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物
綿
は
、
次
の
よ
う
な
馬
琴
の
姿
を
叙
述
し
っ
つ
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
時
の
王
者
の
よ
う
な
幌
に
映
っ
て
い
た
も
の
は
、
利
害
で
も
な
け

れ
ば
、
愛
憎
で
も
な
い
け
　
ま
し
て
毀
者
に
煩
わ
さ
れ
る
心
な
ど
は
、
と

う
に
眼
底
を
払
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
の
は
、
た
だ
不
可
思
議

な
悦
び
で
あ
る
。
あ
る
い
は
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
で
あ
る
。
こ
の
感

激
を
知
ら
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
て
戯
作
三
味
の
心
境
が
味
到
さ
れ
よ

う
。
ど
う
し
て
戯
作
者
の
臓
か
な
魂
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
に
こ
そ

「
人
生
」
は
あ
ら
ゆ
る
残
沖
を
洗
っ
て
、
ま
る
で
新
し
い
鉱
石
の
よ
う

に
、
美
し
く
作
者
の
前
に
、
輝
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
…
…

思
え
ば
、
物
緬
の
発
端
部
分
で
は
、
「
戦
場
の
よ
う
に
轍
々
し
い
」
　
神
田

同
朋
町
の
銭
湯
松
の
湯
で
、
「
つ
つ
ま
し
く
隅
へ
寄
っ
て
、
そ
の
温
雅
の
中

に
、
静
に
垢
を
落
し
て
い
る
六
十
あ
ま
り
の
老
人
」
　
が
属
琴
で
あ
り
、
彼
の

内
面
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
時
　
「
死
」
　
の
影
が
さ
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
　
「
死
L
　
は
常
て

彼
を
脅
し
た
そ
れ
の
よ
う
に
、
思
わ
し
い
何
物
を
も
蔵
し
て
い
な
い
。

云
わ
ば
こ
の
桶
の
中
の
空
の
よ
う
に
、
静
な
が
ら
慕
わ
し
い
、
安
ら
か

な
寂
滅
の
意
識
で
あ
っ
た
。
一
切
の
塵
労
を
脱
し
て
、
そ
の
　
「
死
」
　
の

中
に
眠
る
事
が
出
来
た
な
ら
ば
　
ー
　
無
心
の
子
供
の
よ
う
に
夢
も
な
く

眠
る
事
が
出
来
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
悦
ば
し
い
事
で
あ
ろ
う
。
自
分

は
生
活
に
疲
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
何
十
年
来
、
絶
え
間
な
い

創
作
の
苦
し
み
に
も
、
疲
れ
て
い
る
。
…
…

『
戯
作
三
味
』
の
（
物
繕
）
は
、
馬
琴
の
　
「
安
ら
か
な
寂
滅
の
意
識
」
が
、

「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
体
験
に
よ
っ
て
一
時
的
に
慰
謝
さ
れ
る
ま
で
の

経
緯
な
の
で
あ
る
。
人
死
）
に
括
弧
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
人
生
）
に
対
暗

す
る
も
の
と
し
て
の
（
死
）
で
は
な
く
、
現
在
の
腐
琴
が
抱
え
込
ん
で
い
る

「
思
わ
し
い
」
　
人
生
　
（
現
実
）
　
に
対
し
て
、
そ
の
極
北
に
あ
る
　
「
一
切
の
靡

労
」
　
の
な
い
（
世
界
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
希
求
し
愛
す
べ
き
（
世
界
）

と
換
言
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
「
人
生
L
 
V
は
（
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生
）
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と
は
異
な
り
、
現
実
の
も
の
で
は
な
く
、
話
者
の
想
念
の
産
物
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
は
芥
川
も
ま
た
、
「
残
押
し
　
の
な
い
　
「
新
し
い
鉱
石
の
よ
う
に
、
美

し
く
」
　
「
輝
い
て
い
る
」
　
（
人
生
）
な
ど
存
推
し
得
る
と
は
考
え
て
は
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
憧
憬
と
し
て
の
（
　
「
人
生
」
　
）
を
創
造
し
た
と
し
て
も
、

現
実
に
芥
川
の
抱
え
込
ん
で
い
る
の
は
鴻
琴
と
同
じ
狽
雑
な
（
人
生
）
で
あ

っ
た
。
ゆ
え
に
、
有
限
な
（
「
人
生
」
　
）
を
周
琴
に
体
験
さ
せ
た
の
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
、
「
不
可
思
議
な
悦
び
で
あ
る
。
あ
る
い
は
恍
惚
た
る
悲
壮
の

感
激
L
　
と
い
う
す
こ
ぶ
る
曖
昧
で
、
か
つ
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
意
外
に
貧
弱

