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実

は
じ
め
に

　

平
安
貴
族
邸
宅
と
な
る
寝
殿
造
に
お
い
て
は
、
複
数
の
建
物
に
加
え
て
庭
が
欠
か
せ
な
い
設
備
と
し
て
造
園
さ
れ
て
い
た
。
庭
は
、
敷
地
南

方
に
設
け
ら
れ
る
の
で
、
全
体
を
南
庭
と
も
言
っ
た
が
、
狭
義
に
は
儀
式
用
に
使
用
す
る
砂
子
を
敷
き
つ
め
た
寝
殿
南
側
の
平
面
を
指
す
場
合

も
あ
る
。
こ
の
小
稿
で
は
、
南
庭
を
こ
の
狭
義
の
意
で
使
用
し
、
全
体
的
に
言
う
場
合
は
庭
と
し
て
い
き
た
い
。

　

庭
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
南
庭
・
遣
水
・
滝
・
南
池
・
中
島
・
築
山
を
造
成
し
、
適
宜
に
籬
や
垣
根
に
前
栽
（
草
花
）・
植
木
（
樹
木
）

を
配
し
、
立
石
を
置
い
た
。
滝
は
遣
水
の
途
中
に
設
け
、
南
池
の
岸
は
洲
浜
や
荒
磯
に
作
り
、
池
中
に
も
立
石
を
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
人

工
的
に
作

つ
く
り

泉い
ず
みを
設
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
建
造
物
と
し
て
、
南
池
の
ほ
と
り
に
釣
殿
を
設
け
、
遣
水
や
中
島
に
は
反
橋
を
渡
し
て
い
た
。

付
随
的
な
施
設
と
し
て
は
舟
屋
も
置
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
庭
が
寝
殿
造
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
王
朝
文
学
作
品
の
舞
台
や
背
景
、
あ
る
い
は
題
材
に
庭
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
前
栽
や
植
木
は
四
季
折
々
に
変
化

す
る
の
で
、
賞
翫
す
る
だ
け
で
な
く
、
心
を
寄
せ
た
り
、
託
し
た
り
す
る
景
物
と
し
て
和
歌
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
物
語
や
日
記
で
も
、
庭



一
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に
か
か
わ
っ
た
和
歌
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
・
長
編
物
語
で
は
、
庭
が
物
語
展
開
に
必
要
不
可
欠
な
舞
台
と
し
て
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
現
存
最
古
の
長
編
物
語
と
し
て
知
ら
れ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
こ
の
点
は
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に

お
い
て
、
庭
が
物
語
展
開
に
必
要
不
可
欠
な
場
と
し
て
前
景
化
す
る
の
は
、「
楼
の
上
・
上
」
巻
に
な
っ
て
整
備
さ
れ
た
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
を

待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
小
稿
で
は
、
三
条
京
極
邸
の
庭
が
、「
楼
の
上
」
巻
で
主
題
的
に
語
ら
れ
る
秘
琴
伝
授
と
密
接
に
か
か
わ
る
場
と
し
て
結
構
さ
れ
て
い
る

次
第
を
追
尋
し
て
み
た
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
三
条
京
極
邸
で
は
、「
音
楽
の
た
め
の
庭
」
と
し
て
構
想
さ
れ
、
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見

極
め
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
も
庭
が
物
語
展
開
と
深
く
関
係
し
て
主
題
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に

な
る
。

　

な
お
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
胡
蝶
」
巻
で
語
ら
れ
る
六
条
院
の
庭
は
神
仙
思
想
で
縁
取
ら
れ）

（
（

、『
狭
衣
物
語
』
に
な
る
と
浄
土
思
想
の
浸
透

に
よ
っ
て
浄
土
式
庭
園
に
な
っ
て
い
る
こ
と）

（
（

な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
以
下
、
本
文
引
用
は
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
表
記
を
少
し
私
に
換
え
た
場
合
が
あ
る
。

一　
「
楼
の
上
」
巻
以
前
の
庭

　

三
条
京
極
邸
で
庭
が
物
語
展
開
に
必
要
不
可
欠
な
舞
台
と
な
っ
た
と
し
た
が
、
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
吹

上
」
巻
で
語
ら
れ
る
源
涼
の
吹
上
の
宮
や
藤
井
の
宮
、
あ
る
い
は
藤
原
兼
雅
の
桂
邸
が
あ
る
と
疑
義
が
出
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、「
吹
上
」
巻
の

場
合
は
、
果
た
し
て
庭
の
描
写
と
し
て
把
握
し
て
い
い
か
は
疑
問
で
あ
る
。
広
大
過
ぎ
る
の
で
あ
り
、
庭
と
言
う
よ
り
は
領
地
の
説
明
に
な
り
、

涼
一
族
の
「
宝
の
王
」
と
し
て
の
豊
か
さ
を
言
う
た
め
に
奉
仕
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

か
の
君
の
住
み
た
ま
ふ
所
は
、
吹
上
の
浜
の
ほ
と
り
な
り
。
宮
よ
り
東
は
海
な
り
。
そ
の
海
づ
ら
に
、
岸
に
沿
ひ
て
大
い
な
る
松
に
藤
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か
か
り
て
、
二
十
町
ば
か
り
並
み
立
ち
た
り
。
そ
れ
に
次
ぎ
て
、
樺
桜
一
並
並
み
立
ち
た
り
。
そ
れ
に
沿
ひ
て
、
紅
梅
並
み
立
ち
た
り
。

そ
れ
に
沿
ひ
て
、
躑
躅
の
木
ど
も
北
に
並
み
立
ち
て
、
春
の
色
を
尽
く
し
て
並
み
た
り
。
秋
の
紅
葉
、
西
面
、
大
い
な
る
河
づ
ら
に
、
か

ら
の
ご
と
波
を
染
め
、
色
を
尽
く
し
、
町
を
定
め
て
植
ゑ
渡
し
、
北
、
南
、
時
を
分
け
つ
つ
、
同
じ
や
う
に
し
た
り
。

�

（「
吹
上
・
上
」
巻
・
三
八
一
頁
）

　

清
原
松
方
が
語
る
吹
上
の
宮
の
説
明
で
あ
る
。
一
町
規
模
が
寝
殿
造
に
な
る
が
、
こ
こ
は
何
町
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
海
に
面
し
、
大
河

も
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
寝
殿
造
の
庭
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
語
ら
れ
た
景
観
は
、
庭
と
い
う
よ
り
も
財
力
で
再
現
し
た
領
地

の
説
明
と
し
た
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
吹
上
の
宮
で
の
園
遊
の
様
子
が
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
比
重
が
あ
る
の
は
音
楽
や
和
歌

で
あ
り
、
庭
の
こ
と
は
当
座
的
で
あ
っ
た
。
吹
上
の
宮
の
豊
か
さ
の
一
環
と
し
て
庭
の
よ
う
な
語
り
が
あ
っ
て
も
、
物
語
全
体
に
及
ぶ
こ
と
な

く
、「
吹
上
」
巻
内
の
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

同
じ
こ
と
は
、「
春
日
詣
」「
祭
の
使
」「
国
譲
・
中
」
巻
な
ど
で
語
ら
れ
る
兼
雅
の
桂
邸
で
も
指
摘
で
き
よ
う
。

　

夕
暮
れ
に
、
君
だ
ち
御
簾
上
げ
て
、
糸
木
綿
の
御
几
帳
ど
も
立
て
渡
し
て
、
御
前
の
前
に
、
な
だ
ら
か
な
る
石
、
角
あ
る
岩
な
ど
拾
ひ

立
て
た
る
中
よ
り
、
川
の
湧
き
た
る
、
滝
落
ち
た
る
な
ど
見
た
ま
ふ
と
て
、
孫
王
、
中
納
言
、
兵
衛
、
帥
の
君
な
ど
、
よ
き
童
べ
な
ど
、

岩
の
上
ご
と
に
出
だ
し
据
ゑ
、
御
琴
か
き
鳴
ら
し
、
人
々
に
歌
詠
ま
せ
な
ど
し
て
出
で
居
た
ま
へ
る
を
、
男
方
の
御
前
、
め
で
た
う
興
あ

り
と
思
す
。�

（「
祭
の
使
」
巻
・
四
七
二
頁
）

　

桂
邸
は
夏
神
楽
を
楽
し
ん
だ
り
、
涼
む
避
暑
の
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
他
の
季
節
で
の
登
場
は
な
い
。
ま
た
、
庭
の
描
写
と
し
て
も
、

右
の
「
な
だ
ら
か
な
る
石
、
角
あ
る
岩
な
ど
拾
ひ
立
て
た
る
中
よ
り
、
川
の
湧
き
た
る
、
滝
落
ち
た
る
」
と
さ
れ
る
の
が
最
も
詳
細
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
の
「
川
」
は
遣
水
の
よ
う
な
趣
き
だ
が
、「
湧
き
た
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
桂
川
の
支
流
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の

「
川
」
は
、「
国
譲
・
中
」
巻
に
な
る
と
り
っ
ぱ
な
川
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。

　

御
覧
ぜ
し
よ
り
は
水
な
ど
も
深
く
な
り
、
魚
も
い
と
多
く
住
み
は
べ
り
。
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
、
山
の
前
よ
り
川
な
む
入
り
て
侍
る
。



一
二

売
り
買
ふ
者
ど
も
は
、
家
の
中
よ
り
な
む
行
き
帰
り
は
べ
る
。
御
覧
ぜ
さ
せ
ば
や
。�

（「
国
譲
・
中
」
巻
・
一
九
〇
頁
）

　

兼
雅
が
正
頼
を
桂
邸
に
誘
う
言
葉
で
、
こ
の
「
川
」
は
、「
祭
の
使
」
巻
に
あ
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
。
桂
邸
は
荘
園
内
の
別
荘
の
趣
き
で
あ

