文
化
性
で
あ
り
、
文
学
の
内
容
で
あ
り
、
そ
の
素
材
で
あ
る
。
今
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日
の
文
学
は
芭
蕉
の
風
流
よ
り
、
も
っ
と
社
会
的
要
素
に
お
い
て
深
刻
で
あ
り
、
客
観
的
必
然
に
立
っ
て

い
る
。

　
愛
情
の
問
題
に
お
い
て
も
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
は
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
婦
人

の
生
活
も
、
自
分
の
支
配
者
で
あ
る
男
の
た
め
に
、
女
ら
し
さ
を
粧
う
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
人
民

の
幸
福
を
う
ち
た
て
て
ゆ
く
道
で
互
に
頼
り
に
な
る
男
女
と
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
女
ら
し
く
生
き
ら
れ
る

条
件
を
つ
く
り
出
し
て
ゆ
く
情
熱
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の
ぞ
ま
し
い
社
会
の
招
来
の
た
め
に
、
そ
の

建
設
の
方
へ
一
歩
一
歩
と
前
進
の
旅
を
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
新
し
い
世
代
の
詩
が
あ
り
、

歌
が
あ
り
、
文
学
が
あ
り
、
ま
た
行
進
曲
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

　
文
学
は
何
か
現
実
生
活
と
は
な
れ
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
習
慣
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
文
学
は
一
つ
の
歴
史
的
・
階
級
的
な
行
動
で
あ
る
と
云
え
る
。
行
動
は
生
存
の
意

義
の
た
め
に
、
発
展
の
方
向
を
持
つ
こ
と
が
当
然
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
多
難
な
社
会
生
活
の
間

で
自
分
の
爪
先
が
ど
っ
ち
を
向
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
文
学
に
大
切
な

個
性
と
い
う
こ
と
も
、
つ
ま
り
は
社
会
と
、
そ
こ
に
存
在
す
る
階
級
と
自
分
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る

か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
そ
の
関
係
に
ど
う
積
極
的
に
働
き
か
け
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
現

実
の
う
ち
に
個
性
は
き
た
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
一
歩
は
、
わ
れ
わ
れ
の
一
生
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
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な
い
一
歩
で
あ
る
。
私
た
ち
は
生
き
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
良
心
に
し
た
が
っ
て
、
あ
る
こ
と
を
肯
定

し
、
あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
社
会
と
自
分
の
た
め
に
労
作
し
、
生
を
愛
す
る
う
た
を
歌
う
権
利
が
あ
る
。

そ
の
権
利
を
知
り
、
実
現
す
る
義
務
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
に
つ
れ
て
よ
く
才
能
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
才
能
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
語
ら
れ

て
い
る
一
つ
の
忘
ら
れ
な
い
言
葉
を
こ
こ
に
し
る
そ
う
。

「
す
べ
て
の
才
能
は
義
務
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
七
年
四
月
〕
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婦
人
民
主
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版
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　1948
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昭
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）
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入
力
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柴
田
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治

校
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米
田
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2003
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作
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青
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文
庫
作
成
フ
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ル
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書
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青
空
文
庫
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ら
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