
「
地
獄
変
」
論―

「
良
秀
」
の
屏
風
絵
に
お
け
る
達
成
と
昇
華
、
あ
る
い
は
「
大
殿
様
」
の
失
墜
―

駒
ヶ
嶺
　
泰
暁

大
　舘
　
瑞
　城

は
じ
め
に

　
芥
川
龍
之
介
の
「
地
獄
変
」
は
、
ど
の
よ
う
な
物
語
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
永

栄
啓
伸
は
、「
背
理
す
る
語
り
（
下
）」
―
芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
―
（「
解

釈
」
一
九
九
六
　
八
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
発
し
、
論
考
し
て
い

る
。

　
　
良
秀
は
な
ぜ
涙
を
流
す
の
か
。
娘
が
憂
鬱
に
沈
み
込
ん
で
い
っ
た
真
の
理

由
は
何
な
の
か
。
上
臈
の
替
わ
り
に
娘
を
火
に
か
け
た
大
殿
の
本
当
の
心

情
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
謎
を
語
り
手
は
、
多
様
な
解
釈
の
余

地
を
残
し
て
、
あ
え
て
解
き
明
か
す
こ
と
を
し
な
い
。

「
地
獄
変
」
は
、
ま
さ
し
く
「
多
様
な
解
釈
の
余
地
」
の
あ
る
物
語
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
語
り
手
「
私
」
の
用
い
る
極
め
て
特
異
な
技
法
に
依
っ
て
い
る
。
本

稿
は
、
語
り
手
の
用
い
る
語
り
の
技
法
に
つ
い
て
の
分
析
と
、
そ
れ
が
織
り
成

す
「
大
殿
様
」
と
「
良
秀
」
の
二
つ
の
物
語
プ
ロ
ッ
ト

の
関
係
に
つ
い
て
、
一
定
の
解
釈

を
方
向
付
け
る
試
み
で
あ
る
。

１
、「
大
殿
様
」
の
物
語
①
　
―
「
手
ご
め
未
遂

（
１
）

事
件
」
ま
で

　
語
り
手
「
私
」
は
、
そ
も
そ
も
「
良
秀
」
の
「
娘
」
は
「
大
殿
様
の
お
声
が

か
り
」
で
「
小
女
房
」
に
上
が
っ
た
と
言
う
。
平
安
貴
族
の
中
で
も
と
り
わ
け

「
大
殿
様
」
の
よ
う
な
権
力
者
で
あ
れ
ば
、
屋
敷
の
内
外
に
「
大
殿
様
」
の
寵

愛
を
待
つ
身
分
の
高
い
女
性
た
ち
が
複
数
い
た
こ
と
で
あ
（
２
）

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
如
何
に
「
良
秀
」
が
「
高
名
」
と
は
い
え
、「
絵
師
風
情
の
娘
」

に
と
っ
て
は
異
例
の
抜
擢
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、「
子
煩
悩
」
な
「
良
秀
」
は
そ
れ
を
有
り
難
が
ら
な
い
ば
か
り
か
、

む
し
ろ
「
大
不
服
で
、
当
座
の
間
は
御
前
へ
出
て
も
、
苦
り
切
つ
て
ば
か
り
」

な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
良
秀
」
は
「
稚
児
文
殊
」
を
見
事
に
描

い
て
「
大
殿
様
」
に
「
褒
美
に
は
望
み
の
物
を
取
ら
せ
る
ぞ
。
遠
慮
な
く
望

め
。」
と
称
揚
さ
れ
た
際
に
も
、「
何
卒
私
の
娘
を
ば
御
下
げ
下
さ
い
ま
す
る
や
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う
に
」
と
要
求
す
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
四
、
五
遍
」
ほ
ど
も
繰

り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
大
殿
様
」
に
と
っ
て
、「
良
秀
」
は
さ
ぞ
目
障
り
な

存
在
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
娘
の
事

か
ら
良
秀
の
御
覚
え
が
大
分
悪
く
な
つ
て
来
た
」
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
、

「
大
殿
様
」
は
「
突
然
良
秀
を
御
召
に
な
つ
て
、
地
獄
変
の
屏
風
を
描
く
や
う

に
」
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　
は
た
し
て
「
大
殿
様
」
の
思
惑
通
り
、「
良
秀
」
は
「
五
六
箇
月
の
間
、
ま

る
で
御
邸
へ
も
伺
わ
な
い
で
、
屏
風
の
絵
に
ば
か
り
」
取
り
掛
か
る
よ
う
に
な

る
。「
大
殿
様
」
は
「
良
秀
」
が
「
い
ざ
絵
を
描
く
と
云
ふ
段
に
な
り
ま
す
と
、

娘
の
顔
を
見
る
気
も
な
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
計
算
し
て
い
た
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
案
の
定
、
以
降
、「
良
秀
」
は
弟
子
た
ち
を
モ
デ
ル
に
し
た
、
鎖
で
身
体
を

縛
っ
て
横
倒
し
に
し
た
り
、
耳
木
兔
を
け
し
か
け
た
り
と
い
う
猟
奇
的
な
創
作

活
動
に
没
頭
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。（
七
〜
十
一
）

　
　
所
が
一
方
良
秀
が
こ
の
や
う
に
、
ま
る
で
正
気
の
人
間
と
は
思
は
れ
な
い

程
夢
中
に
な
つ
て
、
屏
風
の
絵
を
描
い
て
居
り
ま
す
中
に
、
又
一
方
で
は

あ
の
娘
が
、
何
故
か
だ
ん�
�

気
鬱
に
な
つ
て
、
私
ど
も
に
さ
へ
涙
を
堪

へ
て
ゐ
る
容
子
が
、
眼
に
立
つ
て
参
り
ま
し
た
。（
十
二
）

「
良
秀
」
は
「
一
方
」
で
は
屏
風
を
「
正
気
の
人
間
と
は
思
は
れ
な
い
程
夢
中

に
な
つ
て
」
描
い
た
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
も
う
「
一
方
」
で
「
娘
」
が

「
何
故
か
だ
ん
だ
ん
気
鬱
に
な
つ
て
、
私
ど
も
に
さ
へ
涙
を
堪
へ
て
ゐ
る
容
子

が
、
眼
に
立
つ
」
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
そ
れ
に
つ
い
て
、「
大
殿
様
」
が
「
娘
」
を
「
御
意
に
従
は
せ
よ
う

と
し
て
い
ら
つ
し
や
る
の
だ
と
云
ふ
」
噂
が
立
つ
と
「
そ
れ
か
ら
は
誰
も
忘
れ

た
様
に
、
ぱ
つ
た
り
あ
の
娘
の
噂
を
し
な
く
な
つ
て
」
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
両
者
を
併
せ
れ
ば
、
語
り
手
「
私
」
は
「
大
殿
様
」
が
屏
風
絵
の
制

作
を
「
良
秀
」
に
与
え
て
気
を
逸
ら
し
て
い
る
中
に
「
娘
」
に
迫
っ
た
こ
と
を

暗
に
語
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
も
は
や
「
娘
」
が
「
大
殿
様
」
の
も
の
と
な

る
の
は
時
間
の
問
題
と
言
う
べ
き
状
況
な
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
事
態
は
そ
れ
と
は
反
対
の
方
向
に
展
開
す
る
。「
ち
ょ
う
ど
そ
の

こ
ろ
」
の
「
あ
る
夜
」、
語
り
手
「
私
」
は
猿
の
良
秀
に
導
か
れ
て
「
部
屋
の

中
か
ら
、
弾
か
れ
た
や
う
に
駈
け
出
さ
う
と
し
た
」「
良
秀
」
の
「
娘
」
に
遭

遇
す
る
。「
外
へ
転
び
出
」
し
た
「
娘
」
は
「
何
時
も
の
幼
さ
と
は
打
つ
て
変

つ
た
艶
し
さ
」
さ
え
漂
わ
せ
て
い
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
、「
私
」
は
そ
の
場
か
ら
「
慌
し
く
遠
の
い
て
行
く
も
う
一

人
の
足
音
」
を
聞
く
の
で
あ
る
。「
私
」
は
「
娘
」
に
そ
れ
が
誰
な
の
か
と
目

で
尋
ね
る
が
、「
娘
」
は
い
か
に
も
「
口
惜
し
そ
う
に
」「
唇
を
噛
み
な
が
ら
、

黙
つ
て
首
を
ふ
」
る
ば
か
り
で
答
え
な
い
。
重
ね
て
今
度
は
小
声
で
「
誰
で

す
」
と
尋
ね
て
も
「
長
い
睫
毛
の
先
へ
、
涙
を
一
ぱ
い
た
め
な
が
ら
、
前
よ
り

も
緊
く
唇
を
噛
み
し
め
て
ゐ
る
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。
逃
亡
者
が
誰
で
あ
っ
た

