
　
　
　
　
（
１
）
作
品
「
化
粧
」
に
つ
い
て

　

川
端
康
成
「
化
粧
」
は
、『
文
藝
春
秋
』
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
掌
の
小
説
」
と
呼
ば
れ
る

小
品
群
の
一
つ
で
あ
る
。
四
百
字
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
わ
ず
か
四
枚
強
の
作
品
で
あ
り
、
作
品
梗
概
を
示
す
こ
と
は
せ
ず
、
以
下
に
作

品
全
文
を
あ
え
て
掲
げ
る
注
１
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
化
粧
」

　

私
の
家
の
厠
の
窓
は
谷
中
の
斎
場
の
厠
と
向
ひ
合
つ
て
ゐ
る
。

　

二
つ
の
厠
の
間
の
空
地
は
斎
場
の
芥
捨
場
で
あ
る
。
葬
式
の
供
花
や
花
環
が
捨
て
ら
れ
る
。

　

墓
地
や
斎
場
に
秋
の
虫
の
声
が
し
げ
く
な
つ
た
と
は
い
へ
、
ま
だ
九
月
の
半
ば
で
あ
つ
た
。
面
白
い
こ
と
が
あ
る
と
い
ふ
風
に
、
私
は

妻
と
そ
の
妹
と
の
肩
に
手
を
か
け
て
、
少
し
冷
た
い
廊
下
を
連
れ
て
行
つ
た
。
夜
で
あ
つ
た
。
廊
下
の
突
き
あ
た
り
、
厠
の
扉
を
開
く
と

同
時
に
、
強
い
菊
の
薫
り
が
鼻
を
衝
い
た
。
ま
あ
と
驚
い
て
、
彼
女
等
は
手
洗
場
の
窓
に
顔
を
寄
せ
た
。
窓
一
ぱ
い
に
白
菊
の
花
が
咲
い

て
ゐ
る
。
二
十
ば
か
り
の
白
菊
の
花
環
が
、
そ
こ
に
立
ち
並
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
今
日
の
葬
式
の
名
残
で
あ
つ
た
。
妻
は
手
を
伸
ば
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し
て
菊
の
花
を
折
り
取
り
そ
う
に
し
な
が
ら
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
菊
の
花
を
い
ち
ど
き
に
見
る
の
は
、
何
年
振
り
で
あ
ら
う
と
言
つ

た
。
私
は
電
燈
を
つ
け
た
。
花
環
に
巻
い
た
銀
紙
が
さ
ん
ら
ん
と
照
ら
し
出
さ
れ
た
。
仕
事
を
す
る
時
は
度
々
厠
へ
立
つ
私
は
、
そ
の
夜

幾
度
と
な
く
菊
の
匂
ひ
を
嗅
い
で
、
徹
夜
の
疲
れ
が
そ
の
薫
り
の
な
か
に
消
え
て
ゆ
く
や
う
に
感
じ
た
。
や
が
て
朝
の
光
に
、
白
菊
は
い

よ
い
よ
白
く
、
銀
紙
は
輝
き
は
じ
め
た
。
そ
し
て
用
を
足
し
な
が
ら
私
は
、
白
菊
の
花
に
一
羽
の
カ
ナ
リ
ヤ
が
が
つ
と
と
ま
つ
て
ゐ
る
の

を
見
つ
け
た
の
で
あ
つ
た
。
昨
日
の
放
鳥
が
疲
れ
て
鳥
屋
へ
の
帰
り
を
忘
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

こ
れ
な
ぞ
は
ま
あ
美
し
い
と
も
言
へ
よ
う
が
、
し
か
し
ま
た
私
は
、
そ
れ
ら
の
葬
い
の
花
々
が
腐
つ
て
ゆ
く
日
日
も
、
厠
の
窓
か
ら
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
や
う
ど
こ
の
文
章
を
書
い
て
ゐ
る
三
月
初
め
は
、
一
つ
の
花
環
に
咲
い
た
紅
薔
薇
と
桔
梗
と
が
、
萎
れ
る
に
つ

れ
て
ど
ん
な
風
に
色
変
り
し
て
ゆ
く
か
を
五
六
日
の
間
つ
ぶ
さ
に
見
た
の
で
あ
つ
た
。

　

そ
れ
も
植
物
の
花
な
ら
ば
い
い
。
斎
場
の
厠
の
窓
に
、
私
は
ま
た
人
間
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
若
い
女
が
多
い
。
な
ぜ

な
ら
、
男
は
入
る
こ
と
が
少
く
、
老
婆
は
斎
場
の
厠
の
な
か
で
ま
で
長
い
こ
と
突
立
つ
て
鏡
を
見
る
ほ
ど
に
、
も
う
女
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
若
い
女
の
た
い
て
い
は
、
そ
こ
に
立
ち
止
ま
っ
て
か
ら
、
化
粧
を
す
る
。
葬
式
場
の
厠
で
化
粧
を
す
る
喪
服
の
女
―
濃
い

口
紅
を
引
く
と
こ
ろ
を
見
た
り
す
る
と
、
屍
を
舐
め
る
血
の
唇
を
見
た
や
う
に
、
私
は
ぎ
ょ
つ
と
身
を
縮
め
る
。
彼
女
等
は
皆
落
ち
つ
き

は
ら
つ
て
ゐ
る
。
誰
に
も
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
信
じ
な
が
ら
、
し
か
も
隠
れ
て
悪
い
こ
と
を
し
て
ゐ
る
と
い
う
罪
の
思
い
を
体
に
現
は
し

て
ゐ
る
。

　

私
は
さ
う
い
う
奇
怪
な
化
粧
を
見
た
い
と
は
思
は
な
い
。
し
か
し
二
つ
の
窓
は
年
中
向
い
合
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
い
ま
は
し
い

偶
然
の
一
致
も
決
し
て
少
く
は
な
い
。
私
は
あ
わ
て
て
眼
を
そ
ら
す
。
か
う
し
て
私
が
、
街
頭
や
客
間
の
女
達
の
化
粧
か
ら
も
、
葬
式
場

