
眼
の
レ
ッ
ス
ン

　
　
　
　
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
論

武
　
田
　
信
　
明

（1）

　
江
戸
川
乱
歩
の
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
（
『
新
青
年
』
昭
4
．
6
）

は
、
テ
ク
ス
ト
の
至
福
を
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が

数
あ
る
乱
歩
の
代
表
作
の
中
で
も
、
幻
想
小
説
の
逸
品
と
し
て
、

と
り
わ
け
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

が
捧
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
周
知

の
よ
う
に
、
乱
歩
は
幾
つ
か
の
特
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
を
繰
り
返
し

繰
り
返
し
書
き
続
け
た
小
説
家
で
あ
る
。
し
か
し
惜
し
む
べ
き
こ

と
に
、
決
し
て
そ
れ
ら
の
反
復
が
作
品
ご
と
に
、
常
に
微
妙
な
差

異
を
産
出
し
続
け
、
そ
の
晩
年
に
到
る
ま
で
常
に
新
た
な
相
貌
を

見
せ
続
け
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
も
、

レ
ン
ズ
嗜
好
、
人
形
愛
、
二
重
身
、
あ
る
い
は
、
そ
そ
り
立
つ
塔
と
、

一
面
で
は
、
き
わ
め
て
常
套
的
な
モ
チ
ー
フ
が
扱
わ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
無
論
や
や
視
点
を
異
に
し
て
、

入
れ
子
型
に
な
っ
た
語
り
の
構
造
や
作
品
空
間
と
し
て
の
浅
草
の

特
殊
性
を
指
摘
し
て
み
て
も
、
事
態
は
さ
し
て
変
わ
る
わ
け
で
は

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

は
、
美
し
い
作
品
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
別

段
目
新
し
い
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
斬
新

な
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
見
覚
え
の

あ
る
モ
チ
ー
フ
が
ま
た
し
て
も
呼
び
集
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
僥
倖
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
一
回
限

り
の
布
置
を
と
る
こ
と
で
、
モ
チ
ー
フ
の
鎖
列
を
通
過
し
て
ゆ
く

読
者
の
眼
前
に
、
眩
量
に
も
似
た
清
新
な
光
景
が
立
ち
現
わ
れ
て

来
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
時
、
読
者
は
、
す
ぐ
れ
た
作
品

は
「
出
来
事
」
と
し
て
現
象
す
る
と
い
う
希
有
な
体
験
に
遭
遇
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
通
過
し
た
作
品
を
振
り
か
え
る
際
、
漫

然
と
散
布
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
た
諸
々
の
モ
チ
ー
フ
が
、
一
連

の
星
座
と
し
て
配
列
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
も
な
る
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
冒
頭
で
述
べ
た
、
テ
ク
ス
ト
の
至
福
に
他
な

ら
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
ひ
と
つ
の
、
し
か
も
決
定
的
な
理
由
が

存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
核
心
に
、
そ
の
成
否

が
作
品
の
命
運
に
直
結
す
る
よ
う
な
一
つ
の
運
動
が
位
置
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
望
遠
鏡
を
逆
し
ま
に
覗
く
と
事
物
が
遠
く
小
さ
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く
見
え
る
。
覗
き
か
ら
く
り
の
中
の
八
百
屋
お
七
に
ど
う
し
ょ
う

も
な
く
恋
し
て
し
ま
っ
た
男
が
、
そ
の
望
遠
鏡
の
力
を
利
用
し
て
、

自
ら
の
体
躯
を
縮
小
さ
せ
、
押
絵
の
中
に
参
入
し
て
ゆ
く
と
い
う
、

言
わ
ば
世
界
を
越
え
て
い
か
ん
と
す
る
運
動
で
あ
る
。
こ
の
荒
唐

無
稽
で
非
合
理
な
設
定
を
、
い
か
に
作
品
に
定
着
さ
せ
、
い
か
に

幻
想
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
可
能
か
。
作
品
の
全
て
は
、
そ
の
成

否
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

語
り
の
装
置
、
諸
々
の
モ
チ
ー
フ
、
言
説
の
細
部
、
そ
れ
ら
作
品

の
い
っ
さ
い
は
、
そ
の
成
就
に
向
け
て
求
心
的
に
配
列
さ
れ
、
奉

仕
し
て
い
る
。
だ
と
す
る
な
ら
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
対
象
と

す
る
こ
の
言
説
も
、
何
よ
り
も
ま
ず
作
品
の
布
置
そ
の
も
の
を
記

述
す
る
こ
と
が
、
戦
略
と
し
て
目
ざ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。

（2）

　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
中
心
の
運
動
は
、
一
枚
の
押
絵
と
し

て
存
在
し
て
い
る
。
語
り
手
で
あ
る
く
私
〉
は
、
魚
津
に
蜃
気
楼

を
見
に
出
か
け
た
旅
の
帰
途
、
上
野
へ
向
う
汽
車
の
中
で
不
思
議

な
老
人
と
乗
り
合
わ
せ
る
。
老
人
は
〈
私
〉
に
携
え
て
い
た
押
絵

を
見
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
押
絵
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
、
押
絵
の

世
界
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
老
人
の
兄
の
物
語
を
語
っ
て
聞
か
せ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
私
〉
は
、
運
動
を
過
去
の
物
語
の
中
の
出

来
事
と
し
て
聞
く
だ
け
で
は
な
く
、
一
枚
の
押
絵
と
し
て
目
の
あ

た
り
に
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
押
絵
の
中
に
参
入
す
る
と
い
う
合

理
を
超
え
た
運
動
は
、
今
も
非
合
理
の
ま
ま
、
絵
の
形
を
と
り
つ

づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
一
枚
の

押
絵
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
絵
で
あ
る
。

　
〈
額
に
は
、
歌
舞
伎
芝
居
の
御
殿
の
背
景
み
た
い
に
、
い
く
つ

　
も
の
部
屋
を
打
ち
抜
い
て
、
極
度
の
遠
近
法
で
、
青
畳
と
格
天

　
井
が
は
る
か
向
こ
う
の
方
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
よ
う
な
光
景
が
、

　
藍
を
主
と
し
た
泥
絵
具
で
毒
々
し
く
塗
り
つ
け
て
あ
っ
た
。
左

　
手
の
前
方
に
は
馬
墨
黒
々
と
不
細
工
な
書
院
風
の
窓
が
描
か
れ
、

　
お
な
じ
色
の
文
机
が
、
そ
の
前
に
角
度
を
無
視
し
た
描
き
方
で

　
据
え
て
あ
っ
た
。
（
中
略
）
そ
の
背
景
の
中
に
、
一
尺
ぐ
ら
い
の

　
背
丈
の
二
人
の
人
物
が
浮
き
出
し
て
い
た
。
浮
き
出
し
て
い
た

　
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
物
だ
け
が
、
押
絵
細
工
で
で
き
て
い
た