な
　
「
感
激
」
　
を
大
言
壮
諦
す
る
し
か
芥
川
に
は
補
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
好
行
雄
氏
は
、
こ
こ
に
　
「
観
念
の
肉
化
」
　
の
　
「
不
足
」
　
を
指
摘
し
て
い

る
川
。冒

頭
部
分
に
は
、
孤
独
な
馬
琴
の
姿
が
あ
る
。
「
安
ら
か
な
寂
滅
の
意
識
」

を
願
う
腐
琴
の
、
そ
の
原
囲
な
の
で
あ
ろ
う
、
規
実
社
会
　
（
世
間
）
　
へ
の
嫌

感
感
、
あ
る
い
は
帝
離
状
態
の
馬
琴
の
姿
で
あ
る
。
現
実
社
会
の
象
徴
と
し

て
の
　
「
銭
湯
松
の
務
」
　
に
お
け
る
馬
琴
の
　
「
没
交
渉
」
　
的
な
姿
を
（
抗
者
）

は
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

彼
は
不
快
な
眼
を
挙
げ
て
、
両
側
の
町
家
を
眺
め
た
。
町
家
の
も
の
は

被
の
気
分
と
は
没
交
渉
に
、
菅
そ
の
日
の
生
計
を
励
ん
で
い
る
n

周
琴
に
と
っ
て
、
日
常
は
　
「
無
意
味
L
　
で
　
「
雑
然
」
　
と
し
た
も
の
で
し
か

な
く
、
彼
は
　
「
没
交
渉
」
　
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
嫌

．
言
）
　
洋

感
感
と
は
無
関
係
に
現
実
社
会
は
彼
の
服
的
に
歴
然
と
存
在
す
る
こ
と
は
当

然
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
常
に

苦
痛
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
　
「
傍
若
無
人
な
態
度
」
　
の
持
ち
王
で
あ
り
、

か
つ
他
者
に
対
し
て
過
度
に
　
「
敏
感
」
　
な
　
「
気
の
弱
い
」
　
人
間
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
我
々
は
芥
川
作
品
に
登
場
す
る
人
物
（
主
人
公
）
　
た
ち
が
、
か
す
か

だ
が
変
化
し
始
め
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
荒
っ

ぽ
く
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
¶
紺
生
門
』
　
の
　
「
下
人
」
、
逮
告
　
の
　
「
禅
野

内
供
し
　
な
ど
と
周
琴
と
を
比
較
を
す
れ
ば
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
「
ド
人
」
　
は
結
局
、
自
己
の
論
理
に
忠
実
に
従
っ
た
行
動
を
と
っ
た
。

「
押
野
再
棋
」
　
も
他
者
に
よ
っ
て
　
「
石
目
尊
心
」
　
を
傷
つ
け
ら
れ
苦
悩
す
る
が
、

「
ほ
れ
ぼ
れ
と
し
た
心
も
ち
」
　
を
拷
得
す
る
。
彼
ら
に
は
、

「
ど
う
し
て
己
は
、
己
の
軽
蔑
し
て
い
る
感
評
に
、
こ
う
煩
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
。
」

と
い
う
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
性
か
ら
生
じ
る
苦
悩
は
な
か
っ
た
。
あ
っ
た

の
は
自
己
と
の
闘
争
で
あ
り
、
他
者
と
の
戦
い
は
結
局
は
手
際
よ
く
処
理
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

内
情
は
鼻
が
一
夜
の
中
に
、
ま
た
元
の
通
り
長
く
な
っ
た
の
を
知
っ
た
。

ほ
れ
ぼ
れ
と
し
た
心
も
ち
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
帰
っ
て
来
る
の
を

感
じ
た
。
／
　
－
　
こ
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
嘲
う
も
の
は
な
い
に
ち
が

い
な
い
。
／
内
供
は
心
の
中
で
こ
う
自
分
に
囁
い
た
。
長
い
弗
を
あ
け



方
の
秋
風
に
ぶ
ら
つ
か
せ
な
が
ら
。

「
内
供
」
　
に
は
満
足
感
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
の
内
部
で
完
全
に
論
証
可

祀
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
別
硬
で
粗
述
す
る
よ
う
に
、
『
或
日
の
大
石

内
蔵
助
』
　
の
　
「
内
蔵
助
」
　
は
、
「
内
供
」
　
の
よ
う
に
は
　
「
秋
風
」
　
の
中
で
の

満
足
感
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
者
の
言
動
を
、
も
は
や
無
視
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
　
「
内
蔵
助
」
　
の
心
理
的
動
揺
は
、
馬
琴
に
も
等
し
く
内
在
し