の
か
、
語
り
手
「
私
」
は
明
言
し
な
い
。

　
当
時
の
「
私
」
に
と
っ
て
、
全
て
（
襲
っ
た
の
は
大
殿
様
で
あ
る
、
事
此
処

に
至
る
ま
で
の
出
来
事
は
全
て
こ
れ
に
起
因
す
る
）
が
了
解
さ
れ
た
の
は
こ
の

時
だ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
物
語
る
現
在
に
至
る
ま

で
継
続
す
る
語
り
得
な
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
こ
と
ヽ
ヽ
な
の
だ
。「
私
」
が
「
そ
の
後
何
十
年
か
」
の
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歳
月
を
経
て
か
ら
語
り
手
と
し
て
駆
動
す
る
の
も
、
こ
の
時
の
感
慨
に
依
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
し
か
し
全
て
を
言
及
す
る

こ
と
は
立
場
上
憚
ら
れ
る
…
　「
性
得
愚
な
私
に
は
、
分
り
す
ぎ
て
ゐ
る
程
分

つ
て
ゐ
る
事
の
外
は
、
生
憎
何
一
つ
呑
み
こ
め
ま
せ
ん
」
と
い
う
語
り
手

「
私
」
の
強
弁
は
そ
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、「
大
殿
様
」
の
「
娘
」
へ
の
「
懸
想
」
は
、
こ
の
よ
う
な
過
程

を
経
て
思
う
よ
う
に
は
行
か
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
大
殿
様
」
は
「
良

秀
」
に
「
地
獄
変
の
屏
風
」
を
描
か
せ
る
こ
と
で
「
娘
」
か
ら
気
を
逸
ら
す
こ

と
に
成
功
し
、
最
後
は
無
理
に
「
娘
」
に
関
係
を
迫
っ
た
の
だ
が
、「
娘
」
の

固
い
拒
絶
と
「
私
」
と
い
う
思
わ
ぬ
邪
魔
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
失
敗
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

２
、「
大
殿
様
」
の
物
語
②
　
―
「
半
月
ば
か
り
」
後

　「
そ
の
晩
の
出
来
事
が
あ
つ
て
か
ら
、
半
月
ば
か
り
」
が
経
ち
、
語
り
手

「
私
」
は
、「
大
殿
様
」
の
屋
敷
に
「
良
秀
」
が
地
獄
変
の
屏
風
が
「
も
は
や
あ

ら
ま
し
は
出
来
上
つ
た
の
も
同
前
」
と
報
告
を
し
に
来
た
こ
と
を
述
べ
る
。
し

か
し
、「
大
殿
様
」
の
声
に
は
「
何
故
か
妙
に
力
の
無
い
、
張
合
の
ぬ
け
た
所
」

が
あ
っ
た
と
い
う
。「
大
殿
様
」
に
と
っ
て
、
屏
風
は
「
良
秀
」
の
「
娘
」
を

も
の
に
す
る
た
め
の
〈
手
段
〉
で
あ
っ
て
〈
目
的
〉
で
は
な
か
っ
た
。〈
目
的
〉

が
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
も
は
や
〈
手
段
〉
は
ど
う
で
も
よ
い
、
と
い
う

様
子
が
伺
え
る
。

　
だ
が
、「
良
秀
」
の
「
私
は
総
じ
て
、
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
描
け
ま
せ
ぬ
」

と
い
う
言
葉
を
聞
き
、「
大
殿
様
」
の
関
心
は
再
び
喚
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。「
嘲
る
や
う
な
御
微
笑
」
を
浮
か
べ
た
「
大
殿
様
」
は
「
で
は
地
獄
変

の
屏
風
を
描
か
う
と
す
れ
ば
、
地
獄
を
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
な
」
と
舌
な
め

ず
り
し
、「
良
秀
」
の
言
う
こ
と
に
は
耳
も
貸
さ
ず
に
「
し
か
し
罪
人
は
ど
う

ぢ
や
。
獄
卒
は
見
た
事
が
あ
る
ま
い
な
」
と
畳
み
か
（
３
）

け
る
。

　
あ
わ
よ
く
ば
自
分
を
拒
ん
だ
娘
と
、
こ
の
忌
々
し
い
良
秀
を
始
末
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
―
―
　「
大
殿
様
」
の
内
面
の
動
き
が
垣
間
見
え
る
。

　
斯
様
な
「
大
殿
様
」
の
思
惑
を
知
ら
ず
し
て
か
、「
良
秀
」
の
訴
え
は
核
心

に
突
き
進
む
。「
私
は
屏
風
の
唯
中
に
、
檳
榔
毛
の
車
が
一
輛
空
か
ら
落
ち
て

来
る
所
を
描
か
う
と
思
つ
て
居
り
ま
す
る
。」「
そ
の
車
の
中
に
は
、
一
人
の
あ

で
や
か
な
上
臈
が
、
猛
火
の
中
に
黒
髪
を
乱
し
な
が
ら
、
悶
え
苦
し
ん
で
ゐ
る

の
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。」「
―
―
あ
ゝ
、
そ
れ
が
、
そ
の
牛
車
の
中
の
上
臈
が
、

ど
う
し
て
も
私
に
は
描
け
ま
せ
ぬ
。」
と
い
う
「
良
秀
」
の
言
葉
を
受
け
て
、

「
大
殿
様
」
は
「
妙
に
悦
ば
し
さ
う
な
御
気
色
で
」「
さ
う
し
て
―
―
ど
う
ぢ

や
。」
と
先
を
促
し
た
と
い
う
。
語
り
手
「
私
」
は
「
大
殿
様
」
が
確
か
な
予

感
に
打
ち
奮
え
る
様
を
報
告
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
「
良
秀
」
は
「
ど
う
か
檳
榔
毛
の
車
を
一
輛
、
私

の
見
て
ゐ
る
前
で
、
火
を
か
け
て
頂
き
た
う
ご
ざ
い
ま
す
る
。
さ
う
し
て
も
し

出
来
ま
す
る
な
ら
ば
―
―
」
と
言
っ
て
し
ま
う
。

　
か
く
し
て
、「
大
殿
様
」
は
労
せ
ず
し
て
「
娘
」
を
始
末
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
「
娘
」
の
父
で
あ
る
「
良
秀
」
が
望
ん
だ

こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
を
や
っ
て
し
ま
え
ば
、
父
親
で
あ
る
「
良
秀
」
も
平
気
で

は
居
ら
れ
ま
い
。「
大
殿
様
」
の
陰
惨
な
興
奮
を
語
り
手
「
私
」
は
ま
ず
「
大

殿
様
は
御
顔
を
暗
く
な
す
つ
た
と
思
ふ
と
、
突
然
け
た
た
ま
し
く
御
笑
ひ
に
な

り
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
大
殿
様
」
は
「
お
ゝ
、
万
事
そ
の
方

が
申
す
通
り
に
致
し
て
遣
は
さ
う
。
出
来
る
出
来
ぬ
の
詮
議
は
無
益
の
沙
汰
ぢ
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や
。」
と
応
じ
る
。

　
さ
ら
に
「
大
殿
様
」
の
描
写
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
実
際
又
大
殿
様
の
御
容
子
も
、
御
口
の
端
に
は
白
く
泡
が
た
ま
つ
て
居
り

ま
す
し
、
御
眉
の
あ
た
り
に
は
び
く�

�

と
電

い
な
づ
まが

走
つ
て
居
り
ま
す
し
、

ま
る
で
良
秀
の
も
の
狂
ひ
に
御
染
み
な
す
つ
た
の
か
と
思
ふ
程
、
唯
な
ら

な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
ち
よ
い
と
言
を
御
切
り
に
な
る

と
、
す
ぐ
又
何
か
が
爆は

ぜ
た
や
う
な
勢
ひ
で
、
止
め
度
な
く
喉
を
鳴
ら
し

て
御
笑
ひ
に
な
り
な
が
ら
、（
十
五
）

こ
れ
は
、
け
っ
し
て
一
般
的
な
女
人
を
一
人
灼
き
殺
す
こ
と
か
ら
く
る
興
奮
に

止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。「
娘
」、
そ
し
て
「
良
秀
」
に
「
地
獄
を
見
」
せ
て
や

れ
る
と
い
う
思
い
が
も
た
ら
す
「
も
の
狂
い
」
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
大
殿
様
」
は
、「
娘
」
を
ど
う
始
末
す
る
か
思
案
し
て
い

た
と
こ
ろ
に
「
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
描
け
ま
せ
ぬ
」「
さ
う
し
て
も
し
出
来

ま
す
る
な
ら
ば
―
」
と
い
う
「
良
秀
」
の
「
望
み
」
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
、

「
娘
」
を
灼
き
殺
す
た
め
の
格
好
の
口
実
を
手
に
し
た
の
だ
っ
た
。

３
、
語
り
手
「
私
」
の
設
定
に
つ
い
て
、
ま
た
「
私
」
の
用
い

る
語
り
の
技
法
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
、
語
り
手
「
私
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
先
に
少
し
触
れ
た
が
、「
私
」
が
語
る
時
制
は
、
事
の
顛
末
の
「
後
何
十
年

か
」
で
あ
る
。
か
な
り
長
い
月
日
が
経
過
し
て
い
る
。
ま
た
、「
こ
の
私
な
ぞ

は
、
大
殿
様
に
も
二
十
年
来
御
奉
公
申
し
て
居
り
ま
し
た
が
」
と
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
の
は
、「
私
」
は
立
場
上
こ
れ
ま
で
言
わ
ず
に
来
た
こ