の
厠
の
な
か
の
女
を
思
い
浮
べ
る
や
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
な
し
あ
は
せ
に
ち
が
い
な
い
。
谷
中
の
斎
場
へ
葬
い
に
来
る
こ
と
が
あ

つ
て
も
、
厠
へ
は
は
い
ら
な
い
や
う
に
と
、
私
は
好
き
な
女
達
へ
手
紙
を
出
し
て
お
か
う
か
と
思
つ
た
り
し
た
。
彼
女
等
に
魔
女
等
の
仲

間
入
り
を
さ
せ
な
い
や
う
に
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
昨
日
で
あ
る
。

　

斎
場
の
厠
の
窓
に
、
白
い
ハ
ン
ケ
チ
で
し
き
り
と
涙
を
拭
い
て
ゐ
る
十
七
八
の
少
女
を
、
私
は
見
た
。
拭
い
て
も
拭
い
て
も
涙
が
あ
ふ

二



れ
て
来
る
ら
し
い
。
肩
を
ふ
る
は
せ
て
し
や
く
り
あ
げ
て
ゐ
る
。
た
う
と
う
悲
し
み
に
押
し
倒
さ
れ
た
の
か
、
彼
女
は
立
つ
た
ま
ま
厠
の

壁
に
ど
ん
と
身
を
倒
し
た
。
も
う
頬
を
拭
く
力
も
な
く
涙
を
流
れ
る
に
ま
か
せ
て
ゐ
た
。

　

彼
女
だ
け
は
、
隠
れ
て
化
粧
に
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
隠
れ
て
泣
き
に
来
た
の
に
ち
が
ひ
な
い
。

　

そ
の
窓
が
私
に
植
え
つ
け
た
女
へ
の
悪
意
が
、
彼
女
に
よ
つ
て
き
れ
い
に
拭
い
取
ら
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
て
ゐ
る
と
、
そ
の
時
、
全
く

思
ひ
が
け
な
く
、
彼
女
は
小
さ
い
鏡
を
持
ち
出
し
、
鏡
に
に
い
つ
と
一
つ
笑
ふ
と
、
ひ
ら
り
と
厠
を
出
て
行
つ
て
し
ま
つ
た
。
私
は
水
を

浴
び
た
や
う
な
驚
き
で
、
危
く
叫
び
出
す
と
こ
ろ
だ
つ
た
。

　

私
に
は
謎
の
笑
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

以
上
が
「
化
粧
」
全
文
で
あ
る
。
本
稿
は
、「
化
粧
」
の
作
品
分
析
を
施
す
こ
と
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
。
作
品
は
短
い
な
が
ら
も
、

き
わ
め
て
精
緻
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
端
を
分
析
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
当
然
の
事
な
が
ら
、
こ
の
作
品
が
川
端
文

学
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
あ
る
い
は
本
作
が
同
時
代
文
学
と
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
と
は
相
渉

ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
川
端
康
成
と
い
う
固
有
名
詞
を
故
意
に
切
断
す
る
こ
と
か
ら
、
作
品
読
解
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
は
作
者
川
端
康
成
が
、
身
辺
の
日
常
的
生
活
や
実
体
験
を
忠
実
に
反
映
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
一
面

を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
作
品
分
析
の
過
程
に
お
い
て
、
幾
度
も
作
品
に
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
設
定
で
あ
る
の
か
」「
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
の
か
」
と
問
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
問
う
こ
と
で
、
作
品
は
初
め
て
自
ら
の
構
造
的
布
置
の
一
端
を
開
示
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
問
い
か
け
を
封
殺
す
る
魅
惑
的
な
誤
答
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
事
実
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う

答
え
で
あ
る
。

　

で
は
迂
路
で
は
あ
る
が
、
本
作
に
関
与
す
る
川
端
康
成
の
身
近
的
事
実
を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
め
よ
う
。
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（
２
）「
事
実
」
の
切
断

　

た
と
え
ば
冒
頭
は
〈
私
の
家
の
厠
の
窓
は
谷
中
の
斎
場
の
厠
と
向
ひ
合
つ
て
ゐ
る
〉
と
い
う
一
文
で
始
め
ら
れ
る
。
一
人
称
の
語
り
手

〈
私
〉
が
谷
中
の
斎
場
に
隣
接
し
た
家
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
、
特
異
な
設
定
で
あ
る
。
事
実
川
端
康
成
は
、
昭
和
四
年
九
月
十
七
日
、

そ
れ
ま
で
の
馬
込
町
小
宿
三
八
九
番
地
か
ら
谷
中
墓
地
の
近
く
で
あ
る
上
野
桜
木
町
四
十
四
番
地
へ
と
転
居
し
て
い
る
。
以
降
川
端
は
、

上
野
桜
木
町
内
を
四
十
九
番
地
、
三
十
六
番
地
と
転
居
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
最
初
の
四
十
四
番
地
に
関
し
て
、
川
端
は
『
文
学
時

代
』
昭
和
四
年
十
一
月
号
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
上
野
桜
木
町
へ
」
に
お
い
て
、〈
九
月
十
七
日
〉
と
記
し
た
う
え
で
〈
省
線
電
車
の

鶯
谷
駅
よ
り
、
桜
木
町
の
新
居
に
至
れ
ば
、
運
送
屋
が
荷
物
を
お
ろ
し
て
了
へ
た
る
と
こ
ろ
。
家
は
寛
永
寺
の
北
、
谷
中
の
墓
地
の
南
あ

た
り
な
り
。
桜
木
町
は
、
一
高
の
時
し
ば
し
ば
上
野
に
散
歩
せ
し
頃
よ
り
、
一
度
は
住
み
た
し
と
思
ひ
居
り
し
土
地
な
り
。〉
注
２
と
記
し

て
い
る
。
川
端
が
桜
木
町
四
十
九
番
地
に
移
る
の
は
昭
和
五
年
早
春
、
さ
ら
に
翌
昭
和
六
年
四
月
に
三
十
六
番
地
へ
転
居
す
る
。
昭
和
六