て
い
る
。曲

亭
先
生
の
、
著
作
堂
主
人
の
と
、
大
き
な
事
を
云
っ
た
っ
て
、
馬
琴

な
ん
ぞ
の
普
く
も
の
は
、
み
ん
な
あ
り
や
磯
直
し
で
げ
す
。
早
い
論
が

八
犬
伝
は
、
手
も
な
く
水
新
伝
の
引
写
し
じ
ゃ
げ
え
せ
ん
か
。

と
か
、
あ
る
い
は
、

暦
二
二
屈
琴
の
書
く
も
の
は
、
ほ
ん
の
筆
先
一
点
張
り
で
げ
す
。
ま
る
で

膿
に
は
、
何
も
あ
り
や
せ
ん
。
・
‥
（
巾
咤
）
…
だ
か
ら
ま
た
当
性
の
事

は
、
と
ん
と
御
存
じ
な
し
さ
け
　
そ
れ
が
鉦
拠
に
や
、
苗
の
事
で
な
け
り

や
、
再
い
た
と
云
う
た
め
し
は
と
ん
と
げ
え
せ
ん
。

と
席
琴
の
作
品
を
酷
評
す
る
　
「
妙
の
小
銀
杏
」
、
彼
の
批
判
に
対
し
て
も
鳶

琴
は
冷
静
で
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。
彼
は
一
応
、

風
H
の
中
で
聞
い
た
感
評
を
、
一
々
被
の
批
評
眼
に
か
け
て
、
綿
密
に

点
検
し
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
、
い
か
な
る
点
か
ら
考
え
て
見
て
も
、

一
顧
の
価
の
な
い
愚
論
だ
と
云
う
事
実
を
、
即
座
に
証
明
す
る
事
が
出

来
た
。

と
い
う
解
決
に
は
な
っ
て
は
い
る
が
、
「
綿
密
に
点
検
」
　
し
た
と
い
う
具
体

的
プ
ロ
セ
ス
は
（
読
者
）
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
「
妙
の
・
小
銀
杏
」

の
見
解
が
　
「
偲
論
だ
と
云
う
事
実
」
　
に
関
す
る
腐
琴
の
諭
増
的
根
拠
も
提
示

さ
れ
て
は
い
な
い
。
い
つ
ぽ
う
、
「
妙
の
小
銀
杏
」
　
の
　
「
愚
論
」
　
は
具
体
的

で
あ
る
。
こ
れ
は
芥
川
が
作
品
を
発
表
し
始
め
た
当
初
か
ら
、
新
技
巧
派
な

ど
と
称
さ
れ
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
い
た
事
柄
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
芥
川
は
　
「
腿
論
」
　
を
具
体
的
に
作
品
に
書
き
込
め
た
の
で
あ
る
。

芥
川
は
自
己
に
対
し
て
浴
び
せ
ら
れ
た
批
判
を
『
戯
作
三
味
』
と
い
う
作
品

の
な
か
で
開
陳
し
て
み
せ
た
こ
と
な
る
。
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
芥
川
は
過

去
の
文
学
作
品
を
参
考
に
し
な
が
ら
　
「
背
の
事
L
 
L
か
再
け
な
い
作
家
で
あ

る
、
と
い
う
非
難
（
批
判
）
　
で
あ
る
。
芥
川
は
、
自
己
に
対
し
て
投
げ
か
け

ら
れ
て
い
る
非
難
を
自
己
分
析
し
て
、
そ
れ
を
作
品
化
し
、
さ
ら
に
　
「
愚
論
」

と
し
て
排
旅
し
よ
う
と
し
た
。
芥
川
は
一
種
挑
戦
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

彼
は
従
来
の
彼
へ
の
非
難
に
は
崩
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
、
な
ぜ
な
ら
ば
、

『
戯
作
三
昧
』
は
『
属
琴
日
記
紗
』
　
（
華
厳
異
材
綿
・
文
会
堂
・
明
治
四
十

門
咋
二
月
刊
行
）
　
を
参
考
再
と
し
て
創
作
さ
れ
た
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
・
，
な

ら
ば
、
芥
川
は
従
来
の
非
難
を
甘
受
し
、
そ
の
態
度
を
保
持
し
よ
う
と
し
た

の
か
。

そ
れ
は
、
道
徳
家
と
し
て
の
彼
と
芸
術
家
と
し
て
の
彼
と
の
閲
に
、
い

二

　

」
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つ
も
槻
綿
す
る
疑
問
で
あ
る
。
被
は
昔
か
ら
　
「
先
王
の
道
」
　
を
疑
わ
な

か
っ
た
。
彼
の
小
説
は
彼
自
身
公
言
し
た
如
く
、
正
に
　
「
先
王
の
適
し

の
芸
術
的
表
現
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
矛
臓
は
な
い
。
が
、
そ
の