　
か
ら
で
あ
る
。
黒
ビ
ロ
ー
ド
の
古
風
な
洋
服
を
着
た
白
髪
の
老

　
人
が
、
窮
屈
そ
う
に
す
わ
っ
て
い
る
と
（
中
略
）
、
緋
鹿
の
子
の

　
振
袖
に
黒
繻
子
の
帯
の
う
つ
り
の
よ
い
、
十
七
、
八
の
水
の
た

　
れ
る
よ
う
な
結
い
綿
の
美
少
女
が
、
な
ん
と
も
い
え
ぬ
嬌
羞
を

　
含
ん
で
、
そ
の
老
人
の
洋
服
の
膝
に
し
な
だ
れ
か
か
っ
て
い
る
、

　
い
わ
ば
芝
居
の
濡
れ
場
に
類
す
る
画
面
で
あ
っ
た
〉

八
百
屋
お
七
、
駒
込
吉
祥
寺
の
書
院
座
敷
の
場
面
で
あ
る
。
本
来

な
ら
お
七
の
傍
ら
に
は
小
姓
吉
三
が
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
の

押
絵
で
は
代
わ
り
に
洋
服
の
老
人
が
〈
窮
屈
そ
う
に
〉
座
っ
て
い

る
。
恋
し
い
お
七
と
寄
り
添
っ
て
い
る
は
ず
の
老
人
の
姿
態
が
、

す
で
に
〈
窮
屈
そ
う
に
〉
と
い
う
語
と
と
も
に
書
き
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
て
よ
い
。
だ
が
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
絵
が
〈
極
度
の
遠
近
法
〉
に
よ
っ
て
く
角
度
を
無
視
し
た
描
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き
方
〉
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
論
そ
れ
は
、
こ
の

絵
が
通
常
の
絵
で
は
な
く
、
レ
ン
ズ
を
通
し
て
眺
め
る
た
め
の

「
眼
鏡
絵
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
遠
近
法
自
体
が
、
平
面
を
奥
行
を
持
っ
た
空
間
に
変

貌
さ
せ
る
錯
視
な
の
だ
が
、
「
眼
鏡
絵
」
は
、
レ
ン
ズ
越
し
に
眺
め

る
こ
と
で
、
そ
の
立
体
性
を
さ
ら
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
感
じ

さ
せ
る
た
め
に
誇
張
的
な
遠
近
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
特
殊
な
絵

画
で
あ
る
。
眼
鏡
絵
と
し
て
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
円
山
応
挙
や
司

馬
江
漢
の
銅
版
画
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
岡
泰
正
は
眼
鏡
絵
の

発
生
を
、
一
六
四
六
（
正
保
三
）
年
オ
ラ
ン
ダ
よ
り
献
上
さ
れ
た

「
透
視
箱
」
が
起
源
と
さ
れ
る
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の
玩
具
の
大
衆
化

と
し
て
の
「
覗
き
か
ら
く
り
」
（
初
期
に
お
い
て
は
絵
で
は
な
く
人

形
か
ら
く
り
を
見
せ
た
と
さ
れ
る
）
と
、
十
七
世
紀
中
期
の
奥
村

政
信
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
遠
近
法
を
用
い
た
「
浮
絵
」
と
呼
ば
れ

る
絵
画
形
態
の
流
行
と
い
う
二
つ
の
流
れ
と
関
連
さ
せ
な
が
怖
ハ

江
戸
期
に
お
け
る
遠
近
法
の
浸
透
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

確
か
に
、
一
七
六
三
（
宝
暦
十
三
）
年
刊
行
の
平
賀
源
内
の
『
根
奈

志
具
佐
』
に
満
甥
光
景
と
し
て
鍵
絵
を
見
る
も
の
は
、
壷

中
の
仙
を
思
ひ
、
硝
子
細
工
に
た
か
る
群
集
は
、
夏
の
氷
柱
か
と
疑

　
ハ
　
レ

ふ
〉
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
す
で
に
浮
絵
を
か
ら
く
り
で
覗
か
せ

る
趣
向
が
見
世
物
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
作
品
に
お
け
る
〈
極
度
の
遠
近
法
〉
と
い
う
記
述
は
、

そ
れ
が
い
か
に
忠
実
に
眼
鏡
絵
の
歴
史
を
な
ぞ
っ
て
い
る
か
を
示

す
も
の
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
眼
鏡
絵
は
、
レ
ン
ズ
越
し
に
眺

め
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
描
か
れ
る
。
〈
私
〉
が
押
絵
を
見
る

や
い
な
や
〈
極
度
の
遠
近
法
〉
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
れ

を
肉
眼
で
見
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
〈
私
〉
は
、
ま
ず
肉
眼
で

ま
な
ざ
し
、
次
に
老
人
の
差
し
出
し
た
〈
遠
目
が
ね
〉
に
よ
っ
て

も
う
一
度
眺
め
る
。
こ
の
繰
り
返
さ
れ
る
行
為
、
反
復
で
あ
り
な

が
ら
「
肉
眼
／
遠
目
が
ね
」
と
い
う
差
異
を
含
む
二
度
の
行
為
は
、

重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
に
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う

に
夥
し
い
「
二
」
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
本
来

レ
ン
ズ
越
し
に
眺
め
ら
れ
る
べ
き
押
絵
を
〈
私
〉
に
あ
え
て
肉
眼

で
見
さ
せ
る
こ
と
で
、
〈
極
度
の
遠
近
法
〉
と
い
う
語
句
を
作
品

に
書
き
刻
む
こ
と
を
、
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
押
絵
同

様
、
こ
の
作
品
も
特
殊
な
遠
近
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

作
品
の
冒
頭
か
ら
幾
度
と
な
く
暗
示
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
が
、

こ
の
箇
所
で
、
初
め
て
語
の
形
で
記
述
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。

（3）

　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
く
こ
の
話
が
私
の
夢
か
私
の
一
時
的

狂
気
の
幻
で
な
か
っ
た
な
ら
、
あ
の
押
絵
と
旅
を
し
て
い
た
男
こ

そ
狂
人
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
〉
と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
語
り
始

め
ら
れ
て
ゆ
く
。
狂
気
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
作
品
全

体
に
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
漂
う
の
だ
、
な
ど
と
解
釈
し
て
は
な
ら

な
い
。
あ
る
い
は
狂
気
を
手
が
か
り
に
く
私
〉
の
内
面
な
る
も
の

を
計
測
す
る
の
も
無
意
味
で
あ
る
。
〈
私
〉
は
徹
頭
徹
尾
「
内
面
」

な
ぞ
と
は
無
縁
な
装
置
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
一
文
は
、
語
り
を
開
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始
す
る
に
際
し
て
の
大
仰
な
身
ぶ
り
と
い
い
、
「
狂
気
」
の
語
の
意