る
。
桂
邸
の
景
観
は
、
庭
と
い
う
よ
り
も
別
荘
の
立
地
を
語
っ
て
い
る
と
し
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
。
避
暑
の
地
で
あ
る
か
ら
、
川
が
言
わ

れ
、
引
用
は
し
な
い
が
、
訪
れ
た
人
々
は
、
そ
の
流
れ
を
歌
に
し
て
い
る
。

　

吹
上
の
宮
や
桂
邸
の
意
義
は
認
め
る
と
し
て
も
、
庭
に
視
点
を
置
け
ば
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
何
よ
り
も

庭
の
描
写
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
領
地
・
荘
園
の
立
地
的
説
明
の
一
環
に
な
っ
て
い
る
趣
き
で
あ
り
、
当
座
的
で
付
随
的
で
あ
る
。
仮
に
庭
と

し
た
と
し
て
も
物
語
展
開
と
絡
む
こ
と
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
庭
が
物
語
展
開
に
密
接
に
絡
む
こ
と
は
な
く
て
も
、
庭
の
描
写
は
そ
れ
な
り
に
認
め
ら
れ
る
。
念
の
た
め
に
他
の
邸
宅
の
詳
し
く

語
ら
れ
た
庭
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

風
涼
し
く
な
り
、
虫
の
声
、
御
前
の
草
木
も
整
ひ
て
、
木
の
葉
は
色
づ
き
、
草
む
ら
の
花
咲
き
、
五
葉
の
松
は
の
ど
け
き
色
を
ま
し
、

色
々
の
紅
葉
、
薄
き
濃
き
、
村
濃
に
交
じ
り
、
月
お
も
し
ろ
き
夕
暮
れ
に
、
御
前
の
池
に
月
影
映
り
て
、
よ
ろ
づ
お
も
し
ろ
き
夕
暮
れ
に
、

八
の
君
、
今
宮
、
姫
宮
、
御
簾
巻
き
上
げ
て
出
で
お
は
し
ま
し
て
、
例
の
、
御
琴
ど
も
弾
き
合
は
せ
て
遊
び
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、

�

（「
嵯
峨
の
院
」
巻
・
三
〇
八
頁
）

　

正
頼
の
東
北
の
町
で
あ
る
。
庭
の
植
栽
が
詳
し
く
語
ら
れ
、
虫
の
声
や
池
の
月
影
が
捉
え
ら
れ
て
、
ま
っ
と
う
な
庭
の
景
色
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
光
景
は
こ
こ
だ
け
に
留
ま
り
、
管
絃
の
遊
び
に
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
後
に
三
の
宮
が
庭
を
眺
め
て
、
あ
て
宮
へ
の
歌
を
詠

む
こ
と
に
な
る
が
、
歌
材
は
右
に
な
か
っ
た
菊
の
花
に
な
っ
て
い
る
。
東
北
の
町
の
秋
色
の
美
が
語
ら
れ
て
も
、
こ
こ
だ
け
で
収
束
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
庭
の
様
子
が
語
ら
れ
た
意
義
は
認
め
る
と
し
て
も
、
物
語
展
開
に
絡
む
と
ま
で
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

正
頼
は
「
祭
の
使
」
巻
（
四
六
三
頁
以
下
）
に
な
っ
て
釣
殿
を
新
造
し
、
そ
こ
で
の
納
涼
が
語
ら
れ
て
い
る
。
釣
殿
な
の
で
庭
の
描
写
が
行

な
わ
れ
る
が
、
事
情
は
右
の
「
嵯
峨
の
院
」
巻
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
壷
（
あ
て
宮
）
の
新
た
な
退
出
先
と
さ
れ
た
東
南
の
町
の
事
情
も
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の
三
条
京
極
邸
の
庭

同
じ
で
あ
る
。

　

か
く
て
、
藤
壷
の
お
は
す
る
町
は
、
い
と
面
白
し
。
遣
水
の
ほ
ど
に
、
八
重
山
吹
の
高
く
面
白
き
咲
き
出
た
り
。
池
の
ほ
と
り
に
、
大

き
な
る
松
、
藤
の
か
か
り
て
あ
ま
た
あ
り
。
す
べ
て
、
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
面
白
く
、
時
々
の
前
栽
、
草
木
も
い
と
を
か
し
。
遣
水
に
滝

落
と
し
、
岩
立
て
た
る
さ
ま
な
ど
も
、
異
所
に
は
似
ず
。
か
か
る
こ
と
好
み
た
ま
ふ
人
な
れ
ば
、
し
ば
し
な
れ
ど
、
面
白
う
し
置
き
た
る
。

�

（「
国
譲
・
上
」
巻
・
七
八
頁
）

　

藤
壷
退
出
先
は
東
南
の
町
の
西
の
対
で
、
そ
れ
ま
で
は
涼
が
、
さ
ま
宮
と
住
ん
で
い
た
。
右
で
語
ら
れ
た
庭
の
風
情
は
、「
か
か
る
こ
と
好
み

た
ま
ふ
人
」、
す
な
わ
ち
涼
が
作
庭
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
引
用
に
続
い
て
、
涼
が
整
え
た
建
物
の
豪
華
さ
に
及
ん
で
い
き
、
庭
の
こ
と
は

こ
こ
だ
け
で
後
に
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
作
庭
家
と
し
て
の
涼
像
も
、
再
度
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
後
、
藤
壷
は
三
条
京

極
邸
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
「
藤
壷
見
た
ま
ふ
に
、
大
殿
は
、
厳
め
し
う
上
臈
し
う
造
り
た
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
、
見
ど
こ
ろ
、

え
か
う
は
あ
べ
き
な
ら
ず
」（「
楼
の
上
・
下
」
巻
・
五
七
七
頁
）
と
見
て
い
る
。
東
南
の
町
の
庭
は
風
情
が
あ
る
の
に
、
そ
の
こ
と
は
忘
れ
ら

れ
て
い
る
。
庭
の
そ
れ
な
り
の
詳
細
な
描
写
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
物
語
展
開
と
密
接
に
関
係
し
て
い
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
庭
は
主
題

的
に
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
楼
の
上
・
上
」
巻
に
な
っ
て
事
情
は
違
っ
て
く
る
。
秘
琴
伝
授
の
場
と
し
て
三
条
京
極
邸
が
構
想
さ

れ
る
と
、
こ
の
主
題
に
即
し
て
庭
が
重
要
な
場
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
三
条
京
極
邸
の
庭
に
転
じ
て
い
き
た
い
。

二　

三
条
京
極
邸
の
構
想

　

三
条
京
極
邸
は
、
愛
娘
犬
宮
へ
の
秘
琴
伝
授
の
場
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
構
想
に
庭
は
す
で
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
「
…
一
と
こ
ろ
に
お
は
し
て
、
ま
づ
、
仲
忠
が
覚
え
む
限
り
を
こ
そ
は
習
は
し
た
て
ま
つ
ら
め
。
春
は
、
霞
、
ほ
の
か
な
る
鴬
の
声
、
花

の
匂
ひ
を
思
ひ
や
り
、
夏
の
初
め
、
深
き
夜
の
時
鳥
の
声
、
暁
の
空
の
気
色
、
林
の
中
を
思
ひ
や
り
、
秋
の
時
雨
、
夜
明
ら
か
な
る
月
、



一
四

思
ひ
思
ひ
の
虫
の
声
、
風
の
音
、
色
々
の
紅
葉
の
枝
を
別
る
る
折
の
気
色
を
思
ひ
、
冬
の
空
、
定
め
な
き
雲
、
鳥
、
獣
の
気
色
の
、
朝
の

雪
の
庭
を
眺
め
、
高
き
山
の
頂
を
思
ひ
や
り
、
凍
み
た
る
池
の
下
の
水
を
あ
は
れ
び
、
深
き
心
、
高
き
思
ひ
も
、
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
を
思

ひ
合
は
せ
、
世
の
中
の
す
べ
て
、
千
種
に
あ
り
と
見
ゆ
る
物
の
、
覚
ゆ
る
物
、
ま
た
時
に
従
ひ
つ
つ
、
色
衰
へ
、
久
し
く
な
り
、
ま
た
む

な
し
く
な
り
ぬ
る
も
の
を
心
に
思
ひ
続
け
て
、
琴
の
音
に
弾
き
添
へ
む
と
、
思
ひ
同
じ
く
て
弾
き
は
べ
れ
ば
こ
そ
、
琴
の
音
、
思
ひ
思
ひ

に
従
ひ
て
響
き
、
よ
ろ
づ
の
折
に
は
合
ひ
は
べ
れ
。
遊
ば
す
や
う
に
、
た
だ
弾
き
に
や
は
弾
く
も
の
な
ら
む
」

�

（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
四
四
六
頁
）

　

仲
忠
が
女
一
宮
に
秘
琴
伝
授
の
仕
方
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
を
仮
に
二
重
傍
線
部
「
思
ひ
合
は
せ
」
ま
で
を
前
半
部
と
す
る
と
、
こ

こ
で
は
心
を
寄
せ
る
四
季
折
々
の
風
物
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
て
い
る
。
迂
遠
な
よ
う
だ
が
、
こ
こ
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
四
季
の
移
ろ
い
の
様

子
は
、
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

天
象

　

聴
覚　

　

地
象

春

霞　

鶯
の
声

花
の
匂
い

夏

暁
の
空

時
鳥
の
声

林
の
中

秋

時
雨
・
月

虫
の
声
・
風
の
音

散
る
折
の
紅
葉

冬

空
・
雲

鳥
・
獣
の
気
色

雪
の
庭
・
山
頂
・
池
の
氷
の
下

　