年
『
改
造
』
五
月
号
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
上
野
の
春
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
注
３
。

　

明
日
か
あ
さ
つ
て
移
ら
う
と
思
ふ
家
は
、
谷
中
の
斎
場
の
真
裏
で
あ
る
。
裏
の
庭
木
戸
を
あ
け
て
み
る
と
、
そ
こ
の
空
地
に
は
、
古

い
花
環
が
沢
山
捨
て
て
あ
つ
た
。
読
経
や
弔
辞
な
ぞ
も
、
私
の
家
に
聞
こ
え
て
来
る
こ
と
だ
ら
う
。
仔
犬
は
竹
垣
の
下
に
、
斎
場
の
庭

へ
通
じ
る
穴
を
掘
る
に
ち
が
ひ
な
い
。

谷
中
の
斎
場
と
隣
接
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
間
に
空
地
が
存
す
る
こ
と
、
葬
式
の
花
環
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
桜

木
町
三
十
六
番
地
の
家
の
記
述
は
、
小
説
「
化
粧
」
の
描
写
と
酷
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
家
こ
そ
が
「
化
粧
」
の
舞
台
な
の
だ
と

確
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
確
認
の
た
め
、「
上
野
の
春
」
と
同
じ
年
に
発
表
さ
れ
た
「
菊
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
も
引
用
し
て
み
よ
う
注
４
。

　

死
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
の
多
い
私
は
、
そ
れ
で
な
く
て
さ
へ
毎
日
犬
を
連
れ
て
谷
中
の
墓
地
を
散
歩
し
て
ゐ
る
の

四



に
、
こ
の
上
斎
場
の
裏
に
住
ん
だ
り
し
て
は
、
い
よ
い
よ
死
に
つ
い
て
思
ふ
折
が
自
ら
殖
え
る
だ
ら
う
と
、
い
さ
さ
か
た
め
ら
つ
た
の

で
あ
つ
た
が
、
子
供
の
頃
に
寺
の
墓
地
で
遊
ん
で
ゐ
た
と
い
ふ
妻
と
そ
の
妹
と
は
一
向
気
に
も
と
め
な
い
の
で
、
そ
れ
で
は
と
引
越
し

て
来
た
家
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
斎
場
と
建
物
と
は
五
間
と
離
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
庭
の
木
戸
を
あ
け
る
と
斎
場
の

裏
庭
へ
出
ら
れ
る
の
で
あ
つ
た
。

斎
場
と
家
は
〈
五
間
と
離
れ
て
〉
い
な
い
。
そ
し
て
木
戸
を
開
け
る
と
〈
斎
場
の
裏
庭
〉
つ
ま
り
空
地
へ
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の

も
先
の
「
上
野
の
春
」
と
同
様
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
菊
」
か
ら
は
、
作
品
と
照
応
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
「
事
実
」
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
川
端

の
家
に
は
〈
妻
と
そ
の
妹
〉
が
同
居
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
川
端
の
義
妹
松
林
君
子
が
い
つ
の
時
点
か
ら
川
端
家
に
同
居

し
て
い
た
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
上
野
桜
木
町
時
代
の
一
定
期
間
生
活
し
て
い
た
事
実
は
、
妻
で
あ
る
川
端
秀
子
に
よ
る

回
想
記
『
川
端
康
成
と
と
も
に
』
に
記
さ
れ
た
〈
緑
川
さ
ん
が
い
ら
し
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
い
っ
し
ょ
に
住
ん
で
い
た
私
の
妹
の
い

る
場
所
が
な
く
な
っ
て
、
し
ば
ら
く
渋
谷
の
兄
の
と
こ
ろ
に
行
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
こ
で
ま
た
貸
家
さ
が
し
が
始
ま
り
ま
し
た
〉
注
５
と
い
う
一
文
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

貸
家
さ
が
し
の
結
果
見
つ
け
た
の
が
上
野
桜
木
町
三
十
六
番
地
の
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
も
っ
と
決
定
的
な
「
証
拠
」
を
提
出
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
上
の
図
版
は
、

昭
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
文
芸
日
記　

昭
和
五
年
版
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ 

る
注
６
。「
川
端
康
成
氏
の
家
庭
」
と
題
さ
れ
た
一
枚
の
写
真
に
は
、
川
端
康
成
、
妻
秀
子
と
と

も
に
、
一
番
右
端
に
確
か
に
義
妹
君
子
が
写
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
の
ご
と
く
、「
化
粧
」
に
は
、
多
数
の
「
事
実
」
と
の
一
致
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も

そ
れ
は
、
日
常
的
事
実
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
作
品
の
末
尾
に
配
置
さ
れ
た
、
少

女
が
鏡
に
向
か
っ
て
笑
う
と
い
う
事
件
そ
の
も
の
も
、
川
端
が
実
際
に
目
撃
し
た
も
の
で
あ
る

五
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と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
の
『
川
端
康
成
全
集
』
刊
行
に
際
し
て
、
川
端
は
収
録
作
品
に
つ
い
て
「
あ
と
が
き
」
で
自

身
の
手
に
な
る
解
説
を
記
し
て
い
る
。「
化
粧
」
に
関
し
て
は
、
以
下
の
一
文
の
み
で
あ
る
。〈「
化
粧
」
は
、
上
野
桜
木
町
の
私
の
家
の

厠
の
窓
が
谷
中
の
斎
場
の
厠
の
窓
と
向
ひ
合
つ
て
ゐ
て
、
こ
こ
に
書
い
た
や
う
な
こ
と
を
私
は
見
た
〉
注
７
。〈
こ
こ
に
書
い
た
や
う
な
こ

と
〉
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
厠
の
中
で
女
性
た
ち
が
化
粧
直
し
を
し
て
い
た
こ
と
、

少
女
が
鏡
に
笑
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
作
品
「
化
粧
」
は
、
諸
処
の
設

定
に
お
い
て
も
、
作
中
の
事
件
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
忠
実
に
「
事
実
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ

う
。
加
う
る
に
、〈
ち
や
う
ど
こ
の
文
章
を
書
い
て
ゐ
る
三
月
初
め
〉
と
い
う
本
文
の
記
述
か
ら
、〈
私
〉
は
文
筆
家
で
あ
る
こ
と
も
想
定

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
す
ま
す
本
作
は
、
川
端
康
成
に
よ
る
身
辺
記
述
的
小
説
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
事
実
」
の
一
切
を
切
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
化
粧
」
に
は
濃
密
に
事
実
が

反
映
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
川
端
康
成
と
い
う
固
有
名
詞
と
と
も
に
、
あ
え
て
そ
の
事
実
を
無
視
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

作
業
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
作
品
に
投
げ
か
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
〈
面
白
い
こ
と
が
あ

る
と
い
ふ
風
に
、
私
は
妻
と
そ
の
妹
と
の
肩
に
手
を
か
け
て
、
少
し
冷
た
い
廊
下
を
連
れ
て
行
つ
た
〉
と
い
う
一
文
。
な
ぜ
〈
私
〉
は
〈
妻

と
そ
の
妹
と
の
肩
に
手
を
か
け
て
〉
と
い
う
設
定
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
ま
ず
は
こ
の
一
文
を
分
析
の
端
緒
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
（
３
）
女
性
の
過
剰

　
〈
面
白
い
こ
と
が
あ
る
と
い
ふ
風
に
、
私
は
妻
と
そ
の
妹
と
の
肩
に
手
を
か
け
て
、
少
し
冷
た
い
廊
下
を
連
れ
て
行
つ
た
〉。
こ
の
一
文

は
作
品
の
中
で
突
出
し
て
い
る
。
家
庭
の
中
に
妻
の
妹
が
同
居
し
て
い
る
事
態
は
特
殊
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
も
言
お

う
。
こ
の
作
品
は
、
き
わ
め
て
短
い
。
そ
の
「
短
さ
」
の
中
で
、
あ
え
て
「
そ
の
妹
」
ま
で
も
記
述
す
る
こ
と
は
尋
常
で
は
な
い
事
態
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〈
妹
〉
は
、
こ
の
一
箇
所
に
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
一
文
は
見
事
に
縫
い

閉
じ
ら
れ
た
本
作
に
お
け
る
、
唯
一
の
綻
び
で
あ
り
、
隠
さ
れ
た
構
造
を
垣
間
見
せ
る
開
口
部
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
一
文
を
基
点
に
、
二
つ
の
指
摘
を
行
う
。
ま
ず
第
一
は
「
女
性
」
に
関
与
す
る
問
題
で
あ
る
。
夫
た
る
〈
私
〉
は
、
作
中
で
妻
と

そ
の
妹
と
同
居
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
男
は
自
家
の
中
で
妻
と
そ
の
妹
と
い
う
二
人
の
女
性
と
と
も
に
い
る
、
と
設

定
さ
れ
て
い
る
。
夫
と
妻
と
い
う
対
の
う
え
に
、
妻
の
妹
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
端
的
に
女
性
の
過
剰
な
の
だ
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
き
、
作
中
に
男
性
で
あ
る
〈
私
〉
を
除
い
て
、
女
性
し
か
登
場
し
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
作
品

は
、
厠
を
訪
れ
る
女
性
を
覗
き
見
す
る
男
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
ま
た
ま
「
あ
る
女
」
を
見
た
と
い
う
単
数
的
な
事
件
で
な
く
、〈
若

い
女
が
多
い
〉
の
で
あ
り
〈
若
い
女
の
た
い
て
い
は
〉
化
粧
直
し
を
す
る
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
、
複
数
的
事
象
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い

る
。
彼
女
た
ち
は
魔
女
で
は
な
く
〈
魔
女
等
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
の
複
数
的
様
態
が
最
も
顕
著
な
設
定
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る

の
が
〈
私
は
好
き
な
女
達
へ
手
紙
を
出
し
て
お
か
う
か
と
思
つ
た
り
し
た
〉
と
い
う
箇
所
に
他
な
ら
な
い
。〈
私
〉
に
は
女
友
達
が
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
〈
女
達
〉
と
複
数
で
記
述
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
重
の
意
味
で
過
剰
で
あ
る
。

谷
中
の
斎
場
に
来
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
厠
で
化
粧
直
な
ぞ
し
て
は
い
け
な
い
よ
、
と
女
友
達
に
知
ら
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
感
想
の
ふ

り
を
し
な
が
ら
、
作
品
は
こ
と
さ
ら
に
「
女
性
」
を
召
喚
す
る
。
加
う
る
に
、
召
喚
さ
れ
る
「
女
性
」
は
複
数
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
作
品
は
多
く
の
女
性
で
う
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
作
品
が
充
分
「
短
い
」
こ
と
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
こ
の
「
短
さ
」
に
比
し
て
、
女
性
は
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
あ
る
。
先
に
問
題
と
し
た
〈
妻
と
そ
の
妹
〉
と
い
う
設
定
は
、
作
品
に

お
け
る
女
性
の
複
数
的
様
態
の
家
庭
内
部
へ
の
反
映
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

男
は
〈
私
〉
ひ
と
り
で
あ
り
、
そ
し
て
多
く
の
女
た
ち
に
接
し
て
い
る
。
こ
れ
が
作
品
の
基
本
図
式
で
あ
る
。
無
論
、
女
性
た
ち
、
あ

る
い
は
〈
私
〉
と
女
性
た
ち
と
の
関
係
を
分
類
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。「
妻
・
妹
」「
女
友
達
」「
斎
場
の
女
た
ち
」
と
い
っ
た
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
よ
る
三
分
類
。
あ
る
い
は
〈
妻
と
そ
の
妹
と
の
肩
に
手
を
か
け
て
〉
に
お
け
る
〈
肩
に
手
を
か
け
て
〉
と
い
う
箇
所
に
着
目
す