と
を
敢
え
て
今
語
り
始
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
る
こ
と
を
さ
せ
な

か
っ
た
制
約
も
未
だ
消
え
て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
消
え
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、「
私
」
に
は
語
る
べ
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
地
獄
変
の
屏
風
の
由

来
」
が
あ
る
の
だ
。
だ
が
そ
れ
は
極
め
て
困
難
な
隘
路
に
な
る
に
違
い
な
い
。

「
私
」
は
そ
れ
を
良
く
理
解
し
、
計
算
づ
く
で
語
り
始
め
て
い
る
。

　
　
尤
も
か
や
う
な
噂
の
立
ち
ま
し
た
起
り
も
、
無
理
の
な
い
所
が
ご
ざ
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
又
後
に
な
つ
て
、
ゆ
つ
く
り
御
話
し
致
し
ま
せ
う
。（
三
）

さ
ま
ざ
ま
に
意
匠
を
凝
ら
し
て
「
ゆ
っ
く
り
」
と
語
る
。
こ
れ
は
、「
私
」
が

自
ら
の
語
り
の
姿
勢
を
示
し
た
〈
宣
言
〉
な
の
で
あ
る
。

　「
地
獄
変
」
一
篇
を
論
ず
る
際
に
必
ず
と
い
う
程
引
用
さ
れ
る
、
芥
川
の
自

作
解
説
と
言
う
べ
き
書
簡
の
一
節
が
あ
る
。

　
　
…
二
つ
の
説
明
が
互
に
絡
み
合
っ
て
い
て
そ
れ
が
表
と
裏
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
一
つ
は
日
向
の
説
明
で
（
中
略
）
も
う
一
つ
は
陰
の
説
明

で
そ
れ
は
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
間
の
関
係
を
恋
愛
で
は
な
い
と
否
定
し

て
い
く
（
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
く
）

大
正
七
年
六
月
十
八
日
の
小
島
政
二
郎
宛

こ
れ
と
、
１
、
２
章
で
見
て
来
た
こ
と
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
語
り
手
「
私
」
の
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言
説
の
基
調
は
、
確
か
に
「
日
向
」
と
「
陰
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
ま
た
、
そ
の
典
型
は
次
の
様
な
箇
所
で
あ
ろ
う
。

　
　
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
贔
屓
ひ
い
き

に
な
つ
た
の
は
、
全
く
こ
の
猿
を
可
愛
が

つ
た
、
孝
行
恩
愛
の
情
を
御
賞
美
な
す
つ
た
の
で
、
決
し
て
世
間
で
兎
や

角
申
し
ま
す
や
う
に
、
色
を
御
好
み
に
な
つ
た
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

（
三
）

　
　
大
殿
様
が
娘
の
美
し
い
の
に
御
心
を
惹
か
さ
れ
て
、
親
の
不
承
知
な
の
も

か
ま
は
ず
に
、
召
し
上
げ
た
な
ど
と
申
す
噂
は
、
大
方
か
や
う
な
容
子
を

見
た
も
の
ゝ
当
推
量

あ
て
ず
ゐ
り
や
う
か
ら
出
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。（
五
）

　
　
私
ど
も
の
眼
か
ら
見
ま
す
と
、
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
下
げ
に
な
ら
な

か
つ
た
の
は
、
全
く
娘
の
身
の
上
を
哀
れ
に
思
召
し
た
か
ら
で
、
あ
の
や

う
に
頑
か
た
く
なな
親
の
側
へ
や
る
よ
り
は
御
邸
に
置
い
て
、
何
の
不
自
由
な
く
暮

さ
せ
て
や
ら
う
と
云
ふ
難
有
い
御
考
へ
だ
つ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
五
）

　
　
が
、
色
を
御
好
み
に
な
つ
た
と
申
し
ま
す
の
は
、
恐
ら
く
牽
強
附
会

け
ん
き
や
う
ふ
く
わ
い

の
説

で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
い
や
、
跡
方
も
な
い
嘘
と
申
し
た
方
が
、
宜
し
い
位

で
ご
ざ
い
ま
す
。（
五
）

敢
え
て
「
恋
愛
で
は
な
い
」
と
繰
り
返
す
こ
と
で
、
そ
の
逆
の
「
肯
定
」
が
立

ち
上
が
る
。
き
わ
め
て
強
い
当
て
擦
り
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
「
大
殿
様
」
を
賞

揚
し
て
み
せ
れ
ば
、
逆
に
貶
め
よ
う
と
す
る
雰
囲
気
が
立
ち
込
め
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
〈
符
牒
〉
も
見
出
せ
る
。

　
　
所
が
一
方
良
秀
が
こ
の
や
う
に
、
ま
る
で
正
気
の
人
間
と
は
思
は
れ
な
い

程
夢
中
に
な
つ
て
、
屏
風
の
絵
を
描
い
て
居
り
ま
す
中
に
、
又
一
方
で
は

あ
の
娘
が
、
何
故
か
だ
ん�

�

気
鬱
に
な
つ
て
、
私
ど
も
に
さ
へ
涙
を
堪

へ
て
ゐ
る
容
子
が
、
眼
に
立
つ
て
参
り
ま
し
た
。（
十
二
）

　
　
何
故
か
こ
の
上
問
ひ
訊た

ゞ

す
の
が
悪
い
や
う
な
、
気
咎
め
が
致
し
た
か
ら
で

も
ご
ざ
い
ま
す
。（
十
三
）

　
　
し
か
し
か
う
仰
有
お
つ
し
や

る
大
殿
様
の
御
声
に
は
、
何
故

な

ぜ

か
妙
に
力
の
無
い
、
張

合
の
ぬ
け
た
所
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
十
四
）

　
　「
さ
う
し
て
―
―
ど
う
ぢ
や
。」

　
　
大
殿
様
は
ど
う
云
ふ
訳
か
、
妙
に
悦
ば
し
さ
う
な
御
気
色
で
、
か
う
良
秀

を
御
促
し
に
な
り
ま
し
た
。（
十
五
）

　
　
大
殿
様
は
三
度
口
を
御
噤

お
つ
ぐ

み
に
な
り
ま
し
た
が
、
何
を
御
思
ひ
に
な
つ
た

の
か
、
今
度
は
唯
肩
を
揺
つ
て
、
声
も
立
て
ず
に
御
笑
　
ひ
な
さ
り
な
が

ら
、（
十
五
）

こ
れ
ら
の
〈
そ
の
よ
う
で
あ
る
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
〉
と
繰
り
返
さ
れ
る
箇

所
の
数
々
は
、「
そ
の
後
何
十
年
」
の
今
と
な
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
理
由
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が
連
関
す
る
も
の
と
し
て
統
一
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
語
り
手
「
私
」
は
そ
れ
を
意
図
的
に
隠
蔽
す
る
。

　〈
符
牒
〉
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
空
白
箇
所
に
は
そ
の
よ
う

な
語
り
の
〈
意
図
を
汲
め
〉
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
語
り

手
「
私
」
は
、
聴
き
手
／
読
み
手
に
絶
え
ず
こ
の
よ
う
に
〈
共
犯
〉
を
要
請
し

て
く
る
。
だ
が
、
こ
と
の
性
質
上
、
容
易
に
そ
の
意
図
を
読
ま
れ
て
し
ま
う
よ

う
な
〈
符
牒
〉
で
あ
っ
て
も
ま
た
困
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
呼
応
す

る
の
は
か
な
り
の
困
難
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
〈
符
牒
〉
の
延
長
線
上
に
、
例
の
「
手
ご
め
未
遂
事
件
」
の

際
の
印
象
的
な
個
所
が
来
る
。

　
　
私
は
矢
庭
に
遣
り
戸
を
開
け
放
し
て
、
月
明
り
の
と
ど
か
な
い
奥
の
方
へ

跳
り
こ
ま
う
と
致
し
ま
し
た
。
が
、
そ
の
時
私
の
眼
を
遮

さ
へ
ぎ

つ
た
も
の
は

―
―
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
も
つ
と
私
は
、
同
時
に
そ
の
部
屋
の
中
か
ら
、

弾
か
れ
た
や
う
に
駈
け
出
さ
う
と
し
た
女
の
方
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

（
十
三
）

ま
ず
、
言
わ
ず
と
も
良
い
こ
と
（「
私
の
眼
を
遮

さ
へ
ぎ
つ
た
も
の
」）
に
敢
え
て
言
及

す
る
の
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
言
い
止
す
こ
と
で
逆
に
そ
の
こ
と
の
重
大
性
を