四
季
の
あ
り
よ
う
は
、
天
象
と
地
象
、
そ
し
て
、
聴
覚
印
象
か
ら
も
言
わ
れ
て
い
る
。
冬
の
「
鳥
・
獣
の
気
色
」
は
地
象
で
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
が
、「
鳥
」
は
「
鳥
の
声
」
と
す
る
の
が
常
套
で
あ
り
、「
獣
」
は
熊
・
狼
・
猿
な
ど
が
代
表
的
で
、
馴
染
み
と
な
る
猿
は
鳴
声
が
言
わ

れ
る
の
で
、
聴
覚
に
入
れ
て
み
た
。
天
象
と
地
象
が
言
わ
れ
る
の
は
、
秘
琴
披
露
の
場
で
の
奇
瑞
が
、
天
地
感
応
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に

か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。
自
然
の
運
行
は
、
聴
覚
印
象
を
加
え
た
天
象
と
地
象
の
三
者
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
四
季
折
々
が
、「
も
ろ
も
ろ
の

こ
と
」
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、「
深
き
心
、
高
き
思
ひ
」
は
こ
の
「
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
」
に
「
思
ひ
合
は
せ
」
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
自



一
五

『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

然
と
心
を
一
体
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
わ
け
で
あ
り
、「
合
は
す
」
は
後
に
扱
う
よ
う
に
伝
授
に
際
し
て
の
鍵
語
に
な
っ
て
い
く
。

　

引
用
後
半
部
は
や
や
た
ど
り
に
く
い
が
、
簡
略
化
す
れ
ば
、
千
変
万
化
す
る
「
千
種
」
に
あ
る
物
を
「
心
に
思
ひ
続
け
て
」、
そ
こ
に
「
琴
の

音
」
を
「
弾
き
添
へ
」
る
こ
と
で
、
そ
の
音
色
は
思
う
よ
う
に
響
き
、
ど
の
よ
う
な
折
節
に
も
合
う
も
の
だ
と
し
て
い
よ
う
。「
千
種
」
に
は
自

然
に
か
か
わ
る
「
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
」
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
人
間
的
・
社
会
的
事
象
に
つ
い
て
も
言
う
の
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も

お
の
ず
か
ら
そ
う
な
る
自
然
と
同
義
と
し
て
お
き
た
い
。

　

秘
琴
伝
授
に
は
、
自
然
と
心
を
一
体
化
し
、
そ
こ
に
琴
の
音
色
を
添
え
て
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
可
能
と

な
る
場
が
庭
で
あ
っ
た
。
政
界
に
官
人
と
し
て
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
仲
忠
に
は
、
自
然
の
奥
深
く
に
籠
っ
て
伝
授
を
行
う
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
心
静
か
に
秘
琴
伝
授
を
行
え
る
場
と
し
て
、
邸
宅
と
そ
の
庭
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
然
の
あ
り
よ
う
は
庭
に
お

い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
琴
の
習
得
に
必
要
な
自
然
の
あ
り
よ
う
に
思
い
を
馳
せ
る
た
め
に
、
庭
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
庭
と
は
、
天
象

と
地
象
を
合
一
す
る
場
で
あ
り
、
秘
琴
伝
授
に
か
か
わ
る
の
で
聴
覚
印
象
も
言
わ
れ
て
い
る
。
仲
忠
の
弁
は
、
秘
琴
伝
授
の
場
へ
の
言
及
で
あ
っ

た
が
、
お
の
ず
と
そ
れ
は
庭
の
構
想
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
思
い
を
抱
く
仲
忠
が
候
補
地
と
し
た
の
が
三
条
京
極
邸
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、
祖
父
俊
蔭
と
母
の
故
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

祖
父
の
母
へ
の
伝
授
の
仕
方
を
踏
襲
す
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
、
お
ほ
や
け
に
も
か
な
は
ず
、
官
、
位
も
辞
し
て
、
三
条
の
末
、
京
極
の
大
路
に
、
広
く
面
白
き
家
を
造
り
て
、
娘
に
琴
を
習

は
す
。�

（「
俊
蔭
」
巻
・
四
四
頁
）

　

仲
忠
は
俊
蔭
の
よ
う
に
官
位
を
辞
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
伝
授
の
場
は
同
じ
に
で
き
る
。「
三
条
の
末
」
は
、
京
極
大
路
を
越
え
た
京
外

に
な
り
、
後
に
示
さ
れ
る
楼
も
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
賀
茂
川
も
近
い
。
母
の
賛
同
を
得
た
仲
忠
は
実
地
検
分
に
訪
れ
て
い
る
。

　

京
極
に
お
は
し
ま
し
て
、
静
か
に
、
巡
る
巡
る
見
歩
き
た
ま
ふ
に
、
世
の
中
に
あ
り
と
あ
る
木
、
花
、
紅
葉
、
数
を
尽
く
し
て
あ
り
。

唐
土
に
も
あ
り
け
る
も
の
の
、
実
を
か
し
く
、
花
、
紅
葉
め
づ
ら
か
に
す
る
木
、
草
ど
も
の
、
種
を
さ
へ
植
ゑ
置
き
た
ま
へ
り
け
る
も
、



一
六

山
中
所
々
に
い
と
面
白
く
、
何
と
も
人
知
ら
ぬ
生
ひ
た
り
。
一
年
は
、
い
た
く
お
ほ
よ
そ
に
こ
そ
面
白
し
と
見
た
ま
ひ
し
か
。
の
ど
か
に

見
た
ま
ふ
に
、
か
か
る
所
な
し
。
年
経
た
る
岩
の
、
色
々
の
苔
生
ひ
や
う
も
、
い
と
を
か
し
う
め
づ
ら
か
な
る
を
、
立
て
置
か
れ
た
り
け

る
、
さ
ら
に
取
り
動
か
し
直
す
べ
き
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
、
と
見
た
ま
ふ
。
治
部
卿
は
う
つ
ほ
の
巻
に
見
え
た
り
。
そ
の
祖
父
大
弁
滋
野

の
王
は
、
皇
女
の
婿
な
り
し
か
ば
、
こ
の
家
も
と
名
高
き
宮
と
て
、
今
の
世
の
面
白
き
所
に
は
い
ひ
、
す
ぐ
れ
た
る
な
り
。

�

（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
四
五
五
頁
）

　

今
の
三
条
京
極
邸
は
荒
廃
し
て
い
て
も
、
俊
蔭
が
作
庭
し
た
当
時
の
面
影
を
残
し
て
い
た
。
建
物
は
ほ
ぼ
廃
墟
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
実
地

検
分
で
確
認
さ
れ
た
の
は
庭
の
様
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
花
や
紅
葉
や
実
の
な
る
木
が
植
栽
さ
れ
て
い
て
、
中
に
は
俊

蔭
が
唐
土
か
ら
持
っ
て
来
た
種
か
ら
生
え
た
も
の
も
山
中
に
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
苔
の
生
え
た
風
情
あ
る
岩
も
置
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は

そ
の
ま
ま
再
利
用
が
可
能
で
、
新
た
に
組
み
直
す
必
要
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
右
で
は
前
栽
・
植
木
・
築
山
・
立
石
な
ど
が
検
分
さ
れ
て
い
る

だ
け
だ
が
、
当
然
南
池
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
は
俊
蔭
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
俊
蔭
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
こ

と
、
こ
れ
は
「
蔵
開
・
上
」
巻
以
来
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
修
造
さ
れ
る
三
条
京
極
邸
の
庭
に
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
秘
琴
伝
授
の
場
と
し
て
三
条
京
極
邸
が
浮
上
し
た
時
、
お
の
ず
と
俊
蔭
と
共
に
庭
も
前
景
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
地
は
、
俊
蔭
の
祖
父
（
曾
祖
父
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
）
が
皇
女
の
婿
だ
っ
た
の
で
、
か
つ
て
は
「
名
高
き
宮
」
で
「
今
の
世

の
面
白
き
所
」
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
た
な
来
歴
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
三
条
京
極
邸
の
正
統
性
が
明
確
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
秘
琴

伝
授
の
系
譜
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

三　

三
条
京
極
邸
の
プ
ラ
ン

　

三
条
京
極
邸
の
新
た
な
概
要
は
、
仲
忠
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。



一
七

『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

　

北
の
対
、
西
、
東
の
対
、
こ
と
に
う
る
は
し
く
よ
か
り
け
り
。
四
面
に
垣
巡
り
、
白
き
壁
塗
ら
す
べ
か
ん
め
り
。
こ
の
西
の
対
の
南
の

端
に
、
未
申
の
方
か
け
て
、
む
か
し
墓
あ
り
け
る
跡
の
ま
ま
に
、
念
誦
堂
建
て
た
り
。
南
の
山
の
花
の
木
ど
も
の
中
に
、
二
つ
の
楼
、
丈

よ
き
ほ
ど
に
、
こ
ち
た
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
、
た
ち
ま
ち
に
造
る
べ
し
。
西
、
東
に
並
べ
て
、
楼
の
二
つ
の
中
に
、
い
と
高
き
反
橋
を
し
て
、

北
、
南
に
は
、
格
子
か
く
べ
し
。
そ
れ
に
わ
れ
は
居
た
ま
は
む
と
す
。（
略
）
東
の
対
の
南
の
端
に
は
、
広
き
池
流
れ
入
り
た
り
。
そ
の
上

に
釣
殿
建
て
ら
れ
た
り
。
そ
の
水
の
さ
ま
洲
浜
の
や
う
に
て
、
御
前
の
南
に
は
中
島
あ
り
。
そ
れ
に
、
楼
は
建
つ
べ
き
な
り
。「
御
前
の
木

陰
の
高
き
を
、
そ
よ
り
は
南
な
る
岸
繁
け
れ
ば
、
透
き
て
は
つ
か
に
見
ゆ
べ
し
。
西
、
東
の
そ
ば
よ
り
は
見
え
た
ら
む
は
、
柳
の
木
ど
も