「
先
王
の
迫
」
　
が
芸
術
に
与
え
る
価
値
と
、
彼
の
心
情
が
芸
術
に
与
え

よ
う
と
す
る
価
値
と
の
間
に
は
、
存
外
大
き
な
楷
隅
が
あ
る
。
従
っ
て
、

彼
の
申
に
あ
る
、
道
徳
家
が
前
者
を
抒
定
す
る
と
共
に
、
彼
の
中
に
あ

る
芸
術
家
は
当
然
ま
た
後
者
を
肯
定
し
た
。
…
（
中
嶋
）
…
彼
は
戯
作

の
価
値
を
否
定
し
て
　
「
勧
懲
の
具
」
　
と
称
し
な
が
ら
、
常
に
彼
の
申
に

傾
蛸
す
る
芸
術
的
感
興
に
遭
遇
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
不
安
を
感
じ
出
し

た
。

鳩
琴
が
　
「
何
十
年
来
」
　
倍
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
信
仰
、
　
「
小
机
は
」

「
『
先
王
の
遺
』
　
の
芸
術
的
表
現
」
　
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
自
己
の
内
部
で

動
揺
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
馬
琴
は
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芥
川
は
、

（
な
ぜ
背
く
の
か
）
と
い
う
関
越
意
識
に
つ
い
て
、
馬
琴
の
と
ま
ど
い
を
描

い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
（
芸
術
）
と
入
道
撼
）
と
い
う
よ
う
な
事
で
は
な

く
、
周
琴
が
　
「
芸
術
的
感
興
に
遭
遇
し
　
す
る
事
実
を
（
読
者
）
に
提
示
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
万
が
他
方
を
凌
兜
す
る
と
い
う
現
実

も
物
語
と
し
て
は
生
じ
て
は
い
な
い
。
自
己
の
作
品
が
　
「
『
勧
懲
の
具
』
」

と
い
う
規
定
で
は
規
定
し
切
れ
な
く
な
っ
た
。
事
実
と
し
て
鰯
琴
の
作
家
と

し
て
の
生
瀬
に
こ
う
し
た
間
麿
が
生
起
し
た
か
否
か
は
、
さ
し
て
問
題
で
は

．
．
二
　
は

な
く
、
そ
れ
以
上
に
馬
琴
に
こ
う
し
た
間
麿
を
付
与
し
た
芥
川
に
こ
そ
悶
増

は
あ
る
と
言
え
よ
う
。
（
な
ぜ
背
く
の
か
）
と
い
う
こ
と
は
、
井
川
に
こ
そ

緊
急
に
l
回
答
を
要
謂
さ
れ
て
い
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
戯
作
三
味
』
に
お
い
て
は
芥
川
は
i
E
L
く
対
噂
し
た
且
場
で
は
回
答
を
提

出
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
、

根
か
ぎ
り
肯
き
つ
づ
け
ろ
り
今
己
が
番
い
て
い
る
事
は
、
今
で
な
け
れ

ば
番
け
な
い
事
か
も
知
れ
な
い
ぞ
。

と
だ
け
し
か
芥
川
は
書
い
て
い
な
い
。
同
様
に
、
「
華
山
渡
辺
骨
L
　
と
滴
る

（
芸
術
）
と
（
政
治
）
と
の
事
も
さ
し
た
る
鴨
も
深
み
も
な
く
、

二
人
は
声
を
立
て
て
、
笑
っ
た
け
が
、
そ
の
笑
い
の
声
の
中
に
は
、
二

人
だ
け
し
か
わ
か
ら
な
い
あ
る
寂
し
さ
が
流
れ
て
い
る
。

と
い
う
芸
術
家
は
芸
術
家
に
よ
っ
て
の
み
埋
解
さ
れ
る
し
か
な
い
、
と
い
う

芥
川
の
消
極
的
総
誠
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
の
一
節
に
は
、

私
は
こ
の
頃
八
犬
伝
と
討
死
の
覚
悟
を
し
ま
し
た
。

と
い
う
作
品
の
完
成
と
い
う
事
に
問
題
の
回
答
を
委
ね
た
処
埋
が
為
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
、
芥
川
の
．
つ
の
回
答

と
思
え
る
も
の
を
（
抗
む
）
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
詭

弁
に
過
ぎ
る
こ
と
を
覚
悟
で
諾
え
ば
、
明
確
に
回
答
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
芸
術
）
に
関
わ
る
緒
間
誼
に
対
し
て
の
回
答
と
す
る
こ
と
、
と
い
う
こ
と



で
は
な
か
っ
た
か
。
た
だ
、

私
は
作
者
じ
ゃ
な
い
。
お
客
さ
ま
の
お
望
み
に
従
っ
て
、
軸
物
を
書
い

て
お
目
に
か
け
る
手
間
取
り
だ
。

と
断
言
す
る
　
「
押
水
」
　
を
　
「
心
の
底
か
ら
酸
蔑
す
る
」
　
属
琴
の
姿
勢
を
描
い

て
、
芥
川
は
他
の
（
戯
作
）
符
と
璃
琴
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
n
　
芥