示
唆
す
る
。
さ
ら
に
話
題
を
転
じ
て
見
せ
れ
ば
（「
―
―
い
や
、
そ
れ
よ
り
も

も
つ
と
」）、
そヽ
れヽ
に
つ
い
て
の
明
言
は
回
避
さ
れ
、
そヽ
うヽ
で
は
な
か
っ
た
可
能

性
も
必
ず
担
保
さ
れ
る
。
し
か
し
、
却
っ
て
そヽ
うヽ
で
あ
っ
た
可
能
性
は
確
実
に

釣
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。

　
そ
し
て
遂
に
は
次
の
科
白
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
性
得

し
や
う
と
く

愚
お
ろ
か

な
私
に
は
、
分
り
す
ぎ
て
ゐ
る
程
分
つ
て
ゐ
る
事
の
外
は
、

生
憎
あ
い
に
く

何
一
つ
呑
み
こ
め
ま
せ
ん
。（
十
三
）

入
念
に
迷
彩
を
施
し
、
ど
こ
ま
で
も
し
ら
を
切
っ
て
こ
こ
ま
で
来
た
が
、
こ
う

強
弁
し
て
見
せ
れ
ば
、
さ
す
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。

見
て
し
ま
っ
た
も
の
を
敢
え
て
見
な
か
っ
た
こ
と
に
し
、
自
分
は
愚
か
だ
か
ら

分
か
ら
な
い
と
頬
か
む
り
を
す
る
。
確
信
犯
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聴
き
手
／
読

み
手
は
受
け
取
っ
て
よ
い
段
取
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
作
為
は
、
単
な
る
「
肯
定
」
に
止
ま

ら
な
い
。
周
到
に
迷
彩
を
施
し
な
が
ら
、
裏
面
の
真
実
を
告
げ
よ
う
と
す
る
口

吻
は
次
第
に
ト
ー
ン
が
上
が
っ
て
い
く
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
語
り

手
「
私
」
は
「
大
殿
様
」
を
貶
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ト
ー
ン
は
、
終
章
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
先ま

づ

第
一
に
何
故
な

ぜ

大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
焼
き
殺
し
な
す
つ
た
か
、
―
―

こ
れ
は
、
か
な
は
ぬ
恋
の
恨
み
か
ら
な
す
つ
た
の
だ
と
云
ふ
噂
が
、
一
番

多
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
が
、
大
殿
様
の
思
召
し
は
、
全
く
車
を
焼
き
人
を

殺
し
て
ま
で
も
、
屏
風
の
画
を
描
か
う
と
す
る
絵
師
根
性
の
曲

よ
こ
し
まな

の
を
懲

ら
す
御
心
算

お

つ

も

り

だ
つ
た
の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
現
に
私
は
、
大
殿
様
が

御
口
づ
か
ら
さ
う
仰
有

お
つ
し
や

る
の
を
伺
つ
た
事
さ
へ
ご
ざ
い
ま
す
。（
二
十
）

物
語
が
収
束
し
よ
う
と
す
る
こ
の
段
階
で
は
語
り
に
は
「
大
殿
様
」
の
罪
科
を

晒
し
上
げ
る
よ
う
な
露
悪
的
な
雰
囲
気
す
ら
漂
う
。「
大
殿
様
」
の
醜
態
は
酸
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鼻
を
極
め
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、「
良
秀
」
に
つ
い
て
の
語
り
に
も
延
用
さ

れ
て
い
る
。

　
　
い
ざ
絵
を
描
く
と
云
ふ
段
に
な
り
ま
す
と
、
娘
の
顔
を
見
る
気
も
な
く
な

る
と
申
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
不
思
議
な
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
。（
五
）

　
　
屏
風
の
画
も
、
下
画
が
八
分
通
り
出
来
上
つ
た
儘
、
更
に
捗は

か

ど
る
模
様
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
い
や
、
ど
う
か
す
る
と
今
ま
で
に
描
い
た
所
さ
へ
、
塗

り
消
し
て
も
し
ま
ひ
兼
ね
な
い
気
色
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
そ
の
癖
、
屏
風
の
何
が
自
由
に
な
ら
な
い
の
だ
か
、
そ
れ
は
誰
に
も
わ
か

り
ま
せ
ん
。（
十
一
）

　
　
そ
れ
は
あ
の
強
情
な
老
爺

お
や
ぢ

が
、
何
故

な

ぜ

か
妙
に
涙
脆も
ろ

く
な
つ
て
、
人
の
ゐ
な

い
所
で
は
時
々
独
り
で
泣
い
て
ゐ
た
（
十
二
）

　
　
傲
慢
な
あ
の
男
が
、
屏
風
の
画
が
思
ふ
や
う
に
描
け
な
い
位
の
事
で
、
子

供
ら
し
く
泣
き
出
す
な
ど
と
申
す
の
は
、
随
分
異
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
。（
十
二
）

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
「
私
」
は
「
良
秀
」
の
言
動
の
〈
謎
〉
に
つ
い
て
も
敢

え
て
そ
の
理
由
を
明
示
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
〈
謎
〉
は
「
大
殿

様
」
の
「
良
秀
」
に
対
す
る
「
地
獄
変
の
屏
風
を
描
く
よ
う
に
」
と
い
う
「
思

し
召
し
」
か
ら
生
じ
た
状
況
で
あ
る
。
語
り
手
が
明
言
す
る
こ
と
を
憚
る
以

上
、
先
ず
は
「
大
殿
様
」
の
側
の
〈
謎
〉
を
解
か
な
け
れ
ば
此
方
の
〈
謎
〉
は

解
け
な
い
と
い
う
の
が
順
序
な
は
ず
で
あ
る
。
故
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
本

稿
の
始
め
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
像
を
具
体
化
さ
せ
た
。

　
さ
ら
に
は
、
当
然
「
良
秀
」
の
行
状
に
つ
い
て
の
語
り
に
関
し
て
も
、
例
の

〈
符
牒
〉
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
い
っ
た
い
語
り
手
「
私
」
は
聴
き
手
／

読
み
手
に
対
し
、「
良
秀
」
の
行
状
の
何
に
つ
い
て
〈
意
図
を
汲
め
〉
と
〈
共

闘
〉
を
要
請
し
て
く
る
の
か
。

　
次
か
ら
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

４
、「
良
秀
」
の
物
語
①
　
―
「
絵
師
」
と
「
父
親
」
と
の
内

的
葛
藤

　「
良
秀
」
の
「
子
煩
悩
」
ぶ
り
は
盲
目
的
な
様
相
を
帯
び
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
と
は
相
反
す
る
か
た
ち
で
、
如
何
な
「
大
殿
様
」
に
課
さ
れ
た
無
理
難
題

で
あ
ろ
う
（
４
）

と
も
、「
地
獄
変
の
屏
風
」
を
描
き
上
げ
る
た
め
に
「
娘
」
は
灼
き

殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
「
良
秀
」
に
と
っ
て
の
真
実
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
良
秀
」
の
内
的
葛
藤
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
「
夢
見
が
悪
い
」

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　「
誰
だ
と
思
つ
た
ら
―
―
う
ん
、
貴
様
だ
な
。
己
も
貴
様
だ
ら
う
と
思
つ

て
ゐ
た
。
な
に
、
迎
へ
に
来
た
と
？
　
だ
か
ら
来
い
。
奈
落
へ
来
い
。
奈

落
に
は
―
―
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
つ
て
ゐ
る
。」

　
　（
中
略
）
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　「
待
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
車
へ
乗
つ
て
来
い
―
―
こ
の
車
へ
乗
つ
て
、

奈
落
へ
来
い
―
―
」（
八
）

屏
風
絵
を
描
き
上
げ
る
為
に
は
何
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
屏
風
絵
の
描
き

始
め
で
あ
る
「
秋
の
は
じ
め
」
の
「
あ
る
日
」
に
（「
娘
」
が
灼
か
れ
る
の
は

「
春
」（
十
六
））、
こ
の
よ
う
な
「
夢
」
に
よ
っ
て
「
良
秀
」
は
「
娘
」
が
「
奈

落
」
で
自
分
を
「
待
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
明
瞭
に
知
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
「
夢
」
と
い
う
形
で
先
験
的
に
示
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
以
後
「
良
秀
」
の
辿
る
軌
跡
は
、
運
命
に
抗
い
な
が

ら
も
徐
々
に
そ
れ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
き
、
遂
に
は
そ
れ
を
具
現
化
さ
せ
て

し
ま
う
過
程
と
し
て
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
先
に
述
べ
た
「
大
殿
様
」
が

「
娘
」
を
灼
き
殺
す
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
も
、
こ
の
メ
イ
ン
・
プ
ロ
ッ
ト
の
サ
ブ

的
機
能
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。）

　
従
っ
て
、
次
に
も
語
り
の
明
瞭
な
方
向
付
け
が
あ
る
。

　
　
そ
の
間
の
事
に
就
い
て
は
、
別
に
取
り
立
て
ゝ
申
し
上
げ
る
程
の
御
話
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
も
し
強
ひ
て
申
し
上
げ
る
と
致
し
ま
し
た
ら
、
そ
れ
は

あ
の
強
情
な
老
爺

お
や
ぢ

が
、
何
故

な

ぜ

か
妙
に
涙
脆も

ろ

く
な
つ
て
、
人
の
ゐ
な
い
所
で

は
時
々
独
り
で
泣
い
て
ゐ
た
と
云
ふ
御
話
位
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