の
中
よ
り
、
小
高
く
面
白
か
ら
む
こ
と
限
り
な
か
ら
む
」
な
と
、
人
々
興
じ
申
す
。

　

楼
の
高
欄
な
ど
、
あ
ら
は
な
る
内
造
り
な
ど
は
、
か
の
開
け
た
ま
ひ
し
御
蔵
に
置
か
れ
た
り
け
る
蘇
枋
、
紫
檀
を
も
ち
て
造
ら
せ
た
ま

ふ
。
黒
鉄
に
は
、
白
銀
、
黄
金
に
塗
り
返
し
を
す
。
連
子
す
べ
き
所
に
は
、
白
く
、
青
く
、
黄
な
る
木
の
沈
を
も
ち
て
、
色
々
に
造
ら
せ

た
ま
ふ
を
、
さ
る
べ
き
所
々
に
は
、
白
銀
、
黄
金
、
筋
や
り
た
り
。
ま
づ
門
鎖
し
て
、
大
将
お
は
し
た
ま
ひ
て
、
御
覧
じ
て
造
ら
せ
た
ま

ふ
。�

（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
四
五
六
～
七
頁
）

　

仲
忠
が
修
理
大
夫
に
語
っ
た
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
設
計
・
施
工
は
仲
忠
自
身
の
監
督
・
差
配
と
な
る
。
建
物
は
後
文
で
「
も
と
の
礎
の
ま
ま
」

（
同
・
五
〇
〇
頁
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
実
地
検
分
し
た
際
に
見
た
花
・
紅
葉
と
苔
生
す
岩
は
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

仲
忠
は
あ
く
ま
で
も
俊
蔭
の
意
向
・
意
匠
を
推
し
量
っ
て
、
建
物
と
庭
を
再
建
・
修
造
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
三
条
京
極
邸
の
正
統
性
の
た
め

に
、
俊
蔭
の
作
意
は
継
承
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

建
物
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
詳
し
く
言
及
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
引
用
部
で
寝
殿
に
つ
い
て
の
言
及
が
な

く
、
対
の
屋
の
こ
と
ば
か
り
な
の
は
、「
さ
る
べ
き
屋
ど
も
は
、
一
年
造
ら
せ
て
侍
り
。
対
な
ど
な
む
、
造
ら
す
べ
き
や
う
侍
る
」（
同
・
四
四

七
頁
）
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
寝
殿
は
建
造
済
み
で
、
対
の
屋
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、「
こ
と
に
う
る
は
し
く
よ
か
り
け

り
」
と
あ
る
語
り
か
ら
、
こ
の
時
点
で
完
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
蔵
開
・
上
」
巻
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
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国
々
の
受
領
な
ど
の
さ
し
つ
べ
き
を
、
対
一
つ
つ
づ
預
け
、
し
つ
べ
き
人
々
に
、
み
な
の
た
ま
ひ
預
け
つ
つ
造
ら
せ
た
ま
ふ
。
ま
づ
、

築
地
、
二
、
三
百
人
の
夫
ど
も
し
て
、
そ
の
年
の
内
に
築
き
つ
。�

（「
蔵
開
・
上
」
巻
・
三
三
〇
頁
）

　

三
つ
の
対
の
屋
は
、
受
領
た
ち
に
命
じ
て
建
造
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
て
、
ま
ず
築
地
で
敷
地
を
囲
う
よ
う
に
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
対
の

屋
の
完
成
が
「
こ
と
に
う
る
は
し
く
よ
か
り
け
り
」
と
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
四
面
に
垣
巡
り
、
白
き
壁
塗
ら
す
べ
か
ん
め
り
」

と
あ
る
の
は
、
築
地
が
完
成
済
み
だ
と
す
る
と
や
や
整
合
し
な
い
が
、
こ
の
「
四
面
に
垣
」
は
や
は
り
築
地
で
、
そ
れ
を
高
級
な
白
壁
に
塗
り

直
す
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

念
誦
堂
に
関
し
て
は
、「
俊
蔭
」「
蔵
開
・
上
」
両
巻
に
言
及
は
な
く
、
先
の
引
用
部
で
は
墓
の
あ
っ
た
所
に
新
た
に
建
て
た
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
三
条
京
極
邸
移
徙
後
に
仲
忠
が
父
兼
雅
に
「
念
誦
堂
の
柱
の
み
所
々
立
て
渡
し
」（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
五
〇
一
頁
）
て
あ
っ

た
と
語
っ
て
い
る
の
で
、
俊
蔭
以
来
の
、
墓
の
あ
っ
た
所
の
建
物
と
な
ろ
う
か
。
念
誦
堂
の
位
置
は
「
西
の
対
の
南
の
端
」
と
さ
れ
る
の
で
、

西
中
門
廊
の
南
端
と
な
ろ
う
。
こ
れ
と
対
に
な
る
の
が
「
東
の
対
の
南
の
端
」
の
東
釣
殿
に
な
り
、
東
中
門
廊
に
続
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

念
誦
堂
が
俊
蔭
以
来
と
す
れ
ば
、
東
釣
殿
も
当
時
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

二
つ
の
楼
以
外
の
建
物
と
し
て
は
、
完
成
後
か
ら
す
る
と
、
楼
に
上
が
る
た
め
の
呉
橋
（
呉
階
）、
そ
の
前
に
橋
殿
、
楼
か
ら
念
誦
堂
と
東
釣

殿
と
に
そ
れ
ぞ
れ
繋
ぐ
二
つ
の
反
橋
が
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
新
た
な
造
作
に
な
る
。
こ
の
他
に
は
、
渡
殿
・
舟
屋
・
泉
殿
な
ど
が
建
造

さ
れ
て
い
る
。
渡
殿
は
か
つ
て
あ
っ
た
と
し
て
間
違
い
な
く
、
舟
屋
も
嵯
峨
院
が
往
時
よ
り
も
高
く
作
ら
れ
て
い
る
と
発
言
し
て
い
る
の
で

（「
楼
の
上
・
下
」
巻
・
五
七
八
頁
）、
こ
れ
も
同
じ
で
あ
る
。
泉
殿
は
こ
こ
だ
け
の
用
例
に
な
り
、
由
縁
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
庭
を
含
め
た
寝
殿
造
の
様
式
を
そ
っ
く
り
供
え
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
楼
で
三
条
京
極
邸
は
荘
厳
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
つ
の
楼
は
、
南
池
の
中
島
に
設
計
さ
れ
て
い
る
の
で
、
庭
の
中
央
近
く
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
お
の
ず
と
楼
を
取
り
巻
く
庭
の
比
重
が

高
ま
ろ
う
。

　

楼
に
関
し
て
は
多
様
な
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
紹
介
を
先
行
研
究
に
譲
る
こ
と
に
し
て）

（
（

、
私
見
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。
楼
は
高
殿
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『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

の
意
な
の
で
、
ま
ず
高
さ
だ
が
、
当
時
の
人
々
に
意
識
さ
れ
た
高
い
も
の
は
、「
高
き
物
面
白
く
は
、
朱
雀
門
・
幡
幢
な
ど
を
、
い
か
に
絶
え
ず

見
る
人
侍
ら
ま
し
」（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
四
七
三
頁
）
と
あ
る
の
で
、
目
安
は
棟
高
（0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
朱
雀
門
く
ら
い
に
な
る
。
し
か
し
、

俊
蔭
女
が
「
呉
橋
」
を
昇
降
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
よ
り
は
低
く
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
完
成
後
の
食
事
に
関
し
て
、
仲
忠
は
「（
楼
の
上
か

ら
）
少
し
下
り
た
る
高
欄
に
出
で
て
参
る
」（「
楼
の
上
・
下
」
巻
・
五
一
四
頁
）
と
あ
る
の
で
中
層
階
が
あ
る
と
の
想
定
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

る
と
三
層
階
の
高
さ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
形
状
と
し
て
は
、
当
時
の
京
内
で
楼
と
言
え
ば
大
極
殿
の
翼
廊
と
な
る
蒼
龍
楼
と
白
虎
楼
の
一
対

が
想
起
さ
れ
よ
う
。
三
条
京
極
邸
の
楼
に
は
、
香
の
匂
い
が
立
ち
込
め
る
も
の
の
仏
教
的
な
印
象
が
希
薄
な
の
で
、
浄
土
変
相
図
な
ど
に
描
か

れ
、
後
に
宇
治
平
等
院
鳳
凰
堂
翼
廊
が
擬
せ
ら
れ
る
宝
楼
閣）

（
（

な
ど
で
は
な
か
ろ
う
。
蒼
龍
楼
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
七
「
御
斎
会
」
に
描
か

れ
て
お
り
、
回
廊
の
屋
根
の
上
に
二
層
で
建
て
ら
れ
て
い
て
、
一
層
目
の
四
隅
に
は
小
さ
な
楼
が
張
り
出
さ
れ
て
い
る
。
仲
忠
の
楼
は
、
こ
の

蒼
龍
楼
の
四
隅
の
小
楼
を
除
い
た
形
状
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

庭
の
こ
と
に
戻
ろ
う
。
建
物
が
建
造
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
庭
も
整
備
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
東
の
対
の
南
の
端
に
は
、
広
き
池
流
れ
入
り
た

り
。
そ
の
上
に
釣
殿
建
て
ら
れ
た
り
。
そ
の
水
の
さ
ま
洲
浜
の
や
う
に
て
、
御
前
の
南
に
は
中
島
あ
り
」
と
あ
る
の
は
、
庭
整
備
の
一
環
に
な

る
が
、
池
と
中
島
の
形
状
は
も
と
も
と
な
の
か
、
修
造
し
た
の
か
、
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
釣
殿
が
昔
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
広
き
池
流
れ