る
な
ら
、
さ
り
げ
な
く
記
述
さ
れ
て
い
る
〈
私
〉
と
女
性
た
ち
と
の
身
体
的
接
触
は
、
ま
さ
に
覗
き
見
と
い
う
距
離
を
介
し
た
接
触
と

対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
最
後
に
登
場
す
る
〈
十
七
八
の
少

女
〉
は
特
別
な
存
在
と
し
て
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
想
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
先
取
り
し
て
記
す
な
ら
、

実
は
本
作
の
基
本
構
造
は
「
二
分
類
」
な
の
で
あ
り
、
三
つ
や
四
つ
に
分
類
で
き
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
事
態
も
、「
二
」
が
さ
ら
に
二
分
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化
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
分
類
の
あ
り
様
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

　

そ
れ
よ
り
も
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、〈
私
〉
が
、
あ
る
種
の
優
越
性
を
も
っ
て
女
性
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。〈
私
〉

は
、
あ
ま
た
登
場
す
る
女
性
た
ち
に
対
し
て
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
。〈
窓
一
ぱ
い
に
白
菊
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
〉
こ
と
を
妻
た
ち
に
「
教

え
」「
連
れ
て
行
く
」
こ
と
。〈
谷
中
の
斎
場
へ
葬
い
に
来
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
厠
へ
は
は
い
ら
な
い
や
う
に
と
〉
女
友
だ
ち
達
に
「
忠

告
す
る
」
た
め
に
手
紙
を
思
い
つ
く
こ
と
。
そ
し
て
、
厠
に
い
る
女
性
を
「
覗
き
見
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。「
覗
き
見
」
が
、
相
手
か
ら

見
ら
れ
る
こ
と
な
く
相
手
を
一
方
的
に
ま
な
ざ
す
と
い
う
特
権
的
な
視
線
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
具
体
的
に
言
う
な
ら
、
斎

場
の
厠
と
い
う
空
間
に
お
い
て
人
目
を
避
け
て
化
粧
直
し
す
る
女
性
た
ち
の
「
秘
密
」
を
、〈
私
〉
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
で

は
、
こ
の
「
覗
く
／
覗
か
れ
る
」
と
い
う
図
式
が
、「
男
性
／
女
性
」
と
い
う
性
差
に
べ
っ
た
り
と
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
覗
き
見
と
い
う
行
為
の
外
に
お
い
て
も
、〈
私
〉
は
女
性
に
対
し
て
も
精
神
的
優
位
を
保
ち
、
教
え
、
導
き
、
忠
告
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
「
覗
く
／
覗
か
れ
る
」
と
い
う
図
式
が
、
最
後
に
登
場
す
る
少
女
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈

も
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
少
女
の
謎
の
笑
い
は
、
覗
く
人
と
い
う
〈
私
〉
の
精
神
的
優
位
性
を
脅
か
す
「
不
安
」
と
し
て
突
如
出
現
し
た
も

の
で
あ
る
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
自
己
を
脅
か
す
対
象
に
「
理
解
不
能
」
と
い
う
思
考
放
棄
に
よ
っ
て
対
応
す
る

こ
と
が
保
身
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
以
上
、
少
女
の
笑
い
に
〈
水
を
浴
び
た
や
う
な
驚
き
〉
を
覚
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
〈
私
に
は
謎
の

笑
い
で
あ
る
〉
で
あ
る
と
処
理
す
る
こ
と
で
、
依
然
〈
私
〉
は
「
覗
く
人
」
の
優
位
性
を
保
持
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

だ
が
作
品
最
後
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
全
く
異
な
る
問
題
系
の
中
で
言
及
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
以
上
記

述
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

　
　
　
　
（
４
）
向
か
い
合
う
「
対
」

　

で
は
こ
こ
で
再
び
〈
面
白
い
こ
と
が
あ
る
と
い
ふ
風
に
、
私
は
妻
と
そ
の
妹
と
の
肩
に
手
を
か
け
て
、
少
し
冷
た
い
廊
下
を
連
れ
て
行

つ
た
〉
と
い
う
一
文
に
立
ち
戻
ろ
う
。
第
二
の
指
摘
と
し
て
問
題
と
し
た
い
の
は
、〈
妻
と
そ
の
妹
〉
と
い
う
「
対
」
が
構
成
さ
れ
て
い
る
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点
で
あ
る
。
妻
の
妹
の
存
在
は
、
物
語
の
文
法
上
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
Ａ
と
Ｂ
」
と
い
う
「
対
」
で
あ
る
こ
と
が

作
品
に
お
い
て
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
右
手
と
左
手
を
二
人
の
女
性
の
肩
に
置
く
。
こ
の
時
、
妻
と
そ
の
妹
は
「
姉
妹
」
と
い
う
血

縁
上
の
近
接
も
あ
い
ま
っ
て
強
い
「
対
」
を
構
成
す
る
。
似
た
も
の
が
並
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
構
図
が
作
品
冒
頭
部
の
一
文
と
相
似
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。〈
私
の
家
の
厠
の
窓
は
谷
中
の
斎
場
の
厠
と
向
ひ
合
つ
て
ゐ
る
〉。〈
私
の
家
の
厠
の
窓
〉
と
〈
谷
中
の
斎
場
の

厠
〉
が
向
か
い
合
う
こ
と
で
「
対
」
が
構
成
さ
れ
る
。「
化
粧
」
に
関
し
て
示
唆
に
富
む
複
数
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
小
埜
裕
二
は
、〈
谷

中
〉
と
い
う
地
名
に
関
し
て
、〈「
谷
中
」
と
い
う
町
の
空
間
は
文
字
通
り
〈
厠
と
厠
の
間
の
空
間
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
拡
大
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
。
東
京
都
台
東
区
の
北
西
部
に
位
置
す
る
谷
中
は
、
上
野
と
駒
込
の
間
に
あ
る
谷
と
い
う
意
で
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
〉
と
指
摘
し