殊
に
或
日
、
何
か
の
用
で
弟
子
の
一
人
が
、
庭
先
へ
参
り
ま
し
た
時
な
ぞ

は
廊
下
に
立
つ
て
ぼ
ん
や
り
春
の
近
い
空
を
眺
め
て
ゐ
る
師
匠
の
眼
が
、

涙
で
一
ぱ
い
に
な
つ
て
ゐ
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
　

　
　（
中
略
）

　
　
五
趣
生
死

ご
し
ゆ
し
や
う
じ

の
図
を
描
く
為
に
は
、
道
ば
た
の
屍
骸
さ
へ
写
し
た
と
云
ふ
、

傲
慢
な
あ
の
男
が
、
屏
風
の
画
が
思
ふ
や
う
に
描
け
な
い
位
の
事
で
、
子

供
ら
し
く
泣
き
出
す
な
ど
と
申
す
の
は
、
随
分
異
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
。（
十
二
）

　
語
り
手
「
私
」
は
、「
良
秀
」
は
「
下
画
が
八
分
通
り
出
来
上
つ
た
」（
十

一
）
状
況
に
お
い
て
、
漸
々
「
娘
」
を
「
屏
風
の
唯
中
」
を
描
く
為
に
供
犠
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
瀬
戸
際
に
追
い
込
ま
れ
て
「
泣
い
て
ゐ
た
」
と
云
う
の
で
あ

る
。

　
さ
ら
に
語
り
手
は
、「
娘
」
が
灼
か
れ
る
べ
き
も
う
一
つ
の
必
然
で
あ
る

「
大
殿
様
」
に
（
５
）

よ
る
「
手
ご
め
未
遂
事
件
」
に
言
及
し
（
十
二
、
十
三
）、「
良

秀
」
の
「
涙
」
の
訳
と
そ
れ
と
を
併
せ
る
よ
う
に
し
て
、「
良
秀
」
の
物
語
を

次
の
よ
う
に
繋
い
で
い
く
。

　
　
何
時
も
よ
り
は
一
層
気
む
づ
か
し
さ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
、
恭
し
く
御
前

へ
平
伏
致
し
ま
し
た
が
、
や
が
て
嗄

し
は
が

れ
た
声
で
申
し
ま
す
に
は
「
兼

ね�
�

御
云
ひ
つ
け
に
な
り
ま
し
た
地
獄
変
の
屏
風
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

私
も
日
夜
に
丹
誠
を
抽ぬ
き

ん
で
て
、
筆
を
執
り
ま
し
た
甲
斐
が
見
え
ま
し

て
、
も
は
や
あ
ら
ま
し
は
出
来
上
つ
た
の
も
同
前
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。」

　
　（
中
略
）

　
　「
い
え
、
そ
れ
が
一
向
目
出
度
く
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。」
良
秀
は
、
稍
腹
立

し
さ
う
な
容
子
で
、
ぢ
つ
と
眼
を
伏
せ
な
が
ら
、「
あ
ら
ま
し
は
出
来
上

り
ま
し
た
が
、
唯
一
つ
、
今
以
て
私
に
は
描
け
ぬ
所
が
ご
ざ
い
ま
す
る
。」

　
　（
中
略
）

　
　「
さ
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。
私
は
総
じ
て
、
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
描
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け
ま
せ
ぬ
。
よ
し
描
け
て
も
、
得
心
が
参
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
で
は
描
け
ぬ

も
同
じ
事
で
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
。」　（
十
四
）

「
良
秀
」
の
葛
藤
は
、
こ
の
期
に
及
ん
で
当
に
一
線
を
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
既
に
「
良
秀
」
の
覚
悟
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
機
は

熟
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　「
良
秀
」
が
こ
れ
ま
で
「
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
描
け
」
な
い
と
い
う
よ
う

な
写
実
的
な
創
作
態
度
を
示
し
て
来
た
と
い
う
伏
線
も
踏
ま
え
て
（
七
〜
十

一
）、
語
り
手
は
「
良
秀
」
が
為ヽ
すヽ
べヽ
きヽ
こヽ
とヽ
をヽ
為ヽ
すヽ
にヽ
至ヽ
るヽ
様ヽ
を
、
克
明
に

語
る
。

　
　「
私
は
屏
風
の
唯
中
に
、
檳
榔
毛

び

ら

う

げ

の
車
が
一
輛
空
か
ら
落
ち
て
来
る
所
を

描
か
う
と
思
つ
て
居
り
ま
す
る
。」
良
秀
は
か
う
云
つ
て
、
始
め
て
鋭
く

大
殿
様
の
御
顔
を
眺
め
ま
し
た
。
あ
の
男
は
画
の
事
と
云
ふ
と
、
気
違
ひ

同
様
に
な
る
と
は
聞
い
て
居
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
眼
の
く
ば
り
に
は

確
に
さ
や
う
な
恐
ろ
し
さ
が
あ
つ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
そ
の
車
の

中
に
は
、
一
人
の
あ
で
や
か
な
上
臈
が
、
猛
火
の
中
に
黒
髪
を
乱
し
な
が

ら
、
悶
え
苦
し
ん
で
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。
顔
は
煙
に
烟む

せ

び
な
が

ら
、
眉
を
顰ひ
そ

め
て
、
空
ざ
ま
に
車
蓋
や
か
た

を
仰
い
で
居
り
ま
せ
う
。
手
は

下
簾

し
た
す
だ
れ

を
引
き
ち
ぎ
つ
て
、
降
り
か
ゝ
る
火
の
粉
の
雨
を
防
が
う
と
し
て

ゐ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
さ
う
し
て
そ
の
ま
は
り
に
は
、
怪
し
げ
な
鷙
鳥

が
十
羽
と
な
く
、
二
十
羽
と
な
く
、
嘴
く
ち
ば
しを
鳴
ら
し
て
紛
々
と
飛
び
繞め
ぐ

つ
て

ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。
―
―
あ
ゝ
、
そ
れ
が
、
そ
の
牛
車
の
中
の
上

臈
が
、
ど
う
し
て
も
私
に
は
描
け
ま
せ
ぬ
。」「
さ
う
し
て
―
―
ど
う
ぢ

や
。」
大
殿
様
は
ど
う
云
ふ
訳
か
、
妙
に
悦
ば
し
さ
う
な
御
気
色
で
、
か

う
良
秀
を
御
促
し
に
な
り
ま
し
た
。
が
、
良
秀
は
例
の
赤
い
唇
を
熱
で
も

出
た
時
の
や
う
に
震
は
せ
な
が
ら
、
夢
を
見
て
ゐ
る
の
か
と
思
ふ
調
子

で
、「
そ
れ
が
私
に
は
描
け
ま
せ
ぬ
。」
と
、
も
う
一
度
繰
返
し
ま
し
た

が
、
突
然
噛
み
つ
く
や
う
な
勢
ひ
に
な
つ
て
、「
ど
う
か
檳
榔
毛
の
車
を

一
輛
、
私
の
見
て
ゐ
る
前
で
、
火
を
か
け
て
頂
き
た
う
ご
ざ
い
ま
す
る
。

さ
う
し
て
も
し
出
来
ま
す
る
な
ら
ば
―
―
」（
中
略
）

　
　「
檳
榔
毛
の
車
に
も
火
を
か
け
よ
う
。
又
そ
の
中
に
は
あ
で
や
か
な
女
を

一
人
、
上
臈
の
装
よ
そ
ほ
ひを
さ
せ
て
乗
せ
て
遣
は
さ
う
。
炎
と
黒
煙
と
に
攻
め
ら

れ
て
、
車
の
中
の
女
が
、
悶
え
死
を
す
る
―
―
そ
れ
を
描
か
う
と
思
ひ
つ

い
た
の
は
、
流
石
に
天
下
第
一
の
絵
師
ぢ
や
。
褒
め
て
と
ら
す
。
お
ゝ
、

褒
め
て
と
ら
す
ぞ
。」
大
殿
様
の
御
言
葉
を
聞
き
ま
す
と
、
良
秀
は
急
に

色
を
失
つ
て
喘あ

へ

ぐ
や
う
に
唯
、
唇
ば
か
り
動
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
や
が

て
体
中
の
筋
が
緩
ん
だ
や
う
に
、
べ
た
り
と
畳
へ
両
手
を
つ
く
と
、「
難

有
い
仕
合
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。」
と
、
聞
え
る
か
聞
え
な
い
か
わ
か
ら
な

い
程
低
い
声
で
、
丁
寧
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。（
十
五
）

も
ち
ろ
ん
、「
娘
」
は
「
小
女
房
」
で
あ
っ
て
「
上
臈
」
で
は
な
い
。
し
か
し

こ
の
時
点
で
、「
良
秀
」
に
と
っ
て
は
も
は
や
懇
願
の
対
象
は
「
娘
」
以
外
に

は
有
り
得
な
い
。
あ
た
か
も
「
良
秀
」
は
自
ら
の
言
葉
が
招
来
す
る
結
果
を
予

見
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
屏
風
絵
を
描
き
上
げ
る
た
め
に
は
避