入
り
た
り
」
は
、
も
と
も
と
こ
う
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
岸
辺
は
洲
浜
と
し
て
整
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
洲
浜
は
荒
廃
す
る

と
土
に
埋
も
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
島
は
二
つ
の
楼
の
た
め
に
、
大
き
く
造
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
規
模
な
庭
整
備
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
庭
が
三
条
京
極
邸
に
必
須
な
要
件
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

右
の
引
用
部
で
は
、
庭
の
景
観
に
関
し
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
南
の
山
の
花
の
木
ど
も
」
と
、
匠
や
庭
師
で
あ
ろ
う
人
々
が
噂
し
た
「
御

前
の
木
陰
の
高
き
を
、
そ
よ
り
は
南
な
る
岸
繁
け
れ
ば
、
透
き
て
は
つ
か
に
見
ゆ
べ
し
。
西
、
東
の
そ
ば
よ
り
は
見
え
た
ら
む
は
、
柳
の
木
ど

も
の
中
よ
り
、
小
高
く
面
白
か
ら
む
こ
と
限
り
な
か
ら
む
」
な
ど
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
御
前
の
木
陰
」
は
底
本
「
こ
せ
ん
の
こ
け
」

の
校
訂
に
な
る
が
、「
御
前
の
池
」「
御
殿
の
丈
」
な
ど
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
こ
は
、
新
全
集
の
解
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
ま
た
「
小
高
く
」
は



二
〇

「
木
高
く
」
と
あ
っ
た
の
を
私
に
改
め
た
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
ら
の
説
明
は
樹
木
に
か
か
わ
っ
て
、
寝
殿
か
ら
南
方
の
楼
を
見
た
景
観
と
、
東
西

か
ら
の
そ
れ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
寝
殿
か
ら
だ
と
手
前
に
高
い
木
々
が
あ
り
、
南
池
の
北
岸
（
そ
よ
り
は
南
な
る
岸
）
に
も
木
々
が
茂
っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
奥
の
楼
は
木
々
の
間
か
ら
透
け
て
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、「
西
、
東
の
そ
ば
よ
り
…
」
の
箇
所
は
、「
西
と

東
の
池
の
側
か
ら
見
え
る
の
は
、
柳
の
木
々
の
中
を
通
し
て
の
楼
で
、
そ
の
木
々
よ
り
も
少
し
高
く
見
え
て
面
白
い
こ
と
限
り
な
い
だ
ろ
う
」

と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
楼
が
木
々
に
取
り
巻
か
れ
て
高
く
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
庭
の
中
心
的
な
景
観
で
あ
っ
た
。
三
条
京
極
邸

は
秘
琴
伝
授
の
場
と
な
る
二
つ
の
楼
が
中
心
と
な
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
庭
が
必
然
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
庭
の
重
要
性
が
、
構
想
の

段
階
で
明
ら
か
で
あ
る
。

　

四　

三
条
京
極
邸
移
徙

　

三
条
京
極
邸
は
完
成
し
、
八
月
十
三
日
か
ら
三
日
間
を
要
す
る
盛
大
華
麗
な
移
徙
の
儀
式
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
完
成
前
か
ら
話
題

に
な
っ
た
楼
の
威
容
を
見
た
い
人
々
が
饗
宴
に
加
わ
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
儀
式
次
第
の
詳
細
は
省
略
し
て
、
参
集
し
た
人
々
が
楼
を
見
に
行

く
段
を
見
た
い
。

　

宮
も
見
や
り
た
ま
ふ
に
、
聞
き
た
ま
ひ
し
よ
り
も
、
あ
な
め
で
た
と
見
ゆ
る
に
、
近
う
て
見
た
ま
ふ
人
々
の
御
目
に
は
、
照
り
輝
き
て
、

こ
の
世
に
か
か
る
こ
と
あ
ら
じ
と
、
ま
た
な
け
れ
ば
、
目
も
あ
や
に
見
え
た
り
。
南
の
庭
の
、
遥
か
な
る
水
の
洲
浜
の
あ
な
た
、
山
際
に

立
て
る
二
つ
の
楼
の
中
三
間
ば
か
り
を
、
い
と
高
き
反
橋
の
高
き
に
し
て
、
北
、
南
に
は
、
沈
の
格
子
か
き
た
り
。
白
き
所
に
は
、
白
物

に
は
夜
具
貝
を
つ
き
混
ぜ
て
塗
り
た
れ
ば
、
き
ら
き
ら
と
す
。
楼
の
上
に
、
檜
皮
を
ば
葺
か
で
、
青
瓷
の
濃
き
薄
き
、
黄
ば
み
た
る
を
、

瓦
の
形
に
焼
か
せ
て
、
葺
か
せ
た
ま
へ
り
。
楼
の
西
よ
り
、
西
の
対
の
南
の
端
な
る
念
誦
堂
に
継
ぐ
ほ
ど
は
、
十
五
間
な
り
。
池
の
尻
、

遣
水
の
上
な
る
に
反
橋
を
、
左
、
右
に
は
、
高
欄
に
し
て
瓦
葺
き
し
た
り
。
東
の
釣
殿
に
継
ぐ
ま
で
の
ほ
ど
は
、
同
じ
十
五
間
な
り
。
楼
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一

『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

の
そ
ば
に
も
、
か
か
る
反
橋
を
し
た
り
。
丈
は
、
た
だ
人
の
歩
く
ば
か
り
に
て
、
長
々
と
造
ら
れ
た
り
。
水
は
長
々
と
、
下
よ
り
流
れ
舞

ひ
て
、
楼
を
巡
り
た
り
。
立
石
ど
も
は
さ
ま
ざ
ま
に
て
、
反
橋
の
こ
な
た
か
な
た
に
あ
り
。

　

巡
る
巡
る
人
々
見
た
ま
ひ
て
、「
い
は
む
方
な
く
面
白
き
こ
と
」
と
愛
で
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
。「
見
さ
し
て
帰
る
べ
き
こ
と
な
く
な

む
。
こ
れ
を
、
朱
雀
院
、
嵯
峨
の
院
に
御
覧
ぜ
さ
せ
ば
や
。
い
か
に
い
み
じ
う
興
ぜ
さ
せ
た
ま
は
む
。
か
う
ざ
ま
の
所
に
は
、
春
は
花
、

秋
は
紅
葉
盛
り
な
ど
に
は
、
か
の
惜
し
ま
せ
た
ま
ふ
手
は
、
え
と
ど
め
が
た
く
こ
そ
あ
ん
べ
け
れ
」
な
ど
の
た
ま
う
て
、
夜
に
入
る
ま
で

立
ち
く
ら
し
た
ま
ふ
。�

（「
楼
の
上
・
上
」
巻
・
四
九
二
～
三
頁
）

　

引
用
冒
頭
「
宮
」
は
女
一
宮
で
、
寝
殿
か
ら
眺
め
る
だ
け
だ
が
、
庭
に
下
り
て
「
近
う
て
見
た
ま
ふ
人
々
」
も
い
た
。
男
性
た
ち
で
あ
る
。

寝
殿
造
の
庭
は
、
舟
遊
び
の
ほ
か
は
、
基
本
的
に
寝
殿
や
対
の
屋
、
あ
る
い
は
釣
殿
な
ど
か
ら
見
る
も
の
で
あ
っ
た
。
池
泉
回
遊
は
ま
だ
先
の

時
代
に
な
る
。
し
か
し
、
三
条
京
極
邸
に
参
集
し
た
人
々
は
、「
巡
る
巡
る
人
々
見
た
ま
ひ
て
」
と
も
あ
る
よ
う
に
庭
を
歩
き
回
り
、「
夜
に
入

る
ま
で
立
ち
く
ら
し
」
し
て
い
る
。
こ
の
世
に
こ
ん
な
美
し
い
も
の
は
な
い
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
主
に
楼
の
威
容
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、

庭
全
体
の
景
観
に
対
す
る
讃
嘆
と
言
え
よ
う
。
庭
の
様
子
は
プ
ラ
ン
の
段
階
よ
り
も
さ
ら
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
実
際
の
景
観
を
見
て

い
き
た
い
。

　
「
南
の
庭
の
、
遥
か
な
る
水
の
洲
浜
の
あ
な
た
、
山
際
に
立
て
る
二
つ
の
楼
…
」
と
あ
る
の
は
、
建
物
か
ら
降
り
た
人
々
の
庭
に
向
け
ら
れ
た

視
線
と
な
ろ
う
。
南
の
庭
の
、
長
々
と
続
く
池
の
洲
浜
の
向
こ
う
、
中
島
の
築
山
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
る
二
つ
楼
と
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
楼
が
こ
ま
か
く
観
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
割
愛
し
た
い
。
な
お
、
登
楼
は
ま
だ
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

伝
授
披
露
の
時
に
な
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）。

　

視
線
は
さ
ら
に
楼
か
ら
外
れ
て
、
そ
の
東
西
に
も
及
ん
で
い
る
。
西
側
は
、「
念
誦
堂
に
継
ぐ
ほ
ど
は
、
十
五
間
な
り
。
池
の
尻
、
遣
水
の
上

な
る
に
反
橋
を
、
左
、
右
に
は
、
高
欄
に
し
て
瓦
葺
き
し
た
り
」
と
さ
れ
る
が
、
分
か
り
に
く
い
。
こ
こ
は
「
楼
か
ら
念
誦
堂
に
繋
ぐ
距
離
は

十
五
間
で
あ
る
。
池
の
端
や
遣
水
の
上
に
は
、
反
橋
を
架
け
、
左
右
は
高
欄
に
し
て
屋
根
を
瓦
葺
き
に
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、



二
二

「
池
の
尻
」
が
分
か
り
に
く
く
、
ま
た
、
中
島
か
ら
池
を
ど
う
越
え
て
い
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
こ
の
長
い
反
橋
は
、
住
吉
大
社
の
太
鼓
橋
の