味
あ
り
げ
な
使
用
と
い
い
、
単
に
常
套
的
で
し
か
な
い
。
だ
が
、

こ
れ
に
続
く
魚
津
へ
の
旅
の
記
述
の
箇
所
に
至
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
能
が
狂
気
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

　
〈
い
っ
と
も
し
れ
ぬ
、
あ
る
暖
か
い
薄
曇
っ
た
日
の
こ
と
で
あ

　
る
。
そ
れ
は
、
わ
ざ
わ
ざ
魚
津
へ
蜃
気
楼
を
見
に
出
か
け
た
帰

　
り
途
で
あ
っ
た
。
私
が
こ
の
話
を
す
る
と
、
お
前
は
魚
津
な
ん

　
か
へ
行
っ
た
こ
と
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
親
し
い
友
だ
ち
に

　
突
っ
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
わ
れ
て
み
る
と
、
私
は

　
い
つ
の
幾
日
に
魚
津
へ
行
っ
た
の
だ
と
、
証
拠
を
示
す
こ
と
が

　
で
き
ぬ
〉

魚
津
へ
の
旅
が
口
に
さ
れ
た
直
後
、
そ
の
旅
自
体
の
信
憑
性
に
語

り
手
自
ら
が
疑
問
を
提
示
す
る
。
読
者
は
何
を
信
じ
れ
ば
よ
い
の

か
。
し
か
も
語
り
手
が
狂
気
か
否
か
は
、
判
断
の
外
に
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
「
私
は
狂
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
己
言
及
は
、
嘘
つ
き
の

ク
レ
タ
人
の
命
題
同
様
、
真
偽
決
定
不
能
の
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
し
よ
う
。
一
人
称
小
説
で
は

く
私
〉
と
い
う
特
定
の
個
人
を
、
読
者
が
全
面
的
に
信
頼
す
る
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
暗
黙
の
裡
に
な
さ
れ
る
そ
の
関

係
が
、
こ
の
作
品
で
は
露
呈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も

は
や
一
種
の
契
約
と
言
っ
て
も
よ
い
。
語
り
手
が
信
用
で
き
な
い

な
ら
、
読
者
は
そ
の
時
点
で
作
品
を
放
擲
す
れ
ば
よ
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
作
品
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
、
疑
い
つ
つ
も
最
後
ま
で

語
り
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
を
受
動
的
に
聞
く
し

か
な
い
通
常
の
一
人
称
小
説
と
異
な
っ
た
、
新
た
な
「
語
り
手
／

読
者
」
の
関
係
が
成
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関

係
を
よ
り
緊
張
感
が
と
も
な
っ
た
語
り
手
へ
の
信
頼
と
言
お
う
が
、

真
偽
は
一
切
不
問
に
付
す
と
い
う
寛
容
さ
と
言
お
う
が
、
そ
れ
自

体
は
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
冒
頭
部
で
の
「
語
り
手
／

読
者
」
の
関
係
の
露
呈
が
、
後
半
に
お
け
る
よ
り
重
要
な
真
偽
決

定
を
読
者
の
眼
か
ら
隠
蔽
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
男
が

押
絵
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
設
定
の
信
憑
性
に
つ
い
て
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
だ
が
狂
気
の
機
能
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
冒
頭
部

に
お
け
る
語
り
手
自
身
の
不
安
、
そ
し
て
真
と
偽
の
間
で
の
読
者

の
躊
躇
は
、
作
品
に
ご
く
さ
さ
や
か
な
運
動
、
分
裂
と
差
異
の
運

動
を
生
成
さ
せ
る
端
緒
と
な
る
。
数
量
と
し
て
の
「
二
」
、
あ
る
い

は
二
項
間
の
「
差
異
（
対
比
）
」
と
い
う
作
品
を
貫
く
主
要
な
モ
チ
ー

フ
が
、
未
だ
表
記
さ
れ
ざ
る
原
初
的
な
渦
と
し
て
作
品
に
持
ち
込

ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
運
動
は
、
生
起
す
る
や
い
な
や
、

続
く
魚
津
の
蜃
気
楼
の
箇
所
で
、
ま
ず
く
あ
の
古
風
な
絵
を
想
像

し
て
い
た
私
は
、
本
も
の
の
蜃
気
楼
を
見
て
、
膏
汗
の
に
じ
む
よ

う
な
、
恐
怖
に
近
い
驚
き
に
う
た
れ
〉
、
さ
ら
に
〈
私
は
あ
ん
な

静
か
な
、
唖
の
よ
う
に
だ
ま
っ
て
い
る
海
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

日
本
海
は
荒
海
と
思
い
こ
ん
で
い
た
私
に
は
、
そ
れ
も
ひ
ど
く
意

外
で
あ
っ
た
〉
と
、
〈
私
〉
の
思
い
込
み
が
現
実
の
魚
津
の
光
景

に
よ
っ
て
、
二
度
裏
切
ら
れ
る
こ
と
で
、
確
実
に
作
品
に
記
述
さ

れ
増
幅
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
〈
私
〉
は
、
蜃
気
楼
を
〈
二
時
間

の
余
も
立
ち
つ
く
し
て
〉
見
つ
め
続
け
た
後
、
な
ぜ
か
〈
二
等
車
〉
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に
乗
り
込
み
、
そ
の
車
内
で
〈
私
の
ほ
か
に
た
っ
た
一
人
の
先
客
〉

つ
ま
り
押
絵
を
携
え
た
老
人
と
二
人
き
り
に
な
る
こ
と
で
、
決
定

的
な
「
二
」
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に

も
く
き
れ
い
に
分
け
た
頭
髪
が
、
豊
か
に
黒
々
と
光
っ
て
い
る
の

で
、
一
見
四
十
前
後
で
あ
っ
た
が
、
よ
く
注
意
し
て
み
る
と
、
顔

じ
ゆ
う
に
お
び
た
だ
し
い
織
が
あ
っ
て
、
ひ
と
飛
び
に
六
十
ぐ
ら

い
に
も
見
え
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
黒
々
と
し
た
頭
髪
と
、

色
白
の
顔
面
を
縦
横
に
き
ざ
ん
だ
搬
と
の
対
照
が
、
は
じ
め
て
そ

れ
と
気
づ
い
た
時
、
私
を
ハ
ッ
と
さ
せ
た
ほ
ど
も
、
非
常
に
不
気

味
な
感
じ
を
与
え
た
〉
と
し
て
、
そ
の
容
貌
の
異
様
な
〈
対
照
〉

が
、
視
覚
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
考
え
て
み
れ
ば
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、
二
人
の
人
物
を
基