て
い
る
注
８
。
一
文
の
中
に
畳
み
込
ま
れ
た
二
つ
の
「
対
」。
冒
頭
の
一
文
で
「
Ａ
と
Ｂ
」
と
い
う
「
対
」
の
図
式
が
提
示
さ
れ
、
以
下
の

小
説
言
説
は
こ
の
図
式
を
反
復
的
に
点
綴
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
化
粧
」
と
い
う
作
品
の
運
動
で
あ
り
、
作
品
の
全
て
で
あ

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
品
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
対
」
で
横
溢
し
て
い
る
。
こ
の
「
対
」
と
い
う
二
項
関
係
に

つ
い
て
も
、
先
の
小
埜
裕
二
は
ロ
バ
ー
ト
・
ス
コ
ー
ル
ズ
の
「
反
復
」
と
「
対
立
」
の
概
念
に
即
し
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
記
す
注
９
。

　

他
に
「
化
粧
」
の
〈
対
立
〉
の
構
図
に
着
目
す
る
と
、
ａ
〈
私
の
家
の
厠
〉
と
〈
谷
中
の
斎
場
の
厠
〉、
ｂ
〈
見
る
も
の
〉
と
〈
見

ら
れ
る
も
の
〉、
ｃ
〈
男
〉
と
〈
女
〉、
ｄ
〈
植
物
〉
と
〈
人
間
〉、
ｅ
〈
白
菊
〉
と
〈
紅
薔
薇
と
桔
梗
〉、
ｆ
〈
若
い
女
〉
と
〈
少
女
〉、

ｇ
〈
少
女
の
涙
〉
と
〈
少
女
の
笑
い
〉
と
い
っ
た
構
図
が
見
え
て
く
る
。
ａ
ｂ
ｃ
を
最
初
の
二
分
法
の
基
準
に
お
く
と
、
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
は

二
分
法
の
一
方
の
〈
谷
中
の
斎
場
の
厠
〉
を
細
分
化
し
た
二
分
法
の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

作
品
が
小
埜
の
言
う
「
対
立
」
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
、
ま
た
「
対
立
」
の
片
割
れ
の
一
項
が
さ
ら
な
る
細
分
化
に
よ
っ
て

新
た
な
「
対
立
」
を
形
成
す
る
と
い
っ
た
運
動
的
事
態
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
こ
れ
ら
の
〈
対
立
〉
の
構
図
が
、
作

品
全
体
を
統
括
す
る
構
造
で
あ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
局
所
的
事
態
と
し
て
の
み
理
解
し
て
い
る
点
で
本
稿
と
決
定
的
に
見
解
を
異
と

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
埜
は
作
品
の
空
間
や
時
間
に
も
着
目
し
な
が
ら
、
空
間
を
〈
厠
以
外
の
斎
場
・
斎
場
の
厠
・
厠
と
厠
の
間
・
私
の
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家
の
厠
・
厠
以
外
の
私
の
家
〉
の
五
つ
に
分
類
し
、
時
間
も
〈
九
月
半
ば
・
三
月
初
め
・
昨
日
〉
と
い
う
三
つ
に
分
割
さ
れ
る
と
す
る
の

で
あ
る
。
違
う
の
で
あ
る
。
作
品
は
徹
底
的
に
「
二
」
で
あ
り
、
必
ず
「
対
」
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
空
間
は
、
あ
く
ま
で
「
向
か
い

合
う
二
つ
の
厠
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
連
結
す
る
〈
二
つ
の
厠
の
間
の
空
地
〉
は
、
も
ち
ろ
ん
一
種
の
境
界
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ

は
「
Ａ
と
Ｂ
」
に
お
け
る
「
と
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。
ま
た
時
間
設
定
に
お
い
て
も
、「
九
月
」
と
「
三
月
」
と
い
う
半
年

の
間
隔
を
持
つ
二
つ
の
時
間
に
作
品
は
分
割
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
昨
日
」
と
い
う
時
間
を
「
三
月
」
か
ら
切
り
離
し
て
第
三
項
化

す
る
の
は
、
作
品
末
尾
の
少
女
の
笑
い
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
品
を
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
る
読
み
方
の
あ
ら
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
。

　

作
品
は
、
そ
の
時
間
に
お
い
て
も
、
空
間
に
お
い
て
も
、
作
中
人
物
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
設
定
に
お
い
て
「
対
」
が
構
成
さ
れ

る
。
そ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
表
象
と
し
て
、
作
品
は
世
界
を
複
数
化
す
る
装
置
と
し
て
の
「
鏡
」
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

斎
場
の
厠
の
窓
に
、
私
は
ま
た
人
間
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
若
い
女
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
男
は
入
る
こ
と
が
少

く
、
老
婆
は
斎
場
の
厠
の
な
か
で
ま
で
長
い
こ
と
突
立
つ
て
鏡
を
見
る
ほ
ど
に
、
も
う
女
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
若
い
女
の

た
い
て
い
は
、
そ
こ
に
立
ち
止
ま
っ
て
か
ら
、
化
粧
を
す
る
。

女
た
ち
は
厠
の
中
で
鏡
を
見
つ
め
る
。
そ
こ
に
う
つ
さ
れ
る
の
は
、
向
か
い
合
う
自
身
の
姿
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
「
実
像
／
鏡
像
」

と
い
う
新
た
な
「
対
」
が
生
成
す
る
。
驚
嘆
す
べ
き
は
、
複
数
化
の
装
置
と
し
て
の
「
鏡
」
自
体
が
作
中
で
複
数
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
最
後
の
少
女
の
描
写
は
以
下
の
よ
う
な
一
文
で
あ
る
。〈
そ
の
時
、
全
く
思
ひ
が
け
な
く
、
彼
女
は
小
さ
い

鏡
を
持
ち
出
し
、
鏡
に
に
い
つ
と
一
つ
笑
ふ
と
、
ひ
ら
り
と
厠
を
出
て
行
つ
て
し
ま
つ
た
〉。
少
女
は
、
女
た
ち
が
見
て
い
た
鏡
と
は
別