川
の
（
戯
作
）
観
を
杓
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
霊
椚
汀
品
だ
珊
訃
帯

（
大
正
七
咋
～
「
∴
咋
）
　
で
あ
る
い

こ
れ
は
何
も
革
表
紙
だ
の
洒
落
本
だ
の
の
作
華
ば
か
り
で
は
な
い
。
僕

は
曲
亭
捕
球
さ
え
も
彼
の
拗
音
懲
頒
主
義
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
思

っ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
僕
は
所
謂
江
㍉
趣
味
に
余
り
尊
敬
を
持
っ

て
い
な
い
け
　
同
時
に
ま
た
被
等
の
作
品
に
も
頭
の
下
ら
な
い
．
人
で
あ

る
。
し
か
し
単
に
　
「
浅
薄
」
　
の
名
の
も
と
に
彼
等
の
作
品
を
．
笑
し
去

る
の
は
紋
等
の
為
に
気
の
毒
で
あ
ろ
う
。
若
し
彼
等
の
　
「
常
談
」
　
と
し

た
も
の
を
　
「
真
面
目
」
　
と
考
え
て
見
る
と
す
れ
ば
、
農
表
紙
や
洒
落
本

も
そ
の
中
に
は
幾
多
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
俣
等
は
彼
等
の
作
品
正

随
苛
す
る
八
人
に
も
や
は
り
料
慧
昭
に
こ
賛
成
で
き
な
い
。

（
　
「
槽
川
末
期
の
文
芸
」
　
）

『
澄
江
堂
雑
記
』
は
『
臓
伸
一
∴
昧
h
執
筆
綾
に
曹
か
れ
て
い
る
の
で
、
少

し
注
意
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
芥
川
ら
し
く
気
配
り
を
し
た
．
r
‥

説
で
あ
る
。
気
配
り
を
し
つ
つ
、
（
戯
作
）
館
は
　
「
勧
華
懲
噛
主
義
を
倍
じ

て
い
な
か
っ
た
」
　
と
言
い
、
彼
ら
に
対
し
て
も
　
「
余
り
尊
敬
を
持
っ
て
い
な

い
」
　
と
い
う
立
場
を
嘲
っ
て
い
る
。
結
局
は
、
「
若
し
彼
等
の
　
逮
霊
豊
と

し
た
も
の
を
思
隼
面
目
＝
と
考
え
て
見
」
　
た
結
果
、
井
川
は
　
「
幾
多
の
間
誼
」

を
発
托
し
、
そ
れ
ら
が
『
戯
作
三
睦
㌫
∵
と
し
て
結
実
し
た
、
と
い
う
純
綿
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
事
は
、
井
川
が
現
実
に
抱
え
込

ん
で
い
る
問
猶
と
　
「
幾
多
の
間
周
」
　
と
の
間
に
重
視
し
た
事
項
が
な
け
れ
ば
、

『
戯
作
．
∴
昧
＝
は
成
立
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
ま
ず
芥
川
の
側
に
間
周
が
あ
る
こ
と
が
大
前

提
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
澄
江
堂
雑
記
帖
で
も
窺
え
る
よ
う
に
、

芥
川
が
（
戯
作
）
者
あ
る
い
は
鴻
琴
に
特
別
に
関
心
を
抱
い
た
こ
と
は
感
じ

ら
れ
な
い
。
＝
戯
作
三
昧
帖
は
『
璃
琴
日
記
紗
＝
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な

か
っ
た
、
と
断
言
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
…
周
琴
目
視
紗
』
と
い
う

参
考
書
の
た
め
に
芥
川
は
腐
琴
と
他
の
人
戯
作
）
者
と
を
区
別
し
て
述
べ
る

こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。
坪
内
道
連
に
よ
っ
て
　
「
勧
善
懲
頒
七
滴
し
　
け
の
代

豪
で
あ
る
か
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
鳶
琴
鶴
に
対
し
て
異
誼
を
印
し
し
は
て
よ

う
と
す
る
芥
川
の
企
岡
、
そ
れ
は
作
品
＝
「
『
先
王
の
道
帖
の
芸
純
的
貢
規
L

と
い
う
公
式
を
鳶
琴
か
ら
劉
奪
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
為
さ
れ
た
と

き
へ
な
ぜ
背
く
の
か
）
と
い
う
問
い
に
馬
琴
が
回
答
で
き
る
か
、
こ
れ
が

『
戯
作
ご
一
味
帖
　
の
恨
〓
で
は
な
か
っ
た
か
け

読
む
に
従
っ
て
拙
劣
な
布
置
と
乱
脈
な
文
章
と
は
、
次
第
に
服
の
前
に

．
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展
開
し
て
く
る
。
そ
こ
に
は
何
等
の
映
像
も
与
え
な
い
叙
強
が
あ
っ
た
。