本
単
位
と
し
た
、
幾
つ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
時
間
と
空
間
を
隔
て
て

様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
「
二
人
の
物
語
」
だ
と
言
え
よ
う
。
老

人
の
回
想
の
中
に
登
場
す
る
覗
き
か
ら
く
り
の
八
百
屋
お
七
と
吉

三
、
老
人
と
そ
の
兄
、
そ
し
て
車
内
の
〈
私
〉
と
老
人
、
押
絵
の

中
の
お
七
と
老
人
の
兄
。
さ
ら
に
老
人
兄
弟
の
父
と
母
を
挙
げ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
し
、
覗
き
か
ら
く
り
屋
が
〈
夫
婦
者
〉
で
あ
る
の

は
、
作
品
が
こ
こ
で
も
「
二
」
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
た
の
だ
と

考
え
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
江
戸
期
の
覗
き
か
ら
く
り
が
、
お
お
む

ね
二
人
で
演
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
実
と
は
、
も
は
や
別

次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
「
二
」
は
無
造
作

に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
〈
私
〉
と
老

人
が
ひ
と
つ
の
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
き
ち
ん
と
向
か
い
合
っ
て

座
っ
て
い
た
よ
う
に
、
箱
の
中
に
整
然
と
配
置
さ
れ
る
。
汽
車
と

い
う
鉄
の
「
箱
」
の
中
の
押
絵
、
覗
き
か
ら
く
り
と
い
う
「
暗
箱
」

と
、
上
野
昴
志
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
〈
細
工
物
の
小
箱
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ロ

さ
ら
に
小
さ
な
小
箱
が
入
っ
て
い
る
仕
掛
け
に
も
似
〉
た
作
品
空

間
の
そ
れ
ぞ
れ
に
コ
ご
が
、
納
め
ら
れ
た
さ
ま
は
、
幾
何
学
的
様

相
す
ら
呈
し
て
お
り
、
単
な
る
誤
読
だ
と
は
知
り
つ
つ
、
登
場
す

る
六
組
の
「
二
」
が
作
中
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
聳
え
立
つ
浅
草
十

二
階
の
「
十
二
」
に
符
牒
す
る
の
だ
と
、
つ
い
記
述
し
て
し
ま
う

誘
惑
を
禁
じ
え
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
〈
私
〉
の
回
想
の

中
に
老
人
の
回
想
が
お
さ
め
ら
れ
た
二
重
の
構
造
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
、
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
語
り
の
層
が
、
何
ら
か
の
形
で
対

照
の
関
係
を
結
び
合
う
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
必
然
的
に
理
解
で
き

よ
う
。
も
う
一
度
冒
頭
に
戻
ろ
う
。
〈
私
〉
が
自
己
に
狂
気
を
感

じ
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
記
憶
の
欠
落
に
起
因
し
て
い
る
。
魚
津
へ

旅
を
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
記
憶
で
あ
る
。
〈
私
〉
は
、
旅
の

一
部
始
終
を
、
帰
途
出
会
っ
た
老
人
の
物
語
ま
で
含
め
て
、
隅
々

ま
で
詳
細
に
諳
じ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
を
か
つ
て
友
人
に
語
っ
て

聞
か
せ
た
経
験
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
肝
心
の
魚
津
へ
の
旅
そ
の
も

の
の
記
憶
が
い
た
っ
て
不
鮮
明
な
の
で
あ
る
。
作
品
の
時
代
設
定

を
仮
に
作
品
発
表
時
の
昭
和
初
年
代
と
す
る
な
ら
、
作
品
に
記
述

さ
れ
た
年
月
日
か
ら
逆
算
し
て
、
魚
津
へ
の
旅
が
、
男
に
と
っ
て

決
し
て
遠
い
過
去
で
は
な
い
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
旅
に
関
す
る
語
り
は
く
い
っ
と
も

し
れ
ぬ
、
あ
る
暖
か
い
薄
曇
っ
た
日
〉
か
ら
始
め
ら
れ
〈
ど
こ
と

も
知
れ
ぬ
山
間
の
小
駅
〉
で
閉
じ
ら
れ
る
。
い
や
不
鮮
明
で
あ
る
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の
は
旅
の
実
在
に
関
す
る
記
■
憶
だ
け
で
は
な
い
。
蜃
気
楼
に
よ
っ

て
映
し
出
さ
れ
る
〈
能
登
半
島
の
森
林
〉
は
く
喰
い
ち
が
っ
た
大

気
の
変
形
レ
ン
ズ
〉
の
せ
い
で
く
曖
昧
に
、
し
か
も
ば
か
ば
か
し

く
拡
大
さ
れ
〉
、
〈
見
る
者
と
の
距
離
が
非
常
に
曖
昧
〉
な
っ
て

ゆ
く
。
焦
点
が
ぼ
や
け
、
距
離
感
す
ら
曖
昧
に
な
っ
て
ゆ
く
〈
私
〉

の
ま
な
ざ
し
。
そ
し
て
た
え
ず
自
己
の
正
気
を
疑
い
な
が
ら
語
ら

れ
て
ゆ
く
不
安
げ
な
声
。
そ
れ
に
比
し
て
、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
を
多

用
し
な
が
ら
、
時
に
は
嬌
声
ま
で
あ
げ
な
が
ら
異
様
な
内
容
の
物

語
を
淀
み
な
く
語
っ
て
ゆ
く
老
人
の
声
は
、
妙
に
嬉
々
と
し
て
い

る
。
単
純
な
対
照
法
な
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
単
純
さ
が
内
枠
の
物

語
を
よ
り
立
体
的
な
映
像
と
し
、
〈
私
〉
の
物
語
よ
り
遠
い
過
去

に
位
置
す
る
老
人
の
物
語
を
鮮
明
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
老
人
は

兄
の
物
語
を
、
〈
そ
れ
は
も
う
、
生
涯
の
大
事
件
で
す
か
ら
、
よ

く
記
憶
し
て
お
り
ま
す
が
、
明
治
二
十
八
年
四
月
の
、
兄
が
あ
ん

な
に
（
と
い
っ
て
押
絵
の
老
人
を
ゆ
び
さ
し
）
な
り
ま
し
た
の
が
、

二
十
七
日
の
夕
方
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
〉
と
し
て
、
ま
ず
何

よ
り
も
日
付
を
特
定
す
る
こ
と
で
始
め
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
十

八
年
四
月
二
十
七
日
。
〈
い
っ
と
も
し
れ
ぬ
〉
と
い
う
作
品
の
不

定
の
時
間
の
中
で
、
唯
一
の
日
付
が
屹
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特