け
が
た
い
必
然
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、「
良
秀
」
は
ほ
ぼ
「
大
殿
様
」
の
側
の
事
情
を
把
握
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
だ
が
、
性
急
に
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
で
あ
っ
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た
の
か
、
と
追
及
し
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
真
相
は
語
り
手
「
私
」

に
よ
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
て
い
る
。
聴
き
手
・
読
み
手
が
な
す

べ
き
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
そ
う
聴
か
せ
よ
う
／
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
語
り
の

偏
向
を
解
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
言
説
に
身
を
添
わ
せ
る

こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
る
。
謎
解
き
的
な
真
相
追
究
で
は
な
く
、「
大
殿
様
」
と

「
良
秀
」
各
々
の
物
語
の
描
く
軌
跡
を
丹
念
に
辿
り
、
そ
れ
ら
物
語
の
相
互
に

絡
ま
り
合
う
具
合
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
の
偏
向
の
内
実
は
解
け

る
は
ず
で
あ
る
。

　
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
大
殿
様
」
と
「
良
秀
」
の
思
惑
は
位
相
が
か

け
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
裏
一
体
と
な
っ
て
〈
娘
を
灼
く
〉
と
い

う
一
つ
の
事
柄
を
指
向
す
る
。
そ
の
語
り
の
微
妙
な
差
配
の
あ
り
方
こ
そ
が
驚

嘆
に
値
す
る
の
だ
。

　「
さ
う
し
て
も
し
出
来
ま
す
る
な
ら
ば
―
―
」
と
「
良
秀
」
は
自
身
で
は
そヽ

れヽ
に
つ
い
て
語
っ
て
は
い
な
い
。
そヽ
れヽ
は
「
そ
の
中
に
は
あ
で
や
か
な
女
を
一

人
、
上
臈
ヽ
ヽ
のヽ
装ヽ
をヽ
さ
せ
て

ヽ
ヽ
ヽ
乗
せ
て
遣
は
さ
う
」
と
、
執
行
者
で
あ
る
「
大
殿

様
」
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
応
答
す
る
「
良
秀
」
の
言
葉
は
「
難
有
い

仕
合
で
ご
ざ
い
ま
す
る
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
語
り
手
の
口
吻
は
ど
こ
ま
で
も

シ
ニ
カ
ル
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
こ
と
が
運
ん
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
「
良
秀
」

は
絵
を
描
く
た
め
に
」「
娘
」
を
諦
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
娘
」
を
乗
せ

た
「
檳
榔
毛
の
車
」
内
に
縛
め
ら
れ
て
い
る
「
娘
」
を
「
良
秀
」
が
見
た
直
後

の
反
応
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
あ
の
男
は
こ
の
景
色
に
、
半
ば
正
気
を
失
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
今

ま
で
下
に
蹲
う
づ
く
まつ
て
ゐ
た
の
が
、
急
に
飛
び
立
つ
た
と
思
ひ
ま
す
と
、
両
手

を
前
へ
伸
し
た
儘
、
車
の
方
へ
思
は
ず
知
ら
ず
走
り
か
ゝ
ら
う
と
致
し
ま

し
た
。（
十
七
）

分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
い
ざ
現
実
に
な
れ
ば
到
底
信
じ
が
た
い

―
―
　
し
か
し
「
大
殿
様
」
は
、「
火
を
か
け
い
」
と
躊
躇
い
な
く
車
に
火
を

点
け
さ
せ
る
。
そ
の
期
に
臨
む
「
良
秀
」
の
様
子
は
さ
ほ
ど
特
別
な
も
の
で
は

な
い
。

　
　
が
、
そ
の
大
き
く
見
開
い
た
眼
の
中
と
云
ひ
、
引
き
歪
め
た
唇
の
あ
た
り

と
云
ひ
、
或
は
又
絶
え
ず
引
き
攣つ

つ
て
ゐ
る
頬
の
肉
の
震ふ
る

へ
と
云
ひ
、
良

秀
の
心
に
交
々
こ
も�

�

往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
と
は
、
歴
々
と
顔
に
描

か
れ
ま
し
た
。
首
を
刎は

ね
ら
れ
る
前
の
盗
人
で
も
、
乃
至
は
十
王
の
庁
へ

引
き
出
さ
れ
た
、
十
逆
五
悪
の
罪
人
で
も
、
あ
ゝ
ま
で
苦
し
さ
う
な
顔
を

致
し
ま
す
ま
い
。（
十
八
）

こ
こ
ま
で
は
、「
娘
」
を
灼
か
れ
る
父
親
の
尋
常
な
る
（
！
）
苦
し
み
の
描
写

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
は
こ
れ
ま
で
「
良
秀
」
の
良
心
の
戯
画
的
精
髄

と
し
て
登
場
し
て
き
た
「
猿
」
が
、
火
に
飛
び
込
み
「
娘
」
と
運
命
を
共
に
す

る
様
が
描
か

（
６
）

れ
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
直
ぐ
に
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

　
　
さ
つ
き
ま
で
地
獄
の
責
苦

せ
め
く

に
悩
ん
で
ゐ
た
や
う
な
良
秀
は
、
今
は
云
ひ
や
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う
の
な
い
輝
き
を
、
さ
な
が
ら
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
、
皺
だ
ら
け

な
満
面
に
浮
べ
な
が
ら
、
大
殿
様
の
御
前
も
忘
れ
た
の
か
、
両
腕
を
し
つ

か
り
胸
に
組
ん
で
、
佇
た
ゝ
ず

ん
で
ゐ
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
（
十
九
）

こ
の
よ
う
な
変
容
は
何
故
／
如
何
に
し
て
起
き
る
の
か
。
語
り
手
「
私
」
は
す

か
さ
ず
注
記
を
加
え
る
。

　
　
あ
の
男
の
眼
の
中
に
は
、
娘ヽ
の
悶
え
死
ぬ
有
様
が
映
つ
て
ゐ
な
い
や
う
な

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
唯
美
し
い
火
焔
の
色
と
、
そ
の
中
に
苦
し
む
女ヽ
人ヽ
の

姿
と
が
、
限
り
な
く
心
を
悦
ば
せ
る
―
―
さ
う
云
ふ
景
色
に
見
え
ま
し

た
。（
十
九
）

既
に
「
良
秀
」
は
「
女
人
」
を
し
か
視
て
い
な
い
。
も
は
や
「
良
秀
」
は

「
娘
」
を
灼
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
涙
し
て
い
た
父
親
で
は
な
く
な
っ
た
こ

と
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
以
降
、
語
り
手
は
そ
の
語
調
を
以
下
の
如
く

上
げ
て
い
く
。

　
　
そ
の
時
の
良
秀
に
は
、
何
故
か
人
間
と
は
思
は
れ
な
い
、
夢
に
見
る
獅
子

王
の
怒
り
に
似
た
、
怪
し
げ
な
厳

お
ご
そ
かさ

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
十
九
）

　
　
皆
息
を
ひ
そ
め
な
が
ら
、
身
の
内
も
震
へ
る
ば
か
り
、
異
様
な
随
喜
の
心

に
充
ち
満
ち
て
、
ま
る
で
開
眼
の
仏
で
も
見
る
や
う
に
、
眼
も
離
さ
ず
、

良
秀
を
見
つ
め
ま
し
た
。（
十
九
）

こ
の
よ
う
に
、「
良
秀
」
は
さ
な
が
ら
「
師
子
王
」「
開
眼
の
仏
」
と
し
て
降
誕

し
た
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
物
語
の
佳
境
は
、「
良
秀
」
の

人
な
ら
ざ
る
者
へ
の
変
容
の
場
面
と
し
て
あ
る
。

　
思
え
ば
〈
娘
が
犠
牲
に
な
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
〉
と
は
、「
良

秀
」
と
い
う
人
間
が
「
地
獄
変
の
屏
風
」
を
描
き
上
げ
る
の
に
必
要
な
、
最
も

地
獄
的
な
地
獄
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
経
て
、
冒
頭
よ
り
ほ
と

ん
ど
異
能
者
と
し
て
登
場
し
た
「
良
秀
」
は
つ
い
に
人
な
ら
ざ
る
者
に
変
容
す

る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
れ
こ
そ
が
「
大
殿
様
」
と
い
う
「
権
者
の
再
来
」

（
神
仏
の
権
（
＝
仮
）
の
表
象
）
を
凌
駕
し
得
る
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
方
途
な

の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
、「
屏
風
の
出
来
上
つ
た
次
の
夜
」、
す
な
わ
ち
屏
風
を
「
大
殿

様
」
に
献
上
し
た
翌
夜
に
「
良
秀
」
が
自
死
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
人
な
ら

ざ
る
者
が
こ
の
世
に
い
ら
れ
る
の
は
、「
炎
熱
地
獄
の
大だ
い

苦く

艱げ
ん

を
如
実
に
感
じ
」

さ
せ
る
「
地
獄
変
」
の
具
現
ま
で
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

　
か
く
し
て
、
芸
術
家
（
＝
「
絵
師
」）「
良
秀
」
は
、
最
愛
の
「
娘
」
と
自
分

の
命
と
の
引
き
換
え
に
「
地
獄
変
の
屏
風
」
を
描
き
上
げ
た
。
今
や
、
葛
藤
は

解
消
さ
れ
、
強
烈
な
カ
タ
ル
シ
ス
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
そ
の
よ
う