何
等
の
感
激
を
も
含
ま
な
い
詠
嘆
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
ま
た
、
何
等

の
理
路
を
辿
ら
な
い
論
弁
が
あ
っ
た
。

馬
琴
が
『
八
犬
伝
』
の
稀
を
点
検
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
八
犬
伝
』

の
全
否
定
で
あ
る
が
、
物
納
の
経
過
を
丹
念
に
辿
っ
た
（
抗
み
）
で
は
、
唐

突
の
飛
頗
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
諸
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

彼
は
机
の
繭
に
身
を
横
た
え
た
ま
ま
、
親
船
の
沈
む
の
を
見
る
、
難
破

し
た
船
長
の
姐
で
、
失
敗
し
た
膵
稿
を
眺
め
な
が
ら
、
静
に
絶
望
の
威

力
と
戦
い
つ
づ
け
た
。

あ
る
い
は
、

「
自
分
は
さ
っ
き
ま
で
、
本
朝
に
比
倫
を
絶
し
た
大
作
を
啓
く
つ
も
り

で
い
た
。
が
、
そ
れ
も
や
は
り
事
に
よ
る
と
、
人
並
に
己
惚
れ
の
一
つ

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
」
　
／
こ
う
い
う
不
安
は
、
彼
の
上
に
、
何
よ

り
も
堪
え
難
い
、
落
莫
た
る
孤
独
の
情
を
蘭
し
た
。
…
（
中
嶋
）
…
同

時
代
の
層
々
た
る
作
者
帝
に
対
し
て
は
、
倣
憶
で
あ
る
と
共
に
飽
ま
で

も
不
礎
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、
結
局
自
分
も
彼
等
と
同
じ
能
力
の
所
有

者
だ
っ
た
と
云
う
事
を
、
そ
う
し
て
さ
ら
に
厭
う
可
き
遼
東
の
承
だ
っ

た
と
云
う
事
は
、
ど
う
し
て
安
々
と
謬
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
彼
の
強

大
な
　
「
裁
」
　
は
　
「
悟
り
」
　
と
　
「
締
め
」
　
と
に
避
難
す
る
に
は
余
り
に
情

熱
に
盗
れ
て
い
る
。

二
四
一
括

と
い
う
馬
琴
の
絶
望
的
な
姿
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
事
の
垂
大
き
は
知

ら
さ
れ
た
と
し
て
も
、
残
念
な
が
ら
（
な
ぜ
）
と
い
う
疑
問
は
強
く
残
る
。

な
ぜ
こ
ん
な
に
も
た
や
す
く
過
去
の
自
己
（
の
作
品
）
　
を
否
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
客
観
的
に
自
己
分
析
が
吋
能
な
の
か
。
こ

う
し
た
自
己
反
省
の
姿
を
周
琴
の
も
の
と
し
て
、
芥
川
が
人
絹
瀞
）
に
提
供

し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
「
悟
り
」
　
と
　
「
諦
め
」
　
に
は
括
弧
が
つ
け
ら
れ
て

い
て
、
明
ら
か
に
漱
石
と
鴎
外
と
の
精
神
を
意
味
し
て
い
て
、
庸
琴
の
自
己

点
検
と
自
己
反
省
と
は
芥
川
自
身
の
そ
れ
と
し
て
（
兢
む
）
こ
と
は
卜
分
に

可
能
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
芥
川
の
吾
白
で
あ
る
、
と
断
一
打
し
て

も
決
し
て
過
藷
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
情
熱
に
溢
れ
て
い
る
し
鰯
琴
は
、
「
同
時
代
の
層
々
た
る
作
者
翠
」
　
と

「
同
じ
能
力
の
所
有
者
だ
っ
た
と
云
う
事
J
　
を
絡
め
た
く
な
い
。
そ
れ
ほ
ど

に
　
「
彼
の
強
大
な
『
我
』
」
　
は
強
い
。
そ
し
て
、
安
易
に
　
「
避
難
す
る
」
　
こ

と
に
も
抵
抗
が
あ
る
。
残
さ
れ
た
適
訳
肢
は
多
く
は
な
い
。
同
時
代
の
作
家

と
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
悟
り
の
境
地
に
も
至
れ
な
い
し
、
ま
し
て
や
過
去

の
自
己
の
も
の
で
は
「
絶
望
」
　
で
し
か
な
い
。
結
周
は
新
し
い
（
創
作
態
度
）

を
模
索
し
創
造
し
て
ゆ
く
し
か
術
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
爛
琴
は
　
r
孫
の
太
郎
」

の
吾
輩
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
彼
は
　
「
浅
草
の
観
音
様
し
　
の
言
葉
と
し
て
属