殊
な
遠
近
法
は
完
成
す
る
。

（4）

　
明
治
二
十
八
年
の
浅
草
に
は
、
十
二
階
と
通
称
さ
れ
た
凌
雲
閣

が
聳
え
て
い
た
。
明
治
二
十
三
年
十
一
月
に
開
業
し
大
正
十
二
年

の
関
東
大
震
災
で
損
壊
し
た
こ
の
高
塔
は
、
〈
ち
ょ
っ
と
高
台
に

の
ぼ
り
さ
え
ず
れ
ば
、
東
京
中
ど
こ
か
ら
で
も
、
そ
の
赤
い
お
化

け
が
見
ら
れ
た
も
の
で
す
〉
と
記
述
さ
れ
る
通
り
、
ま
さ
に
ま
な

ざ
し
の
収
斂
す
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
同
時

に
、
当
時
の
新
聞
に
〈
十
二
階
に
は
三
十
倍
の
望
遠
鏡
を
具
へ
あ

れ
ば
、
肉
眼
に
て
及
ば
ざ
る
所
八
州
の
野
を
傭
視
す
べ
し
、
又
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

体
の
窓
は
百
七
十
六
個
を
有
し
以
て
八
方
を
望
む
べ
く
〉
と
書
か

れ
た
よ
う
に
、
高
所
か
ら
の
俯
瞰
と
い
う
特
権
的
な
ま
な
ざ
し
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

中
心
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
凌
雲
閣
が
建

築
さ
れ
た
明
治
二
十
三
年
と
い
う
年
は
、
視
覚
文
化
史
上
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
上
野
公
園
で
の
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
、

上
野
と
浅
草
の
パ
ノ
ラ
マ
館
建
設
、
英
国
人
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
・
ス

ペ
ン
サ
ー
や
米
国
人
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ソ
兄
弟
ら
に
よ
る
軽
気
球
で

の
曲
芸
の
上
演
、
顕
微
鏡
展
覧
会
や
襖
国
人
ナ
フ
タ
リ
ー
に
よ
る

人
体
解
剖
蝋
細
工
展
覧
会
。
明
治
二
十
三
年
の
新
聞
記
事
を
瞥
見

す
る
な
ら
、
こ
の
年
い
か
に
多
様
で
新
奇
な
眼
の
娯
楽
が
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ピ
ッ
ク

さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
に
時
代
の
「
記
事
」
と
し
て
扱
わ
れ
た

か
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
〈
そ
の
頃
の
浅
草
公
園
と
い
え
ば
、
名
物
が
ま
ず
蜘
蛛
男
の
見

　
世
物
、
娘
剣
舞
に
、
玉
乗
り
、
源
水
の
コ
マ
廻
し
に
、
の
ぞ
き
か

　
ら
く
り
な
ど
で
、
せ
い
ぜ
い
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
お
富
士
さ

　
ま
の
作
り
も
の
に
、
メ
ー
ズ
と
い
っ
て
、
八
陣
隠
れ
杉
の
見
世

物
ぐ
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
そ
こ
へ
あ
な
た
、
ニ
ョ

　
キ
ニ
ョ
キ
と
、
ま
あ
と
ん
で
も
な
い
高
い
煉
瓦
造
り
の
塔
が
で

　
き
ち
ま
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
驚
く
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
〉
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老
人
は
、
当
時
の
浅
草
の
旧
弊
な
見
世
物
の
中
に
凌
雲
閣
が
出
現

し
た
驚
き
を
以
上
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
前

田
愛
が
「
塔
の
思
想
」
で
紹
介
し
た
、
旧
来
の
見
世
物
を
「
下
等
」

と
し
、
パ
ノ
ラ
マ
館
や
凌
雲
閣
を
「
高
尚
」
と
規
定
す
る
、
当
時
の

新
聞
の
論
調
と
微
妙
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
新

し
く
「
高
尚
」
な
眼
の
娯
楽
装
置
も
、
明
治
末
期
に
は
活
動
写
真

と
い
う
、
よ
り
斬
新
な
娯
楽
に
席
巻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

作
品
で
も
、
〈
蜃
気
楼
と
は
、
乳
色
の
フ
ィ
ル
ム
の
表
面
に
墨
汁

を
た
ら
し
て
、
そ
れ
が
自
然
に
ジ
ワ
ジ
ワ
と
に
じ
ん
で
行
く
の
を
、

途
方
も
な
く
巨
大
な
映
画
に
し
て
、
大
空
に
う
つ
し
出
し
た
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
〉
と
、
蜃
気
楼
は
「
映
画
」
に
た
と
え
ら
れ
て

い
る
。
だ
と
す
る
な
ら
、
映
画
の
比
喩
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
凌

雲
閣
を
経
て
、
覗
き
か
ら
く
り
へ
と
至
る
こ
の
作
品
は
、
眼
の
娯

楽
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
三
つ
の
装
置
を
、
そ
の
変
遷

を
遡
行
す
る
か
の
よ
う
に
配
列
す
る
こ
と
で
、
読
者
を
過
去
へ
と

誘
う
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。

　
明
治
二
十
八
年
、
当
時
二
十
五
歳
だ
っ
た
老
人
の
兄
は
、
人
知

れ
ず
恋
に
陥
る
。
凌
雲
閣
の
頂
上
か
ら
遠
眼
鏡
で
眺
望
を
楽
し
ん

で
い
た
と
こ
ろ
、
レ
ン
ズ
の
中
に
垣
間
見
た
一
人
の
娘
に
恋
を
し

て
し
ま
い
、
以
来
毎
日
凌
雲
閲
に
出
か
け
て
は
、
葱
か
れ
た
よ
う

に
遠
眼
鏡
を
眼
に
あ
て
続
け
る
。
兄
を
心
配
し
た
老
人
は
、
あ
る

日
兄
を
尾
行
し
、
凌
雲
閣
へ
辿
り
着
く
。
そ
の
頂
上
で
、
兄
は
初

め
て
老
人
に
全
て
を
打
ち
明
け
、
そ
の
直
後
よ
う
や
く
再
び
遠
眼

鏡
で
娘
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
私
〉
が
押
絵
を
二

度
ま
な
ざ
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
兄
は
「
二
度
」
娘
を
ま
な
ざ

す
こ
と
で
、
そ
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
尾
行
す

る
老
人
も
凌
雲
閣
に
登
る
の
は
く
父
親
に
つ
れ
ら
れ
て
、
一
度
登
っ

た
き
り
〉
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
が
二
度
目
な
の
で
あ
る
。
反
復
は

作
品
の
細
部
に
も
、
い
や
細
部
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
徹
底
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

　
〈
窓
も
大
き
く
ご
ざ
ん
せ
ん
し
、
煉
瓦
の
壁
が
厚
う
ご
ざ
ん
す

　
の
で
、
穴
蔵
の
よ
う
に
冷
え
冷
え
と
い
た
し
ま
し
て
ね
。
そ
れ

　
に
日
清
戦
争
の
当
時
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
は
珍
し
か
っ
た
戦
争