よ
う
な
半
円
形
で
は
な
く
、
弓
の
よ
う
に
十
五
間
分
が
ゆ
る
や
か
に
反
っ
て
架
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
高
欄
と
瓦
屋
根
が
付
け

ら
れ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
現
代
の
も
の
で
瓦
葺
き
で
は
な
い
が
、
愛
媛
県
内
子
町
石
畳
地
区
の
弓
削
神
社
に
あ
る
屋
根
付
き
橋
（
太

鼓
橋
と
も
）
の
よ
う
な
形
状
な
の
で
あ
ろ
う
。
反
橋
を
渡
る
こ
と
で
中
島
の
楼
は
伝
授
に
ふ
さ
わ
し
い
聖
別
化
さ
れ
た
空
間
に
な
っ
て
い
る
。

　

楼
の
東
側
も
東
釣
殿
ま
で
同
じ
く
十
五
間
あ
り
、「
楼
の
そ
ば
に
も
、
か
か
る
反
橋
を
し
た
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、「
楼
の
そ
ば
」

と
あ
る
だ
け
な
の
で
、
遣
水
を
ま
た
い
で
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
東
西
の
反
橋
の
架
け
方
が
違
っ
て
き
て
、
二
つ
の
楼
を

中
心
と
し
た
景
観
は
左
右
対
称
で
は
な
く
な
る
。
そ
も
そ
も
念
誦
堂
に
対
す
る
の
が
東
釣
殿
に
な
る
の
で
、
対
称
性
を
強
調
し
な
い
ほ
う
が
い

い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
寝
殿
造
の
遣
水
は
、
南
庭
東
側
を
流
す
が
、
こ
こ
で
は
西
側
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
に
遣
水
が
五
例
出
て
く
る
が
、

東
西
の
別
は
分
か
ら
な
い
。

　

人
々
の
視
線
は
、
さ
ら
に
水
と
立
石
に
転
じ
て
い
る
。「
水
は
長
々
と
、
下
よ
り
流
れ
舞
ひ
て
、
楼
を
巡
り
た
り
。
立
石
ど
も
は
さ
ま
ざ
ま
に

て
、
反
橋
の
こ
な
た
か
な
た
に
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
「
水
は
長
々
と
、
下
よ
り
流
れ
舞
ひ
て
」
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。「
二
つ
の
反

橋
の
下
を
通
っ
て
舞
う
よ
う
に
流
れ
て
」
と
す
る
解
が
目
立
つ
が
、「
長
々
と
」
の
解
釈
に
問
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、「
水
は
遣
水
を
長
々

と
流
れ
て
、
西
側
の
反
橋
の
下
を
流
れ
舞
う
よ
う
に
し
て
南
池
に
入
り
、
楼
の
あ
る
中
島
を
巡
っ
て
い
る
」
と
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

流
れ
る
水
と
、
盤
石
な
立
石
の
多
様
な
風
情
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
水
と
石
は
日
本
庭
園
を
構
成
す
る
二
大
要
素
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
庭
の
景
観
が
把
握
さ
れ
る
と
、
人
々
は
「
か
う
ざ
ま
の
所
に
は
、
春
は
花
、
秋
は
紅
葉
盛
り
な
ど
に
は
、
か
の
惜
し
ま
せ
た
ま
ふ

手
は
、
え
と
ど
め
が
た
く
こ
そ
あ
ん
べ
け
れ
」
と
噂
す
る
こ
と
に
な
る
。
花
や
紅
葉
の
盛
り
に
は
、
惜
し
ん
で
な
か
な
か
琴
を
弾
こ
う
と
し
な

い
俊
蔭
女
や
仲
忠
も
、
そ
う
は
い
か
ず
に
、
弾
き
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
美
し
い
自
然
の
推
移
に
心
は
動
じ
て
、

弾
奏
に
及
ぶ
と
い
う
発
想
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
仲
忠
が
秘
琴
伝
授
で
目
指
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
節
を
変
え
て
見
て
い

き
た
い
。



二
三

『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

　

な
お
、
庭
の
景
観
と
し
て
築
山
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
く
。
中
島
に
築
山
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
の
用
例
で
判
明
す
る
が
、
こ
の
他
に
も
築
か

れ
て
い
た
。
池
の
南
方
の
「
南
の
山
」（
五
一
四
頁
）
や
「
未
申
の
山
」（
五
二
五
頁
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
四
方
の
山
林
」（
五
九
五
頁
）
と
も

あ
る
の
で
、
四
方
に
築
山
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
山
か
ら
吹
く
、「
山
お
ろ
し
の
風
」（
五
二
五
頁
）、「
山
高
き
木
ど

も
の
風
」（
五
四
七
頁
）
も
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
楼
の
南
な
る
山
井
」（
五
四
九
頁
）
が
あ
り
、
そ
の
水
で
俊
蔭
女
と
犬
宮
が
洗
髪
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、「
山
の
高
き
よ
り
落
つ
る
滝
」（
五
二
五
・
六
一
六
頁
）
と
あ
る
が
、
三
条
末
の
京
極
で
は
ポ
ン
プ
で
も
な
い
限
り
築
山
の
滝
は

あ
り
得
な
い
。
北
山
で
も
幻
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
人
々
の
視
線
で
捉
え
ら
れ
た
庭
の
具
体
的
な
景
観
を
確
認
し
た
。
か
な
り
詳
細
に
庭
が
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
う

し
た
語
り
が
要
請
さ
れ
る
ほ
ど
、
三
条
京
極
邸
の
庭
は
物
語
展
開
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
秘

琴
伝
授
に
ふ
さ
わ
し
い
場
と
し
て
庭
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
続
い
て
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

五　
「
合
は
す
」「
合
ふ
」
秘
琴
伝
授

　

移
徙
の
儀
も
終
わ
り
、「
楼
の
上
・
下
」
巻
に
な
る
と
、
楼
に
籠
っ
て
仲
忠
と
俊
蔭
女
は
犬
宮
に
秘
琴
伝
授
を
行
っ
て
い
く
。
伝
授
は
、
季
節

の
移
ろ
い
や
そ
の
折
に
心
を
寄
せ
な
が
ら
、「
合
は
す
」
こ
と
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
節
で
は
、
一
年
間
に
及
ぶ
伝
授
に
際
し
て
、
繰
り
返
し

語
ら
れ
る
庭
と
の
交
感
と
で
も
い
う
よ
う
な
「
合
は
す
」
あ
り
よ
う
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
庭
の
重
要
性
が
確

認
さ
れ
よ
う
。
庭
は
、
最
初
に
記
し
た
よ
う
に
、
天
象
と
地
象
が
合
一
さ
れ
た
場
で
あ
っ
た
。

①　

夜
い
た
う
更
け
た
る
月
夜
の
、
遥
か
に
澄
み
た
る
に
、
二
と
こ
ろ
弾
き
合
は
せ
た
ま
ひ
て
、
犬
宮
に
同
じ
手
を
弾
か
せ
た
て
ま
つ
り
た

ま
ふ
。
た
だ
同
じ
調
べ
を
弾
か
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
た
だ
同
じ
ご
と
な
る
を
、
う
れ
し
う
、
大
将
覚
え
た
ま
ふ
。

�

（「
楼
の
上
・
下
」
巻
・
五
一
五
～
六
頁
）



二
四

　

八
月
の
下
旬
、「
夜
い
た
う
更
け
た
る
月
夜
の
、
遥
か
に
澄
み
た
る
」
と
い
う
天
象
の
も
と
、
伝
授
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
や
り
方
は
、
俊

蔭
女
と
仲
忠
と
が
「
弾
き
合
は
せ
」、
そ
れ
を
聞
か
せ
て
犬
宮
に
「
同
じ
手
」「
同
じ
調
べ
」
を
弾
か
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
師
と
な
る
二
人

が
「
合
は
す
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
、
様
々
な
「
合
は
す
」
仕
方
が
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

②　

月
の
い
と
明
ら
か
に
、
空
澄
み
わ
た
り
て
静
か
な
る
に
、
山
の
木
陰
、
水
の
波
、
や
う
や
う
風
涼
し
く
う
ち
吹
き
立
て
た
る
に
、
い
と

お
と
な
お
と
な
し
う
弾
き
合
は
せ
た
ま
へ
る
を
、
大
将
、
尚
侍
の
お
と
ど
も
、
折
も
心
細
く
な
り
ゆ
く
に
、
涙
落
ち
て
、
こ
と
の
心
教
へ

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。�

（
同
・
五
二
三
頁
）

　

こ
の
直
前
に
「
菊
の
宴
」
の
為
に
仲
忠
が
参
内
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
九
月
に
な
っ
て
い
る
。「
月
の
い
と
明
ら
か
に
、
空
澄
み
わ
た

り
て
静
か
」
な
天
象
の
も
と
、「
山
の
木
陰
、
水
の
波
」
の
地
象
が
見
ら
れ
て
、「
や
う
や
う
風
涼
し
く
う
ち
吹
き
立
て
」
る
音
が
聴
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
犬
宮
が
、
こ
う
し
た
時
節
に
「
弾
き
合
は
せ
」
て
い
る
。
晩
秋
の
庭
の
風
情
に
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
「
こ

と
の
心
」
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。
折
に
合
っ
た
曲
の
意
味
を
教
授
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

③　

い
と
か
し
こ
く
、
い
さ
さ
か
苦
し
と
思
し
た
ら
で
、
よ
ろ
づ
の
折
々
に
著
う
、
曲
の
物
弾
き
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
愛
し
。
前
栽
も
山
の

木
ど
も
も
紅
葉
ぢ
、
黄
櫨
の
紅
葉
、
今
色
づ
く
。
さ
ま
ざ
ま
に
面
白
く
、
風
や
う
や
う
荒
々
し
。
山
の
中
よ
り
落
つ
る
滝
も
、
静
か
な
る