の
、
自
分
の
〈
小
さ
い
鏡
を
持
ち
出
し
〉
た
の
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
作
品
は
わ
ざ
わ
ざ
別
の
鏡
を
も
う
一
つ
記
述
し
た
の
で
あ
る
。

　

作
中
で
鏡
は
何
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
女
た
ち
が
化
粧
も
し
く
は
化
粧
直
し
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し

て
化
粧
と
い
う
行
為
が
、
本
来
的
に
「
素
顔
／
化
粧
を
施
し
た
顔
」
と
い
う
二
重
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
想
到
す
る
な
ら
、
作
品

は
「
化
粧
」
と
い
う
表
題
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
す
で
に
「
対
」
の
図
式
を
提
示
し
て
い
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
化

一
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粧
と
い
う
行
為
に
お
い
て
現
前
化
す
る
身
体
的
部
位
は
ど
こ
か
。
そ
れ
は
顔
で
あ
り
、
な
か
ん
づ
く
唇
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

「
化
粧
」
と
題
さ
れ
た
本
作
は
、
最
後
に
少
女
の
笑
い
を
配
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
化
粧
」
の
核
心
は
最
後

の
少
女
の
笑
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
な
ぜ
少
女
は
笑
っ
た
か
」「
少
女
の
笑
い
が
謎
だ
と
い
う
の
は
い
か
な

る
意
味
か
」
と
い
う
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
人
間
の
内
面
に
関
与
す
る
問
題
と
し
て
思
考
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
も
小
説
の
読
み
方
の

一
つ
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
小
説
に
お
い
て
作
中
人
物
の
内
面
を
重
点
化
す
る
読
み
方
は
、
お
う
お
う
に
し
て
そ
れ
以
外
の
も
の
を
見
過
ご

す
こ
と
に
な
る
。「
少
女
は
い
か
な
る
心
理
作
用
に
よ
っ
て
笑
っ
た
の
か
」
を
思
考
す
る
と
と
も
に
、「
少
女
の
笑
い
が
な
ぜ
こ
こ
に
記
さ

れ
て
い
る
の
か
」
を
も
問
い
か
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
以
前
に
、
小
説
言
説
が
刻
み
付
け
た
少
女
の
笑
い
を
、
運
動
と
し
て

「
見
る
」
べ
き
な
の
で
あ
る
。〈
私
〉
は
厠
の
中
に
一
人
の
少
女
の
姿
を
認
め
る
。
彼
女
は
全
身
で
泣
い
て
お
り
、〈
私
〉
は
そ
の
身
体
の

運
動
の
全
容
を
眺
め
て
い
る
。
だ
が
、
泣
き
止
ん
だ
少
女
が
鏡
を
取
り
出
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
視
線
は
一
挙
に
焦
点
化
さ
れ
る
。
そ
れ

が
顔
で
あ
り
、
口
で
あ
り
、
唇
で
あ
る
。
読
者
も
ま
た
〈
私
〉
と
同
様
、
も
っ
と
唇
を
注
視
す
べ
き
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
唇
と
は
、
口
腔

と
い
う
開
口
部
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
二
枚
の
部
位
か
ら
な
る
器
官
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
唇
と
下
唇
。
つ
ま
り
「
唇
」
も
ま

た
「
対
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
作
品
は
閉
じ
ら
れ
つ
つ
、
冒
頭
へ
と
回
帰
す
る
。
冒
頭
の
一
文
〈
私
の
家
の
厠
の
窓
は
谷
中
の
斎
場
の
厠
と
向
ひ
合
つ
て
ゐ

る
〉。〈
空
地
〉
と
い
う
空
隙
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
二
つ
の
厠
。
そ
れ
は
さ
な
が
ら
唇
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
品
全
体
の
構
図
に
お
い
て

も
、
冒
頭
と
末
尾
、
つ
ま
り
向
か
い
合
う
厠
と
少
女
の
笑
い
は
、
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
見
事
な
「
対
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

う
ひ
と
つ
補
助
線
を
引
い
て
み
よ
う
。
こ
こ
ま
で
一
度
も
言
及
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、「
化
粧
」
の
特
異
性
は
、
作
品
の
大
半
が
厠
と
い

う
空
間
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
の
が
、
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。
一
行
目
が
「
厠
」
の
記
述
で
始
ま
る
小
説
作

品
を
、
い
っ
た
い
い
く
つ
想
起
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
で
は
な
ぜ
「
厠
」
で
書
き
起
こ
さ
れ
、「
厠
」
が
作
品
空
間
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
そ
れ
は
、「
厠
」
の
文
化
史
的
意
味
を
考
え
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
「
厠
／
斎
場
」
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
空
間
的
「
対
」

の
中
で
思
考
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
単
純
な
指
摘
を
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
そ
れ
は
「
厠
」
が

排
泄
を
行
う
場
所
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。「
化
粧
」
は
、
作
品
の
入
り
口
と
出
口
に
相
当
す
る
冒
頭
部
と
結
尾
部
に
、
排
泄
器
と
口
唇
が
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配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奇
矯
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
一
本
の
管
で
あ
る
人
体
の
両
端
に
あ
る
二
つ
の
開
口
部
、
小
説
言
説
は

そ
れ
を
遡
行
す
る
形
で
、
排
泄
器
か
ら
開
始
さ
れ
最
後
に
口
唇
に
至
る
過
程
を
経
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
穏
当
に
以
下
の

よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
作
品
は
二
つ
の
厠
を
主
要
空
間
と
し
な
が
ら
も
、
実
は
排
泄
行
為
と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

〈
私
〉
の
家
の
厠
は
覗
き
見
を
す
る
空
間
で
あ
り
、
谷
中
の
斎
場
の
そ
れ
は
、
化
粧
を
す
る
た
め
の
空
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
も
、
さ
し
て
構
図
が
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
覗
き
見
を
す
る
器
官
は
、
唇
と
同
様
、

二
つ
並
ぶ
と
こ
ろ
の
「
眼
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
は
、
作
品
は
眼
に
始
ま
り
唇
で
終
わ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
別
の
事
が
ら
を
指
摘
し
て
お
く
。
先
に
本
作
は
、
そ
の
「
短
さ
」
に
比
し
、「
女
性
」
が
過