　
の
油
絵
が
、
一
方
の
壁
に
ず
ら
っ
と
か
け
並
べ
て
あ
り
ま
す
。

　
（
中
略
）
ち
ょ
ん
ぎ
ら
れ
た
弁
髪
の
頭
が
風
船
玉
の
よ
う
に
空

　
高
く
飛
び
上
が
っ
て
る
と
こ
ろ
や
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
毒
々

　
し
い
、
血
み
ど
ろ
の
油
絵
が
、
窓
か
ら
の
薄
暗
い
光
線
で
テ
ラ

　
テ
ラ
と
光
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
そ
の
あ
い
だ
を
、

　
陰
気
な
石
の
段
々
が
、
カ
タ
ツ
ム
リ
の
殻
み
た
い
に
、
上
へ
上

　
へ
と
際
限
も
な
く
つ
づ
い
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
〉

凌
雲
閣
の
内
部
で
あ
る
。
階
段
に
〈
戦
争
の
油
絵
〉
が
架
け
ら
れ

て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
「
絵
」
が
反
復
さ
れ
な

が
ら
「
油
絵
／
押
絵
」
と
い
う
対
照
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
そ
の
絵
に
お
い
て
〈
弁
髪
の
頭
が
風
船
玉
の
よ
う
に
空
高

く
飛
び
上
が
っ
て
い
る
〉
の
も
、
決
し
て
乱
歩
の
残
虐
趣
味
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
引
用
の
す
ぐ
後
、
十
二
階
の
頂
上
に
お

い
て
兄
は
恋
す
る
娘
を
捜
し
当
て
る
の
だ
が
、
そ
の
時
、
風
船
屋

の
手
を
離
れ
た
風
船
が
〈
赤
や
青
や
紫
の
無
数
の
玉
〉
と
な
っ
て

虚
空
を
〈
フ
ワ
リ
フ
ワ
リ
と
昇
っ
て
〉
ゆ
く
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
四
年
と
い
う
日
付
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を
考
慮
す
る
な
ら
、
日
清
戦
争
の
〈
吠
え
な
が
ら
突
貫
し
て
い
る

日
本
兵
〉
や
苦
悶
す
る
〈
シ
ナ
兵
〉
を
描
い
た
こ
れ
ら
く
血
み
ど

ろ
の
油
絵
〉
の
絵
柄
は
、
現
実
に
お
い
て
再
び
悪
し
き
反
復
が
な

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
老
人
は
、
兄
を
追
い
か
け
て
〈
カ
タ
ツ
ム
リ
の
殻
〉
の
よ
う
な

十
二
階
の
階
段
を
螺
旋
状
に
上
昇
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
徒
歩
で
登
っ

て
い
く
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
凌
雲
閣
は
、
一
八
八
九
（
明
2
2
）
年
の
第
四
回
パ
リ
万
国
博

覧
会
に
お
け
る
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
を
模
倣
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
備
え
て
い
た
よ
う
に
、

凌
雲
閣
も
日
本
最
初
の
昇
降
台
（
エ
レ
ベ
ー
ト
ル
）
が
、
何
よ
り

の
呼
び
物
だ
っ
た
。
だ
が
巨
大
な
水
圧
ピ
ス
ト
ン
に
よ
り
五
十
人

の
乗
客
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
の
巨
大
な
オ
ー
テ
ィ

ス
型
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
比
べ
、
粗
悪
な
電
気
モ
ー
タ
ー
で
十
五
人

程
度
の
乗
客
を
昇
降
さ
せ
て
い
た
凌
雲
閣
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、

そ
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
、
開
業
後
わ
ず
か
七
ヵ
月
で
閉
鎖
さ
れ

て
し
ま
う
。
松
浦
寿
輝
は
、
等
し
く
高
所
か
ら
の
パ
ノ
ラ
ミ
ッ
ク

な
眺
望
と
言
っ
て
も
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
い
う
機
械
装
置
が
介
在

す
る
か
い
な
か
に
よ
っ
て
決
定
的
な
差
異
が
存
す
る
こ
と
を
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
〈
自
分
で
自
分
を
一
段
一
段
押
し
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
、

　
い
わ
ば
地
面
を
三
百
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
ま
で
引
き
ず
り
上
げ
る

　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
プ
ラ
ッ
ト
・
フ
ォ
ー
ム
は
、
い

　
わ
ば
人
体
の
労
役
を
介
し
て
地
上
と
地
続
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
機
械
に
よ
る
上
昇
は
、
一
挙
に
達
成
さ
れ
る

　
地
上
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。
地
上
に
あ
っ
た
も
の
は
す
べ
て
そ

　
こ
に
残
し
た
ま
ま
、
自
分
の
躯
だ
け
が
不
意
に
浮
游
し
て
そ
の

　
ま
ま
自
動
的
に
上
へ
昇
り
つ
め
て
ゆ
く
と
い
う
重
力
喪
失
現
象

　
な
の
だ
〉

前
田
愛
は
凌
雲
閣
の
錦
絵
に
軽
気
球
や
落
下
傘
が
書
き
添
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
、
凌
雲
閣
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
ス
ペ
ン
サ
ー
ら
の

軽
気
球
が
、
天
空
を
め
ざ
す
「
上
昇
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

な
り
あ
っ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
凌
雲
閣
の
頂
上
、
老
人
と

兄
の
眼
前
で
無
数
の
風
船
玉
が
上
昇
し
て
い
っ
た
光
景
を
想
起
し

て
い
た
だ
い
て
よ
い
。
だ
が
、
凌
雲
閣
に
は
、
す
で
に
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
は
存
在
し
て
い
な
い
。
迷
路
の
よ
う
な
螺
旋
の
石
段
を
際
限

も
な
く
登
っ
て
ゆ
く
と
は
い
え
、
凌
雲
閣
の
頂
上
は
〈
地
続
き
〉

な
の
で
あ
り
、
〈
自
分
の
躯
だ
け
が
不
意
に
浮
游
〉
す
る
よ
う
な

体
験
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
を
越
境
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
へ

移
行
し
て
ゆ
く
運
動
は
、
凌
雲
閣
で
は
実
現
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
彼
ら
は
、
登
り
つ
め
た
凌
雲
閣
を
、
も
う
一
度
駆
け
降
り
る
こ