所
に
て
聞
き
た
ま
へ
ば
、
よ
ろ
づ
も
の
の
音
に
合
ひ
て
あ
は
れ
な
り
。�

（
同
・
五
二
五
頁
）

　

同
じ
く
ま
だ
九
月
で
あ
る
。
犬
宮
は
「
よ
ろ
づ
の
折
々
」
に
合
わ
せ
て
弾
い
て
い
る
。
前
栽
や
築
山
の
木
々
も
色
づ
き
、
風
の
音
は
冬
の
到

来
を
前
に
し
て
荒
々
し
く
な
っ
て
い
る
。
築
山
か
ら
落
ち
る
滝
の
音
も
、
静
か
な
楼
で
聴
く
と
、
様
々
な
も
の
の
音
に
「
合
ひ
」
て
、
し
み
じ

み
と
し
た
趣
き
が
あ
る
。
庭
の
音
が
琴
の
音
に
「
合
ふ
」
の
で
あ
る
。
弾
く
の
は
三
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ
う
。

④　

犬
宮
も
、
楓
の
琴
の
上
に
散
り
覆
ひ
た
る
を
、

　
　
　
　

ま
ろ
が
弾
く
う
ら
や
ま
し
と
や
琴
の
上
に
楓
も

と
ば
か
り
、「
恥
づ
か
し
と
思
ふ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
末
も
の
た
ま
は
ぬ
を
、
尚
侍
の
殿
、「
い
か
に
か
。
な
ほ
の
た
ま
は
せ
よ
、
の
た
ま



二
五

『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

は
せ
よ
」
と
て
、「
か
か
る
音
を
弾
か
む
」
と
の
た
ま
は
す
。
こ
の
浜
つ
風
の
荒
き
音
に
、
い
と
か
し
こ
く
合
は
せ
て
弾
き
た
ま
へ
る
を
、

大
将
愛
し
う
聞
き
お
は
す
。�

（
同
・
五
二
六
頁
）

　

③
と
同
一
の
日
で
、
引
用
部
直
前
に
昔
日
の
こ
と
を
想
起
し
た
俊
蔭
女
と
仲
忠
と
の
贈
答
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
犬
宮
が
加
わ
る
の

で
あ
る
。
犬
宮
が
恥
じ
て
歌
の
末
ま
で
口
に
し
な
い
の
で
、
俊
蔭
女
が
言
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
和
歌
の
教
え
に
な
る
。
犬
宮
の
付
け

た
「
か
か
る
音
を
弾
か
む
」
で
は
字
足
ら
ず
に
な
る
の
で
補
正
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
の
形
で
幼
さ
も
表
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
犬

宮
の
歌
は
、
伝
授
の
真
髄
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。「
自
分
が
弾
く
琴
を
羨
ま
し
い
と
思
っ
て
、
楓
も
琴
の
上
に
散
り
、
こ
ん
な
音
色
で
弾
く
の
で

し
ょ
う
」
と
し
て
い
る
。
自
分
と
同
じ
音
色
を
楓
も
弾
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
自
然
と
が
弾
奏
に
お
い
て
「
合
ふ
」
こ
と
に
な
る
。

犬
宮
も
庭
と
交
感
し
て
練
習
に
励
む
の
で
あ
り
、
賀
茂
の
荒
々
し
い
川
風
の
音
に
も
「
い
と
か
し
こ
く
合
は
せ
て
」
い
る
。

⑤　

風
限
り
な
く
激
し
く
、
日
荒
れ
、
空
の
気
色
苦
し
げ
な
り
。
尚
侍
の
お
と
ど
、
か
か
る
折
に
あ
ひ
し
ら
ひ
、
弾
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま

ふ
に
、
い
さ
さ
か
誤
ら
ず
、
今
少
し
、
も
と
の
御
琴
の
音
よ
り
は
す
ぐ
れ
た
り
と
聞
こ
ゆ
。�

（
同
・
五
三
〇
頁
）

　

十
一
月
に
な
っ
て
お
り
、
天
象
は
冬
の
荒
々
し
さ
で
あ
る
。「
合
は
す
」
は
な
い
が
、「
あ
ひ
し
ら
ひ
」
は
関
係
す
る
語
で
あ
る
。
俊
蔭
女
は
、

こ
の
よ
う
な
折
に
も
か
な
う
よ
う
に
犬
宮
に
演
奏
さ
せ
て
い
る
。
技
量
は
確
実
に
上
達
し
て
お
り
、
俊
蔭
女
の
音
よ
り
優
れ
て
い
る
と
仲
忠
は

聞
い
て
い
る
。

⑥　

山
の
気
色
、
色
づ
く
見
る
も
い
と
を
か
し
と
て
、
三
月
、
節
供
、
例
の
い
と
清
ら
に
て
参
り
た
ま
ふ
。
桜
の
花
・
樺
桜
の
花
、
い
と
面

白
し
。
楼
は
た
だ
桜
の
花
の
中
に
包
ま
れ
た
り
。
犬
宮
一
と
こ
ろ
、
ま
め
や
か
に
お
は
す
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、
い
と
こ
よ
な
く
お
と
な
お

と
な
し
う
な
り
ま
さ
り
た
ま
ふ
。
鴬
の
声
い
と
近
う
、
花
に
居
て
鳴
く
を
、
琴
を
い
と
の
ど
や
か
に
、
そ
の
声
に
合
は
せ
て
弾
き
た
ま
ひ

つ
つ
、�

（
同
・
五
四
四
～
五
頁
）

　

年
が
変
わ
り
晩
春
の
桜
花
の
季
節
に
な
っ
て
い
る
。
楼
は
、
桜
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
。
さ
ぞ
か
し
の
光
景
と
な
ろ
う
。
犬
宮
は
た
い
そ
う

大
人
び
て
き
て
お
り
、
鶯
が
桜
花
の
枝
に
居
て
鳴
く
の
で
、
そ
の
声
に
「
合
は
せ
」
て
の
ど
や
か
に
弾
奏
し
て
い
る
。
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⑦　

今
は
長
雨
が
ち
な
り
。
静
や
か
に
降
り
て
暮
ら
す
日
、
時
鳥
か
す
か
に
鳴
き
渡
り
、
月
ほ
の
か
に
見
え
た
り
。
三
と
こ
ろ
な
が
ら
、
静

か
に
弾
き
合
は
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
面
白
し
。�

（
同
・
五
四
六
頁
）

　

五
月
雨
の
時
候
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
人
が
「
弾
き
合
は
せ
」
し
て
い
る
。
犬
宮
の
技
量
は
、
師
と
同
じ
水
準
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
三
人
の
「
弾
き
合
は
せ
」
は
、
奇
瑞
を
起
こ
す
ま
で
に
な
っ
て
い
く
。
七
月
七
日
の
夜
で
あ
る
。

⑧　

夜
い
た
う
更
け
ぬ
れ
ば
、
七
日
の
月
、
今
は
入
る
べ
き
に
、
光
た
ち
ま
ち
に
明
ら
か
に
な
り
て
、
か
の
楼
の
上
と
思
し
き
に
あ
た
り
て

輝
く
。
神
遥
か
に
鳴
り
行
き
て
、
月
の
巡
り
に
星
集
ま
る
め
り
。
世
に
な
う
香
ば
し
き
風
、
吹
き
匂
は
し
た
り
。
少
し
寝
入
り
た
る
人
々
、

目
覚
め
て
、
異
ご
と
お
ぼ
え
ず
、
空
に
向
か
ひ
て
見
聞
く
。
楼
の
巡
り
は
、
ま
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
、
め
づ
ら
し
う
香
ば
し
き
香
満
ち
た
り
。

三
と
こ
ろ
な
が
ら
、
大
将
お
は
す
る
渡
殿
に
て
弾
き
た
ま
ふ
な
り
。
下
を
見
お
ろ
し
た
ま
へ
ば
、
月
の
光
に
、
前
栽
の
露
、
玉
を
敷
き
た

る
や
う
な
り
。
響
き
澄
み
、
音
高
き
こ
と
す
ぐ
れ
た
る
琴
な
れ
ば
、
尚
侍
の
お
と
ど
、
忍
び
て
、
音
の
限
り
も
え
か
き
鳴
ら
し
た
ま
は
ず
。

色
々
の
雲
、
月
の
巡
り
に
立
ち
舞
ひ
て
、
琴
の
声
高
く
鳴
る
時
は
、
月
、
星
、
雲
も
騒
が
し
く
て
、
静
か
に
鳴
る
折
は
、
の
ど
か
な
り
。

聞
き
た
ま
ふ
に
、
飽
く
べ
き
世
な
う
、
暁
ま
で
も
聞
か
む
と
思
す
に
、
夜
中
多
く
過
ぐ
る
ほ
ど
に
弾
き
や
み
た
ま
ひ
ぬ
。（
同
・
五
五
〇
頁
）

　

来
合
せ
た
涼
が
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
月
光
・
雷
鳴
・
星
雲
な
ど
の
天
象
は
異
常
を
き
た
し
、
香
ば
し
い
匂
い
が
風
に
運
ば
れ
て
楼

の
回
り
に
漂
っ
て
い
る
。
地
象
で
は
前
栽
の
露
が
月
光
を
受
け
て
玉
の
よ
う
に
き
ら
め
き
光
っ
て
い
る
。
こ
の
奇
瑞
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
、

琴
の
弾
奏
で
あ
っ
た
。

　

琴
の
弾
奏
は
、
三
人
の
合
奏
で
あ
っ
た
。「
三
と
こ
ろ
な
が
ら
、
大
将
お
は
す
る
渡
殿
に
て
弾
き
た
ま
ふ
な
り
」
と
あ
る
の
は
重
要
で
あ
ろ