に
語
り
手
「
私
」
は
一
つ
の
物
語
を
謳
い
上
げ
た
の
で
あ
る
。

５
、「
良
秀
」
の
物
語
②
（「
大
殿
様
」
の
物
語
③
）
―
「
良

秀
」
の
「
子
煩
悩
」
と
「
大
殿
様
」
の
「
懸
想
」
の
相
克

　
だ
が
、
語
り
手
「
私
」
は
〈
良
秀
は
絵
師
と
し
て
の
ほ
と
ん
ど
極
限
と
も
い

う
べ
き
達
成
を
果
た
し
た
〉
こ
と
を
語
っ
た
、
と
い
う
ば
か
り
で
は
、
未
だ
こ

の
物
語
を
十
分
に
論
じ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
良
秀
」
が
屏
風
絵
を
書
き
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上
げ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
今
一
つ
の
、
語
り
の
奥
底
に
響
く

「
良
秀
」
と
「
大
殿
様
」
と
の
相
克
に
耳
を
澄
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
、
言
う
の
も
、「
良
秀
」
は
、
確
か
に
「
大
殿
様
」
の
思
惑
通
り
に
屏
風

絵
に
没
頭
し
た
が
、
け
っ
し
て
「
娘
」
の
こ
と
を
忘
却
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
改
め
て
確
認
す
れ
ば
、「
良
秀
」
は
屏
風
絵
制
作
の
比
較
的
早
い
段
階
で

「
夢
」
に
よ
っ
て
地
獄
で
「
娘
が
待
っ
て
い
る
」
よ
う
に
な
る
の
を
予
見
し
て

い
た
。（
八
）
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
何
故
起
こ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
〈
や
が
て
、

娘
を
灼
き
殺
す
／
娘
は
灼
き
殺
さ
れ
る
〉
こ
と
も
「
良
秀
」
は
ほ
ぼ
理
解
し

「
泣
い
て
」（
八
）
い
た
、
と
い
う
の
が
語
り
の
含
意
で
あ
る
。（
十
二
）
そ
し

て
屏
風
絵
が
完
成
段
階
に
差
し
掛
か
る
と
、
そ
れ
以
上
筆
を
進
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
涙
し
、（
十
一
、
十
二
）、「
娘
」
の
身
が
危
う
い
と
き
に
は

「
良
秀
」
の
「
子
煩
悩
」
の
化
身
で
あ
る
「
猿
秀
」
が
「
娘
」
を
庇
護
す
る

（
十
二
、
十
三
）。

　
つ
ま
り
、「
娘
の
顔
を
見
る
気
も
な
く
な
る
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
表
面

的
な
粉
飾
な
の
で
あ
り
、
屏
風
絵
に
没
頭
し
な
が
ら
も
、「
良
秀
」
は
「
娘
」

の
こ
と
を
片
時
た
り
と
も
思
わ
ぬ
時
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
な
の
だ
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
改
め
て
先
の
場
面
は
ど
う
読
ま
れ
る
べ
き
か
。
繰
り
返
し

の
引
用
は
避
け
る
が
（
四
十
一
頁
参
照
）、
そ
こ
に
お
い
て
は
、「
地
獄
変
」
一

隻
の
完
成
を
媒
体

メ
デ
ィ
ア

と
し
て
、「
良
秀
」
は
「
大
殿
様
」
と
の
「
娘
」
の
〈
奪
い

合
い
〉
の
構
図
に
決
着
を
付
け
て
い
る
こ
と
に
気
（
７
）

付
く
。「
大
殿
様
」
は
「
娘
」

を
灼
き
殺
し
て
鬱
憤
を
晴
ら
す
と
と
も
に
口
封
じ
を
し
、
同
時
に
「
良
秀
」
か

ら
最
愛
の
「
娘
」
を
奪
い
去
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
陥
穽
が
待
ち

構
え
て
い
た
。

　
す
な
わ
ち
、「
良
秀
」
は
屏
風
絵
の
完
成
の
た
め
に
ば
か
り
「
上
臈
」
を

「
火
に
か
け
て
頂
き
」
た
い
と
頼
ん
だ
の
で
は
な
い
。
そ
の
依
願
が
、
屏
風
絵

を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
止
む
を
得
な
い
供
犠
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た

が
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
は
、「
大
殿
様
」
か
ら
「
娘
」
を
奪
回
す
べ
く
為
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
尋
常
な
手
段
で
は
到
底
「
大
殿
様
」
に
は
抗
し
得
な
い
。
な
ら
ば
、「
大
殿

様
」
の
私
怨
に
乗
じ
て
（
か
ど
う
か
は
い
ざ
知
ら
ず
、
で
あ
る
。
だ
が
語
り
手

「
私
」
は
そ
れ
を
強
く
示
唆
し
て
已
ま
な
い
）「
娘
」
を
灼
き
殺
さ
せ
、「
良
秀
」

の
「
地
獄
変
」
の
中
に
永
遠
に
奪
還
す
る
。
何
よ
り
そ
れ
は
、
一
度
は
「
娘
」

に
「
懸
想
」
し
、「
良
秀
」
か
ら
「
娘
」
を
奪
お
う
と
し
た
「
大
殿
様
」
自
身

の
手
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
意
趣
返
し
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
そ

れ
は
、
人
倫
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
業
で
は
到
底
有
り
得
な
い
―
―

　
語
り
手
「
私
」
の
彫
琢
は
、
か
く
も
深
淵
を
経
巡
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
良
秀
が
娘
を
奪
回
す
る
物
語
」
は
、「
良
秀
が
娘
を
供
犠

と
し
て
屏
風
絵
を
描
き
上
げ
る
物
語
」
に
伏
流
し
て
い
る
。
伏
流
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
そ
れ
が
言
説
の
水
面
上
に
浮
上
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ

が
、
語
り
の
射
程
は
、
確
実
に
其
処
に
届
い
て
い
る
。

　
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
に
至
る
と
、
先
に
述
べ
た

〈
符
牒
〉
の
謎
に
一
定
の
答
え
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
良
秀
」

の
屏
風
絵
に
お
け
る
芸
術
的
達
成
は
見
や
す
く
と
も
、「
大
殿
様
」
と
の
〈
奪

い
合
い
〉
の
果
て
に
な
さ
れ
る
「
娘
」
の
犠
牲
の
選
択
、
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、〈
符
牒
〉
を
受
け
取
る
こ
と
の
出
来
た
聴
き
手
／
読
み
手
は
、
語
り

手
「
私
」
と
の
（
も
ち
ろ
ん
「
良
秀
」
と
の
）〈
共
闘
〉
に
成
功
し
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
表
立
っ
た
糾
弾
は
し
な
い
そ
の
裏
で
匕
首
を
チ
ラ
つ
か
せ
る
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の
が
「
日
向
と
影
の
説
明
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
解
り
難
い
の
は
当
然
な
の
だ

が
、
語
り
に
込
め
ら
れ
た
「
私
」
の
「
良
秀
」
へ
の
ひ
と
方
な
ら
ぬ
加
担
を
、

聴
き
手
／
読
み
手
は
総
力
で
も
っ
て
受
容
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

６
、
結
び
　
―
言
説
の
表
裏

　
最
後
に
、「
良
秀
」
の
芸
術
的
達
成
・
昇
華

カ
タ
ル
シ
ス
は
、「
大
殿
様
」
の
失
墜
を
土
台

と
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
語
り
手
「
私
」

が
「
大
殿
様
」
が
痴
情
と
保
身
の
た
め
故
に
「
娘
」
を
灼
き
殺
す
に
至
る
プ

ロ
ッ
ト
を
遠
回
し
に
進
め
る
に
つ
れ
、
加
速
度
的
に
「
大
殿
様
」
の
権
威
は
地

に
堕
ち
て
い
く
。
そ
の
兆
候
は
２
、
３
章
で
触
れ
た
個
所
に
色
濃
く
表
れ
て
い

た
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
し
て
、
そ
の
「
大
殿
様
」
の
軽
躁
な
性
向
は
、
最
終
的
に
は
次
の
よ
う
に

帰
着
す
る
。

　
　
が
、
そ
の
中
で
た
つ
た
、
御
縁
の
上
の
大
殿
様
だ
け
は
、
ま
る
で
別
人
か

と
思
は
れ
る
程
、
御
顔
の
色
も
青
ざ
め
て
、
口
元
に
泡
を
御
た
め
に
な
り

な
が
ら
、
紫
の
指
貫
さ
し
ぬ
き
の
膝
を
両
手
に
し
つ
か
り
御
つ
か
み
に
な

つ
て
、
丁
度
喉
の
渇
い
た
獣
の
や
う
に
喘
あ
へ
ぎ
つ
ゞ
け
て
い
ら
つ
し
や

い
ま
し
た
。（
二
十
）

こ
の
よ
う
に
、「
大
殿
様
」
は
冒
頭
（
一
）
に
お
け
る
「
権
者
」
か
ら
、「
獣
の

よ
う
な
喘
ぎ
声
」（
二
十
）
を
発
す
る
者
へ
と
失
墜
す
る
。
そ
の
様
は
「
良
秀
」

の
「
獣
め
い
た
心
も
ち
を
起
さ
せ
」（
二
）
る
人
間
か
ら
「
開
眼
の
仏
」（
十

九
）
へ
の
昇
華
と
は
反
比
例
の
軌
跡
を
描
く
の
で
あ
り
、
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
が
示
さ
れ
て
（
８
）