と
に
な
る
。

（5）

凌
雲
閣
の
傍
ら
に
は
、
一
台
の
覗
き
か
ら
く
り
が
据
え
ら
れ
て

い
る
。

　
〈
忘
れ
も
し
ま
せ
ん
、
か
ら
く
り
屋
の
夫
婦
者
は
し
わ
が
れ
声

を
合
わ
せ
て
、
鞭
で
拍
子
を
取
り
な
が
ら
『
膝
で
つ
つ
つ
ら
つ

　
い
て
、
眼
で
知
ら
せ
』
と
申
す
文
句
を
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
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し
た
。
あ
あ
、
あ
の
『
膝
で
つ
つ
つ
ら
つ
い
て
、
眼
で
知
ら
せ
』
と

　
い
う
変
な
節
廻
し
が
、
耳
に
つ
い
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
〉

　
夫
婦
が
し
わ
が
れ
た
声
を
合
わ
せ
て
、
独
特
の
節
廻
し
で
歌
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

八
百
屋
お
七
の
か
ら
く
り
歌
。
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
レ
ン
ズ
に
よ
る
眼
の
小
説
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
は
「
音
」
の
物
語
で
も
あ

る
。
老
人
の
語
り
が
進
行
し
て
い
る
間
、
二
人
を
乗
せ
た
汽
車
も

ず
っ
と
走
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
品
を
通
じ
て
響
き
続
け

て
い
る
音
を
聞
き
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
〈
低
い
、
つ
ぶ
や
く
よ

う
な
声
〉
で
物
語
る
老
人
の
声
に
、
重
な
る
か
の
よ
う
に
響
き
続

け
る
汽
車
の
振
動
。
作
品
に
お
い
て
も
老
人
の
語
り
は
、
幾
度
か

中
断
さ
れ
、
そ
の
都
度
〈
単
純
な
車
輪
の
響
き
も
、
変
わ
り
な
く

聞
こ
え
て
い
た
〉
　
〈
汽
車
は
あ
い
も
変
わ
ら
ず
、
ゴ
ト
ン
ゴ
ト
ン

と
鈍
い
音
を
立
て
て
闇
の
中
を
走
っ
て
い
た
〉
と
、
汽
車
の
音
が

こ
と
さ
ら
に
記
述
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
老
人
の

口
か
ら
歌
う
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
八
百
屋
お
七
の
か
ら

く
り
歌
。
そ
の
節
廻
し
が
く
耳
に
つ
い
て
〉
離
れ
な
い
の
は
、
老

人
だ
け
で
は
、
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
致
命
的
な

こ
と
に
、
覗
き
か
ら
く
り
を
文
化
と
し
て
所
有
し
な
い
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
を
効
果
的
に
、
あ
る
い
は
呪
文
の
よ
う
に
響
か
せ
る
耳

を
、
も
は
や
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
老
人
の
兄
は
覗
き
か
ら
く
り
の
中
に
、
探
し
求
め
る

娘
の
姿
を
よ
う
や
く
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
兄
は
弟
に
遠
眼
鏡

を
〈
さ
か
さ
に
の
ぞ
く
〉
よ
う
懇
願
す
る
。
小
さ
く
な
っ
て
〈
目

が
ね
の
ま
ん
中
に
チ
ソ
と
〉
お
さ
ま
っ
た
兄
は
、
あ
と
ず
さ
り
し

な
が
ら
さ
ら
に
小
さ
く
な
っ
て
、
夕
闇
の
中
に
、
そ
の
ま
ま
消
え

て
い
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
な
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
消
失
は
、
鮮
や
か
な
の
で
あ
る
。
い
っ

さ
い
の
説
明
は
、
施
さ
れ
ず
、
非
合
理
は
非
合
理
の
ま
ま
投
げ
出

さ
れ
て
い
る
。
実
は
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

探
偵
小
説
の
最
大
の
禁
は
、
作
中
に
非
合
理
を
持
ち
込
ま
な
い
こ

と
で
あ
り
、
乱
歩
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
探
偵
小
説
作
家
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
密
室
殺
人
の
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
れ
が
い
か

に
奇
想
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
合
理
的
解
釈
が
そ
れ
を
保
証
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、
そ
の
根
源
的

な
ル
ー
ル
を
侵
犯
し
て
い
る
。
試
み
ら
れ
た
の
は
、
押
絵
に
入
っ

て
い
っ
た
男
の
場
合
同
様
、
既
製
の
世
界
を
越
境
し
て
ゆ
く
運
動

で
あ
る
。

　
〈
老
人
も
、
双
眼
鏡
の
世
界
で
生
き
て
い
た
こ
と
は
同
じ
で
あ
っ

　
た
が
、
見
た
と
こ
ろ
四
十
も
違
う
若
い
女
の
肩
に
手
を
廻
し
て
、

　
さ
も
幸
福
そ
う
な
形
で
あ
り
な
が
ら
、
妙
な
こ
と
に
は
、
レ
ソ

　
ズ
い
っ
ぱ
い
の
大
き
さ
に
写
っ
た
彼
の
搬
の
多
い
顔
が
、
そ
の

　
何
百
本
の
搬
の
底
で
、
い
ぶ
か
し
く
苦
悶
の
相
を
現
わ
し
て
い

　
た
の
で
あ
る
〉

押
絵
の
中
で
今
も
生
き
続
け
る
老
人
の
兄
の
顔
が
、
異
様
な
数
の

鐵
に
覆
わ
れ
、
苦
悶
に
満
ち
て
い
る
の
は
、
い
つ
ま
で
も
う
ら
若

い
お
七
に
比
べ
、
我
が
身
だ
け
が
老
い
て
ゆ
く
こ
と
を
嘆
い
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
。
押
絵
の
中
の
兄
は
、
押
絵
と
い
う
無
時
間
に

投
げ
込
ま
れ
た
線
状
的
時
間
で
あ
る
。
押
絵
の
中
で
は
、
異
な
っ

た
二
つ
の
時
間
体
系
が
、
未
だ
激
し
く
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
の
で
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あ
り
、
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
て
試
み
ら
れ
た
越
境
の
運

動
は
、
未
だ
終
わ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
兄
は
、
恋
す

る
娘
と
共
に
い
る
至
福
を
獲
得
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
こ
の

激
し
い
時
の
ひ
ず
み
を
肉
体
的
苦
痛
と
し
て
甘
受
し
続
け
て
い
る
。

無
論
、
そ
れ
が
悦
楽
を
い
っ
そ
う
高
め
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で

あ
る
が
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
「
二
」
と
そ
の
対
照
、
執
拗
な
細
部
の
反
復
、
遠
近

法
の
詐
術
。
こ
れ
ら
の
言
説
の
運
動
を
通
過
す
る
こ
と
で
、
わ
れ

わ
れ
は
、
い
つ
し
か
眼
の
レ
ッ
ス
ン
を
習
得
し
、
数
奇
な
男
の
物

語
を
、
特
殊
な
遠
近
法
の
下
で
見
つ
め
、
た
や
す
く
受
け
入
れ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
自
体
が
「
覗
き
か
ら
く
り
」
に
も
似