う
。
た
だ
「
渡
殿
」
は
「
反
橋
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
二
つ
の
楼
を
つ
な
ぐ
渡
殿
で
三
人
が
弾
奏
し
て
奇
瑞
を
起
こ
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
秘
琴
伝
授
の
完
成
を
意
味
し
て
い
る
。
仲
忠
が
、
俊
蔭
女
と
犬
宮
を
繋
げ
た
こ
と
に
も
な
る）

（
（

。
俊
蔭
女
─
仲
忠
─
犬
宮
と

続
く
琴
の
相
伝
が
な
り
、
あ
ら
た
な
系
譜
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

庭
の
中
央
に
建
て
た
楼
で
行
わ
れ
た
秘
琴
伝
授
。
四
季
折
々
の
庭
の
風
情
に
心
を
寄
せ
、
音
楽
を
そ
れ
に
「
合
は
す
」
こ
と
で
琴
の
修
練
は
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『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

実
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
る
の
は
、
楼
か
ら
降
り
て
、
伝
授
披
露
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。

六　

秘
琴
伝
授
披
露

　

伝
授
の
成
果
は
八
月
十
五
日
に
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
人
々
は
前
日
か
ら
参
集
し
て
い
る
。
夜
が
明
け
て
か
ら
、
人
々
は
改
め
て
秘
琴

伝
授
の
結
果
が
披
露
さ
れ
る
三
条
京
極
邸
の
庭
を
眺
め
て
讃
嘆
し
て
い
る
。
以
下
は
披
露
に
際
し
て
の
庭
の
様
子
だ
け
に
絞
っ
て
見
る
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
次
の
引
用
に
あ
る
「
北
の
方
を
見
や
り
た
ま
へ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
寝
殿
北
側
の
こ
と
で
な
く
、「
南
の
方
」
に
対
す
る
も
の

で
、
寝
殿
南
面
近
く
の
光
景
の
こ
と
で
あ
る
。

　

明
け
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
方
々
、
南
の
方
、
池
、
中
島
、
釣
殿
、
未
申
の
堂
の
方
、
左
右
の
反
橋
、
楼
の
さ
ま
な
ど
見
た
ま
ふ
に
、
限
り

な
く
面
白
く
め
で
た
し
と
見
た
ま
ふ
。
北
の
方
を
見
や
り
た
ま
へ
ば
、
遣
水
、
枝
ざ
し
を
か
し
う
、
め
づ
ら
か
な
る
木
ど
も
、
小
松
ど
も
、

遣
水
の
こ
な
た
か
な
た
に
多
か
り
。
対
な
ど
は
、
こ
な
た
に
は
見
え
ず
。
遥
々
と
庭
の
様
に
て
、
白
く
面
白
き
に
、
苔
生
ひ
、
紅
葉
の
木

ど
も
見
ゆ
。�

（
同
・
五
七
六
～
七
頁
）

　

こ
こ
の
語
ら
れ
方
は
、
第
三
節
で
引
用
し
た
移
徙
の
際
と
は
相
違
し
て
い
よ
う
。
移
徙
の
際
は
、
楼
の
威
容
と
珍
し
さ
に
比
重
が
お
か
れ
て

庭
が
眺
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
楼
は
、
庭
を
構
成
す
る
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
庭
全
体
の
素
晴
ら
し
さ
を
改
め
て
語
り

た
い
か
ら
で
あ
る
。
人
々
の
視
線
は
「
南
の
方
」
か
ら
「
北
の
方
」
に
移
り
、
は
る
ば
る
と
し
た
庭
の
面
白
さ
に
興
じ
て
い
る
。
庭
全
体
の
景

観
を
讃
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

右
で
楼
に
重
き
を
置
か
れ
な
い
の
は
、
こ
の
後
に
登
楼
す
る
か
ら
に
な
る
。
楼
の
中
の
様
子
に
感
動
す
る
人
々
の
様
子
や
、
そ
こ
か
ら
の
眺

望
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　

院
の
上
二
と
こ
ろ
、
左
右
大
臣
、
宮
た
ち
、
上
達
部
、
御
供
に
て
、
楼
御
覧
じ
に
上
ら
せ
た
ま
ふ
。
嵯
峨
の
院
は
、
西
の
対
よ
り
お
は



二
八

し
ま
す
。
上
の
親
王
、
上
達
部
、
左
右
分
け
て
、
御
後
に
歩
み
続
き
た
り
。
楼
の
香
ば
し
き
匂
ひ
、
限
り
な
し
。
御
方
々
を
御
覧
じ
ま
は

す
に
、
を
か
し
く
な
ま
め
か
し
。
見
ど
こ
ろ
あ
る
楼
の
中
の
有
様
御
覧
じ
て
、「
い
み
じ
く
を
か
し
く
め
で
た
く
も
し
た
る
か
な
」
と
仰
せ

ら
る
。
ま
し
て
嵯
峨
の
院
は
、
ら
う
ら
う
じ
く
は
な
や
か
に
愛
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
琴
の
音
を
聞
く
と
、
こ
こ
の
有
様
を
見
る
と
こ
そ
、

天
女
の
花
園
も
か
く
や
あ
ら
む
と
覚
ゆ
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
朱
雀
院
、
細
か
に
御
覧
ず
る
に
、
飽
か
ず
め
で
た
け
れ
ば
、「
げ
に
、
こ
こ
に

か
た
ち
よ
ろ
し
か
ら
ざ
ら
む
人
の
、
居
る
べ
き
所
の
さ
ま
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
の
た
ま
は
す
。

　

や
む
ご
と
な
き
限
り
、
隙
も
な
く
、
楼
の
巡
り
の
高
欄
に
候
ひ
た
ま
ふ
。
山
の
高
き
よ
り
落
つ
る
滝
の
、
唐
傘
の
柄
さ
し
た
る
や
う
に

て
、
岩
の
上
に
落
ち
か
か
り
て
湧
き
返
る
下
に
、
を
か
し
げ
な
る
五
葉
の
小
松
、
紅
葉
の
木
、
薄
ど
も
、
濡
れ
た
る
に
従
ひ
て
動
く
。

�

（
同
・
六
一
五
～
六
頁
）

　

外
部
の
人
々
が
初
め
て
見
る
、
楼
の
内
部
と
そ
こ
か
ら
の
庭
の
景
観
で
あ
る
。
人
々
は
内
部
に
感
動
し
、
外
部
景
観
に
見
と
れ
て
い
る
。
三

条
京
極
邸
の
庭
は
、
寝
殿
か
ら
見
ら
れ
た
光
景
と
と
も
に
、
楼
か
ら
の
景
観
も
改
め
て
語
っ
て
い
る
。
庭
が
秘
琴
伝
授
の
物
語
に
い
か
に
必
須

で
あ
っ
た
か
を
語
っ
て
い
よ
う
。

　

右
の
登
楼
の
際
の
語
ら
れ
方
の
意
味
は
、
嵯
峨
院
の
発
言
に
あ
っ
た
、「
琴
の
音
を
聞
く
と
、
こ
こ
の
有
様
を
見
る
と
こ
そ
、
天
女
の
花
園
も

か
く
や
あ
ら
む
と
覚
ゆ
れ
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
よ
う
。「
こ
こ
の
有
様
」
は
、
文
脈
的
に
は
楼
の
内
部
を
指
す
が
、
寝
殿
で
琴
の
音
を
聞
い
た
感

動
と
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
庭
全
体
の
こ
と
と
も
敷
衍
で
き
よ
う
。
秘
琴
の
音
を
聞
き
、
楼
を
含
め
た
庭
の
有
様
を
見
る
と
、
こ
こ
は
「
天

女
の
花
園
」
と
思
わ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
天
女
の
花
園
」
は
、
俊
蔭
の
秘
琴
習
得
に
か
か
わ
っ
て
頻
出
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
。

俊
蔭
の
生
存
時
を
知
る
嵯
峨
院
な
ら
で
は
の
発
言
で
あ
り
、
感
動
で
あ
る
。
物
語
は
秘
琴
伝
授
披
露
で
幕
を
下
ろ
す
が
、
嵯
峨
院
の
こ
ん
な
言

葉
に
よ
っ
て
も
、「
俊
蔭
」
巻
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
条
京
極
邸
は
、
楼
の
あ
る
庭
に
よ
っ
て
「
天
女
の
花
園
」
に

な
っ
た
こ
と
に
な
る
。



二
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『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
三
条
京
極
邸
の
庭

お
わ
り
に

　

三
条
京
極
邸
に
お
い
て
、
庭
が
前
景
化
さ
れ
て
語
ら
れ
た
の
は
、「
天
女
の
花
園
」
に
比
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
庭
は
「
音
楽
の
た

め
の
庭
」
と
し
て
構
想
さ
れ
、
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
庭
が
、
物
語
展
開
と
密
接
に
深
く
関
係
し
て

主
題
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
庭
の
樹
木
な
ど
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
先
行
研
究）

（
（

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
三
条

京
極
邸
に
関
し
て
は
、
秘
琴
伝
授
の
過
程
で
俊
蔭
女
が
度
々
「
俊
蔭
」
巻
の
時
代
を
懐
旧
す
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
嵯
峨
院
や

七
十
歳
の
宮
内
卿
な
ど
は
木
高
く
な
っ
た
桜
や
松
の
様
子
を
歌
に
詠
ん
で
、
俊
蔭
生
存
時
を
回
想
し
て
い
る
（
六
一
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
点
は
庭

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
「
楼
の
上
」
巻
の
主
題
性
や
、
物
語
全
体
の
結
構
と
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
課
題
と
し
て
、

ひ
と
ま
ず
三
条
京
極
邸
に
お
い
て
庭
が
主
題
的
に
な
っ
た
次
第
を
確
認
し
て
終
わ
り
に
し
た
い
。
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