い
る
。「
良
秀
」
は
、
絵
を
描
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大

殿
様
」
の
「
懸
想
」
か
ら
最
愛
の
「
娘
」
を
奪
い
返
す
こ
と
に
成
功
す
る
が
、

そ
れ
は
、「
大
殿
様
」
か
ら
「
権
者
」
と
し
て
の
絶
対
性
を
剥
奪
し
、
踏
み
台

に
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　「
大
殿
様
」
の
失
墜
を
踏
み
台
に
す
る
「
良
秀
」
の
美
的
な
変
容
の
様
態
は
、

谷
崎
潤
一
郎
の
「
刺
青
」
に
お
け
る
「
肥
料
」
と
い
う
美
人
画
を
も
彷
彿
と
さ

せ
る
。「
大
殿
様
」
の
腐
臭
が
強
い
ほ
ど
に
、「
地
獄
変
」
一
隻
の
価
値
は
高
ま

る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
※
１
　「
地
獄
変
」
本
文
の
底
本
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
　
第
一
巻
』
岩
波
書
店
　
一

九
九
五
　
を
用
い
た
。

　
※
２
　
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
度
に
中
央
大
学
杉
並
高
等
学
校
で
行
わ
れ
た
駒
ヶ
嶺
泰

暁
と
大
舘
瑞
城
に
よ
る
教
材
研
究
・
授
業
実
践
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
「
国
語
総
合
」）

を
基
に
し
て
い
る
。
本
稿
の
文
責
は
駒
ヶ
嶺
が
負
う
。

（
１
）「
手
ご
め
未
遂
事
件
」
と
い
う
用
語
は
、「
地
獄
変
―
―
上
臈
焚
死
図
か
ら
女
房
焚

死
図
へ
」
笠
井
秋
生
（『
芥
川
龍
之
介
』
作
品
研
究
」
双
文
社
　
一
九
九
五
）
に

依
っ
た
。

（
２
）
竹
腰
道
子
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
芥
川
龍
之
介
『
地
獄
変
』
―
語
り
の
日
向
と
陰

―
」（『
経
営
情
報
学
部
論
集
』
浜
松
大
学
　
一
九
九
八
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
当
然
、
職
場
に
は
最
高
権
力
者
大
殿
の
「
御
憶
え
」
に
あ
ず
か
ろ
う
と
気
を
引

く
駆
け
引
き
が
日
常
的
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

（
３
）
こ
の
時
「
大
殿
様
」
の
「
し
か
し
罪
人
は
ど
う
ぢ
や
。
獄
卒
は
見
た
事
が
あ
る
ま

い
な
」
と
い
う
台
詞
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
伏
線
に
な
っ
て
い
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る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
大
殿
様
は
又
言
を
御
止
め
に
な
つ
て
、
御
側
の
者
た
ち
に
　
せ
を
な
さ
い
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
急
に
苦
々
し
い
御
調
子
で
、「
そ
の
内
に
は
罪
人
の
女
房
が
一
人
、

縛
い
ま
し

め
た
儘
、
乗
せ
て
あ
る
。
さ
れ
ば
車
に
火
を
か
け
た
ら
、
必
定
そ
の
女
め
は
肉

を
焼
き
骨
を
焦
し
て
、
四
苦
八
苦
の
最
期
を
遂
げ
る
で
あ
ら
う
。（
十
七
）

　
　
　「
大
殿
様
」
の
口
走
る
「
罪
人
の
女
房
」
に
は
、「
手
ご
め
未
遂
事
件
」
よ
り
半
月

ば
か
り
、
そ
の
間
の
「
大
殿
様
」
の
懸
案
が
何
で
あ
っ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
如
何
に
し
て
娘
を
始
末
す
べ
き
か
」
で
あ
る
。

　
　
　
同
様
の
読
解
を
含
む
も
の
と
し
て
、
佐
々
木
雅
發
の
論
文
が
あ
る
。（
な
お
、
本

稿
は
本
論
文
に
多
大
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。）

　
　
　〈
大
殿
は
ま
る
で
そ
の
答
え
が
〈
御
耳
に
入
ら
な
か
つ
た
や
う
な
御
様
子
で
〉〈
そ

ん
な
過
去
の
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
〉、「
し
か
し
罪
人
は
ど
う
じ
や
。
獄
卒
は
見

た
事
が
あ
る
ま
い
な
」〉
と
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
尋
ね
た
と
い
う
。
良
秀
が
現
下

に
〈
地
獄
〉
を
見
て
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
以
上
、
大
殿
は
今

度
は
、（
中
略
）〈「
獄
卒
」〉
＝
大
殿
自
身
、〈「
罪
人
」〉
＝
娘
と
い
う
形
で
良
秀
を

苛
ん
で
い
る
こ
と
を
、
一
刻
も
早
く
確
認
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
芥
川
龍
之
介
　
文
学
空
間
』（
翰
林
書
房
　
二
〇
〇
三
）

（
４
）
こ
れ
に
つ
い
て
佐
々
木
雅
發
は
前
掲
論
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
大
殿
は
良
秀
に
、
一
旦
は
〈
地
獄
〉
を
目
の
当
た
り
に
さ
せ
つ
つ
、
し
か
し
彼
に

絵
を
描
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
地
獄
〉
を
見
つ
づ
け
る
と
い
う
と
い
う
耐
え

が
た
い
苦
し
み
を
強
い
、
あ
げ
く
良
秀
の
眼
を
〈
地
獄
〉
か
ら
背
け
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
良
秀
を
し
て
絵
が
描
け
ぬ
よ
う
に
仕
向
け
る
、

す
な
わ
ち
良
秀
か
ら
〈
絵
〉
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
５
）
２
、
３
章
で
述
べ
た
通
り
、
本
稿
で
は
「
も
う
一
人
の
足
音
」
の
主
を
「
大
殿
様
」

と
し
て
捉
え
る
。

（
６
）
既
に
定
説
化
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
川
島
至
は
「
地
獄
変
」『
国
文
学
』（
学
燈
社
　

一
九
七
〇
・
十
一
）
に
お
い
て
「
猿
に
仮
託
さ
れ
た
絵
師
良
秀
の
人
間
的
な
部
分
が

娘
と
死
を
共
に
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
７
）〈
奪
い
合
い
〉
と
し
た
が
、「
大
殿
様
」
に
と
っ
て
す
で
に
「
娘
」
が
「
罪
人
」
で

あ
る
以
上
、
も
ち
ろ
ん
単
純
な
奪
い
合
い
で
は
あ
り
得
な
い
。〈
如
何
に
屏
風
絵
を

も
の
に
す
る
か
〉
と
共
に
〈
大
殿
様
の
手
に
落
ち
た
娘
を
如
何
に
し
て
取
り
戻
す

か
〉
が
、
良
秀
に
取
っ
て
の
最
大
の
障
壁
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
前
掲

の
佐
々
木
雅
發
を
参
照
し
た
い
。

　
　
　
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
（
引
用
者
註
「
良
秀
」
が
「
大
殿
様
」
に
「
娘
」
を
奪
わ
れ

て
半
ば
狂
気
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
）
は
、
こ
の
「
地
獄
変
」
に
お
い
て
き
わ
め
て

重
大
な
意
味
を
持
つ
。
良
秀
は
大
殿
の
絶
大
な
る
権
力
の
前
に
慴
伏
す
る
。（
中

略
）
そ
れ
も
最
愛
の
一
人
娘
、
自
ら
の
生
き
る
希
望
と
意
味
の
す
べ
て
、
人
生
の

唯
一
に
し
て
最
後
の
絆
を
奪
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
も
う
取
り
返
す
こ
と
が
で
き

な
い
…

（
８
）
改
め
て
説
明
の
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、「
良
秀
」
の
屏
風
絵
に
お
け
る
達
成

と
昇
華
と
「
大
殿
様
」
の
失
墜
の
二
つ
の
物
語
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
に
お
け

る
「
地
」
と
「
図
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
と
分
か
り
や
す
い
。
両
者
は
「
ル
ビ
ン

の
壺
」
の
図
柄
の
よ
う
に
相
互
補
完
的
な
関
係
を
成
し
て
い
る
。

（
こ
ま
が
み
ね
　
や
す
あ
き
　
中
央
大
学
杉
並
高
等
学
校
教
諭
）

（
お
お
だ
て
　
み
ず
き
　
中
央
大
学
杉
並
高
等
学
校
教
諭
）
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