た
、
作
品
と
い
う
暗
箱
の
中
で
、
妙
な
立
体
感
を
と
も
な
っ
て
一

枚
の
絵
が
浮
か
び
上
が
る
。
だ
が
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
が
、
真
に

す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
作
品
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
一
行
が
、
用

意
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　
〈
老
人
は
額
の
包
み
を
か
か
え
て
ヒ
ョ
イ
と
立
ち
上
が
り
、
そ

　
ん
な
挨
拶
を
残
し
て
、
車
の
そ
と
へ
出
て
行
っ
た
が
、
窓
か
ら
見

　
て
い
る
と
、
細
長
い
老
人
の
う
し
ろ
姿
は
（
そ
れ
が
な
ん
と
押

　
絵
の
老
人
そ
の
ま
ま
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
か
）
簡
略
な
棚
の
と

　
こ
ろ
で
、
駅
員
に
切
符
を
渡
し
た
か
と
見
る
と
、
そ
の
ま
ま
、
背

　
後
の
闇
の
中
へ
溶
け
こ
む
よ
う
に
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
〉

老
人
と
そ
の
兄
が
同
一
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
示
唆
さ
れ
る
こ

と
で
、
「
二
」
の
幾
何
学
が
崩
壊
し
、
語
り
手
で
あ
る
く
私
〉
へ
の

信
頼
が
失
わ
れ
、
完
成
し
た
か
に
見
え
た
絵
柄
が
崩
れ
さ
る
。
読

者
に
、
い
ま
一
度
決
定
不
能
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
と
言
っ
て
も

よ
い
。
お
そ
ら
く
読
者
の
意
識
は
、
再
び
作
品
に
回
帰
し
、
瞬
時

に
物
語
を
辿
り
な
お
す
の
で
あ
る
。
そ
の
兄
と
も
弟
と
も
つ
か
ぬ
、

細
長
い
男
は
、
〈
簡
略
な
棚
〉
と
い
う
世
界
の
果
て
に
立
つ
境
界

を
越
え
て
、
か
つ
て
兄
が
浅
草
の
夕
闇
に
消
え
て
い
っ
た
よ
う
に
、

新
た
な
闇
の
中
へ
消
失
す
る
。
〈
私
〉
が
「
旅
」
の
途
上
で
あ
る

よ
う
に
、
男
の
「
旅
」
も
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。

　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、
い
っ
た
ん
昭
和
二
年
に
書
き
あ
げ

ら
れ
た
も
の
の
、
乱
歩
の
手
に
よ
っ
て
草
稿
が
廃
棄
さ
れ
、
昭
和

四
年
に
発
表
さ
れ
た
。
作
品
の
中
で
、
二
人
の
男
を
乗
せ
た
夜
汽

車
は
、
そ
れ
自
身
が
ひ
と
つ
の
光
源
と
な
り
、
さ
び
し
い
親
不
知

の
海
岸
線
を
駆
け
ぬ
け
て
ゆ
く
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
そ
の

汽
車
と
雁
行
す
る
か
の
よ
う
に
、
海
岸
と
は
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な

天
空
の
星
々
の
間
を
、
疾
駆
す
る
一
両
の
汽
車
が
あ
っ
た
。
ジ
ョ

バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
、
や
は
り
二
人
を
乗
せ
た
ま
ま
、
「
完
成
」

と
い
う
言
葉
を
知
ら
ぬ
か
の
よ
う
に
、
夥
し
い
推
敲
に
つ
ぐ
推
敲

に
よ
っ
て
書
き
つ
が
れ
て
い
た
宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で

あ
る
。
無
論
、
二
つ
の
汽
車
の
物
語
が
時
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
、

偶
然
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
美
し
い
偶
然
で
あ
る
。

註作
品
の
引
用
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
4
』
（
昭
4
4
・
7
・
講
談
社
）
に
よ

る
。

ω
　
　
『
め
が
ね
絵
新
考
』
（
平
4
・
4
・
筑
摩
書
房
）

⑭
　
　
『
根
奈
志
具
佐
』
前
編
・
四
之
巻
（
『
風
来
山
人
集
』
日
本
古
典

　
文
学
大
系
5
5
・
岩
波
書
店
）
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⑥
　
「
錯
乱
す
る
距
離
－
江
戸
川
乱
歩
論
1
」
（
『
紙
上
で
夢
み
る
』
昭

　
5
5
・
5
・
蝸
牛
社
所
収
）

切
　
　
『
時
事
新
報
』
明
治
2
3
・
1
0
・
2
7
（
『
明
治
新
聞
集
成
』
第
七
巻

　
よ
り
引
用
）

㈲
　
前
田
愛
「
塔
の
思
想
」
（
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
昭
5
7
．
1
2
．

　
筑
摩
書
房
所
収
）
、
吉
見
俊
哉
『
都
市
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』

　
（
昭
6
2
・
7
・
弘
文
堂
）
な
ど
。

㈲
　
「
虚
空
へ
の
上
昇
　
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
試
論
［
1
］
」
（
『
批
評
空
間
』

　
第
1
号
・
平
2
・
4
・
福
武
書
店
）

ω
　
註
㈲
前
掲
論
文

⑥
　
昭
和
二
年
四
月
二
十
九
日
の
「
八
百
屋
お
七
」
二
百
五
十
年
追
善

　
供
養
の
催
し
を
記
念
し
て
、
梅
原
北
明
の
雑
誌
『
文
芸
市
場
』
（
昭

　
2
・
6
月
号
）
は
、
お
七
の
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
供
養
祭
の
た
め
に

　
〈
亨
和
よ
り
化
政
期
〉
の
く
江
戸
調
か
ら
く
り
節
〉
に
基
づ
い
て

　
「
お
七
か
ら
く
り
唄
」
を
再
現
し
た
藤
沢
衛
彦
は
、
　
「
お
七
と
覗
機

　
関
節
」
の
中
で
、
大
田
南
敏
が
採
録
し
た
「
お
七
か
ら
く
り
歌
」
と

　
合
わ
せ
て
紹
介
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
藤
沢
の
「
か
ら
く
り
唄
」
の

　
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
〈
エ
ヤ
！
コ
リ
や
初
段
は
お
江
戸
で
名
高
き
お
寺
は
駒
込
の
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ

　
　
　
　
祥
寺
、
ソ
リ
や
書
院
座
敷
の
奥
の
間
で
、
間
の
ふ
す
ま
を
そ

　
　
　
　
よ
と
あ
け
、
ヤ
レ
学
問
な
さ
れ
る
後
よ
り
、
ひ
ざ
で
チ
コ
リ

　
　
　
　
つ
つ
い
て
目
で
知
ら
せ
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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