剰
で
あ
る
と
記
述
し
た
。
し
か
し
過
剰
な
も
の
は
他
に
も
存
す
る
。
そ
れ
は
「
数
字
」
で
あ
る
。
作
品
全
部
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
ぜ

ひ
も
う
一
度
「
数
字
」
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
数
字
が
過
剰
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
記
述
さ
れ
る
頻
度
が
き
わ
め
て
高
い
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
で
は
い
か
な
る
意
味
か
。
作
中
の
数
字
を
以
下
に
登
場
順
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。〈
二
つ
の
厠
〉〈
九
月
〉〈
窓
一
ぱ
い
〉

〈
二
十
ば
か
り
の
白
菊
〉〈
一
羽
の
カ
ナ
リ
ヤ
〉〈
三
月
初
め
〉〈
一
つ
の
花
環
〉〈
五
六
日
の
間
〉〈
二
つ
の
窓
〉〈
偶
然
の
一
致
〉〈
十
七
八

の
少
女
〉〈
一
つ
笑
う
と
〉。
こ
れ
ら
の
列
挙
か
ら
気
づ
く
の
は
、
一
か
ら
十
ま
で
の
漢
数
字
が
「
四
」
を
除
い
て
全
て
揃
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
さ
し
て
多
く
登
場
す
る
わ
け
で
も
な
い
数
字
達
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
で
き
る
だ
け
重
複
し
な
い
よ
う
に
散
逸
し
、
整
然
と
一
か
ら

十
ま
で
を
刻
ん
で
い
く
。
そ
の
記
述
の
さ
れ
方
に
お
い
て
過
剰
な
の
で
あ
る
。
こ
の
短
い
小
説
言
説
の
中
で
「
一
」
か
ら
「
十
」
ま
で
出

揃
っ
て
い
る
こ
と
が
過
剰
な
の
で
あ
る
。「
四
」
を
除
い
て
で
あ
る
。

　

結
論
を
言
お
う
。
こ
の
作
品
に
数
字
が
整
然
と
記
述
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
た
っ
た
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
中
に
「
四
」
が
欠
如
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
穴
は
自
ら
が
穴
で
あ
る
こ
と
を
自
身
に
お
い
て
証
明
で
き
な
い
。
同
様
に
、「
四
」
だ
け
が
欠
如
し

て
い
る
事
実
は
、
他
の
全
て
の
数
字
が
記
述
さ
れ
た
時
点
で
始
め
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
萎
れ
ゆ
く
花
を

〈
ど
ん
な
風
に
色
変
り
し
て
ゆ
く
か
を
五
六
日
の
間
つ
ぶ
さ
に
見
た
〉
と
い
う
箇
所
に
お
い
て
、〈
五
六
日
〉
と
い
う
記
述
は
、「
四
五
日
」

と
い
う
近
似
値
的
表
現
で
あ
っ
て
も
、「
数
日
の
間
」
と
い
う
同
義
的
表
現
で
あ
っ
て
も
、
置
換
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
「
四
」

の
欠
如
に
向
け
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
作
品
が
斎
場
と
い
う
、
ま
さ
に
「
死
」
で
充
溢
し
た

一
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空
間
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
斎
場
の
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、「
死
」
と
い
う
文
字
は
、「
葬
」「
屍
」
と
い
っ
た
漢
字

の
中
に
埋
没
さ
れ
た
形
で
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、「
死
」
そ
の
も
の
は
記
述
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
読
者
の
眼
は
、
欠
如
し
た
「
四
」

そ
の
も
の
は
眼
差
す
こ
と
な
く
、
ゆ
る
や
か
に
欠
如
の
縁
と
し
て
散
布
さ
れ
た
数
字
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
軌
跡
は
、
や
や
す
ぼ

め
た
両
の
唇
に
口
紅
を
塗
っ
て
い
く
、
紅
差
し
指
の
動
き
に
酷
似
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

注１　
「
化
粧
」
の
本
文
引
用
は
『
川
端
康
成
全
集　

第
一
巻
』（
一
九
八
一
年
十
月　

新
潮
社
）
に
よ
る

２　
『
川
端
康
成
全
集　

第
二
十
六
巻
』
一
九
八
二
年
四
月　

新
潮
社

３　

注
２
に
同
じ

４　

初
出
『
サ
ロ
ン
』
一
九
三
一
年
十
月
号　

引
用
は
注
２
に
同
じ

５　

川
端
秀
子
『
川
端
康
成
と
と
も
に
』
一
九
八
三
年
八
月　

新
潮
社

６　
『
新
文
芸
日
記　

昭
和
五
年
版
』
一
九
二
九
年
十
一
月　

新
潮
社　

ち
な
み
に
『
新
文
芸
日
記
』
は
新
潮
社
が
毎
年
刊
行
し
て
い
た
書
き
込
み
式
日
記
帳
で

あ
り
、
日
記
部
分
と
文
学
者
の
エ
ッ
セ
イ
や
「
昭
和
四
年
文
藝
界
外
観
」
と
い
っ
た
読
み
物
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
現
代
文
士
録
」
の
川
端
康

成
の
項
に
は
現
住
所
〈
東
京
市
下
谷
区
上
野
桜
木
町
四
四
〉
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

７　
「
あ
と
が
き
」『
川
端
康
成
全
集　

第
十
一
巻
』
一
九
五
〇
年
八
月

８　

小
埜
裕
二
「
川
端
康
成
「
化
粧
」
の
表
現
機
構
」『
上
越
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
巻
２
号　

一
九
九
七
年
三
月

９　

小
埜
裕
二
「「
川
端
康
成
「
化
粧
」
の
表
現
機
構
（
２
）」『
上
越
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
十
五
巻
１
号　

二
〇
〇
五
年
九
月

一
三

川
端
康
成
「
化
粧
」
論　
　

―
鏡
と
唇
―