琴
に
、

勉
強
し
ろ
。
病
癖
を
起
す
な
。
そ
う
し
て
も
っ
と
よ
く
辛
抱
し
ろ
。



と
い
う
か
つ
て
漱
石
が
芥
川
に
送
っ
た
酋
簡
（
火
i
E
五
年
八
月
二
十
一
旦

の
内
容
に
似
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
馬
琴
は
次
の
よ
う

に
感
動
す
る
。

鳩
琴
の
心
に
、
厳
粛
な
何
物
か
が
剃
卯
に
閃
い
た
の
は
、
こ
の
時
で
あ

る
。
彼
の
層
に
は
幸
福
な
微
笑
が
浮
か
ん
だ
り
そ
れ
と
共
に
彼
の
服
に

は
、
い
つ
か
湊
が
一
ば
い
に
な
っ
た
。

い
さ
さ
か
滑
稽
と
も
思
え
る
描
写
だ
が
、
「
観
音
様
し
の
言
墾
い
わ
ば

天
の
啓
示
で
あ
る
か
ら
馬
琴
は
感
激
し
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

鴻
琴
は
「
絶
望
の
威
力
L
か
ら
救
済
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
井
に
は
い
つ
か
雌
蜂
の
声
が
聞
え
な
く
な
っ
た
。
…
（
中
略
）
・
・
・

彼
は
神
人
と
相
掩
つ
よ
う
な
態
度
で
、
ほ
と
ん
ど
必
死
に
背
き
つ
づ
け

た
。

そ
し
て
既
述
し
た
よ
う
に
「
三
味
の
心
境
」
に
應
琴
は
投
入
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
彼
が
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
閉
居
が

的
確
に
解
決
さ
れ
た
、
と
は
言
い
難
い
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
に
対
す
る
無
理

解
な
世
間
の
人
々
の
中
傷
や
自
己
が
抱
え
込
ん
で
い
る
芸
術
に
関
す
る
苦
悩

は
、
何
ひ
と
つ
解
決
さ
れ
て
ほ
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
へ
三
昧
）
境
は
馬
琴
の

「
書
斎
」
と
い
う
極
め
て
限
ら
れ
た
場
所
に
お
い
て
の
み
、
紋
に
よ
っ
て
体

験
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
「
再
嬉
し
か
ら
一
歩
外
に
出
た
彼
に
は
、
依
然
と

し
て
彼
を
煩
わ
せ
て
い
る
問
題
が
残
存
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
芥

川
に
閲
歴
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
は
あ
ま
り
考
え
に
く
く
、

問
題
点
の
提
出
と
そ
の
解
決
と
は
別
の
間
感
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

か
っ
た
か
。
現
実
の
社
会
が
馬
琴
（
芸
術
家
）
に
理
解
を
示
す
こ
と
に
つ
い

て
は
、
馬
琴
の
期
待
感
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
「
自
尊
心
」
　
の
強
い
彼
と
世
間

と
の
妥
協
は
あ
り
得
な
い
。
彼
に
と
っ
て
（
人
生
）
を
生
き
る
と
い
う
こ
と

は
作
品
を
完
成
さ
せ
る
営
為
で
あ
り
、
そ
の
他
の
事
柄
は
、
（
人
生
）
の

「
残
押
し
　
で
し
か
な
い
。

い
く
ら
鳶
が
鳴
い
た
か
ら
と
云
っ
て
、
天
日
の
歩
み
が
－
と
ま
る
も
の
で

は
な
い
。
己
の
八
犬
伝
は
必
ず
完
成
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
時

は
、
日
本
が
古
今
に
比
倫
の
な
い
大
伝
奇
を
持
つ
時
だ
。

「
古
今
に
比
倫
の
な
い
太
伝
奇
」
　
の
完
成
に
邁
進
す
る
行
為
に
す
べ
て
を

賭
け
て
い
る
馬
琴
に
と
っ
て
、
そ
の
障
害
と
な
る
も
の
は
「
下
等
」
で
あ
り
、

つ
ま
ら
な
い
。
「
六
十
あ
ま
り
」
　
（
芥
川
は
綴
り
と
も
思
え
る
ほ
ど
幾
度
も

繰
り
返
し
の
べ
て
い
る
）
　
の
「
眼
も
少
し
惑
い
」
老
芸
術
家
に
と
っ
て
、

『
八
犬
伝
』
の
完
成
が
お
そ
ら
く
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
八
犬
伝
』
と
「
討
死
」
す
る
覚
悟
は
膚
琴
に
は
確
か
に
内
在
し
て
い
た
、

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
周
琴
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
『
八
犬
伝
』
　
（
芸
術
）

に
拘
泥
す
る
の
は
、
騰
琴
が
（
人
生
）
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
興
味
を
失
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
「
安
ら
か
な
寂
滅
の
意
識
し
は
紋
の
心
を
接
触
し
か
け

よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
が
（
死
）
へ
一
気
に
向
か
わ
な
い
の
は
、
『
八
犬
伝
』

二
五
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の
完
成
が
彼
の
人
生
）
を
き
わ
ど
く
保
障
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
馬
琴
の
人
生
）
の
営
為
は
作
品
（
芸
術
）
　
の
完
成
へ
の
営
為
と
重

な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
考
え
ば
、
（
戯
作
）
と
は
、
（
戯
作
）
者
の
自
嘲

的
な
自
己
規
定
で
あ
り
、
彼
ら
の
勧
善
懲
惑
主
義
は
い
わ
ば
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ

ュ
で
あ
り
、
封
建
体
制
の
な
か
で
生
き
抜
く
方
便
で
あ
っ
た
と
諾
え
よ
う
。

馬
琴
が
　
「
芸
術
的
感
興
L
を
体
験
し
、
そ
の
こ
と
に
不
安
を
感
じ
た
と
い
う

こ
と
は
、
彼
を
取
り
巻
い
て
い
る
現
体
制
に
対
し
て
、
消
極
的
に
謀
反
を
企

て
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
我
々
は
す
で
に
『
或
H
の
大
石
内
蔵
助
』

の
内
蔵
助
に
　
r
道
徳
を
休
現
し
た
満
足
」
　
の
的
に
伴
む
姿
せ
み
て
い
る
。
鰯

琴
は
、
内
蔵
助
よ
り
さ
ら
に
一
層
道
徳
に
対
し
て
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

を
強
く
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
華
中
渡
辺
堂
」
　
と
の
会
話
に
若
干

の
体
制
批
判
が
み
ら
れ
る
が
、
「
芸
術
的
感
興
」
　
に
不
安
感
を
抱
く
馬
琴
の

姿
は
自
己
の
芸
術
の
支
柱
を
喪
失
す
る
こ
と
へ
の
不
安
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
被
の
（
人
生
）
の
東
根
が
道
鰭
に
あ
る
と
考
え
る
の
は

（
前
者
）
と
し
て
は
当
然
で
、
「
芸
術
的
感
興
」
　
の
体
験
は
新
た
な
芸
術
へ

の
志
向
を
か
す
か
に
示
唆
す
る
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
を
含
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
憶
測
に
過
ぎ
る
と
の
訝
り
を
う
け
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
馬
琴
の
み
に
眼
を
向
け
る
こ
と
に
少
し
こ
だ
わ

り
を
持
つ
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
益
で
は
な
い
。

何
十
年
来
、
絶
え
間
な
い
創
作
の
苦
し
み
に
も
、
疲
れ
て
い
る
。

∴
宍
∵
頁

馬
琴
の
　
「
創
作
」
は
　
「
近
江
屋
平
吉
」
　
の
　
「
発
句
」
　
の
よ
う
な
（
遊
び
）

で
は
な
く
、
生
活
の
橙
を
得
る
た
め
の
職
業
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
　
「
創
作
」

に
と
も
な
う
（
喜
び
）
は
、
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
極
め
て
少
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
「
芸
術
的
感
興
」
　
と
は
無
線
の
芸
術
家
が
、
あ
る
日
そ
れ
を
体
験

し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
失
い
た
く
は
な
い
と
思
う
の
が
自
然
で
あ
り
、
と

ま
ど
い
つ
つ
も
貪
欲
に
希
求
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
　
「
創

作
の
苦
し
み
」
　
も
幾
分
は
慰
謝
さ
れ
る
。
物
請
の
結
末
部
分
で
　
「
悲
壮
の
感

激
」
　
に
浸
る
膚
琴
の
姿
を
撒
い
て
、
芥
川
は
彼
に
栄
光
の
瞬
間
を
付
与
し
た
。

「
銭
湯
」
の
「
隅
」
で
「
静
に
垢
を
落
し
て
い
る
」
姿
か
ら
の
急
激
な
変
貌

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芸
術
家
と
し
て
の
膚
琴
が
救
わ
れ
た
と
は

（
読
者
）
は
感
じ
な
い
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
「
音
義
し
外
の
現
実
社
会
は

何
一
つ
変
わ
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
困
り
者
だ
よ
。
確
な
お
金
に
も
な
ら
な
い
の
に
さ
。
」

賓
の
　
「
お
百
」
　
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
世
間
は
周
琴
に
冷
た
い
。

雌
膵
は
こ
こ
で
も
、
潜
嘉
で
も
、
変
り
な
く
秋
を
鳴
き
つ
く
し
て
い
る
。

基
本
的
に
は
芸
術
家
馬
琴
の
あ
り
様
も
生
活
人
と
し
て
の
彼
の
何
も
変
わ
ら

な
い
。
「
書
斎
」
　
を
二
歩
出
た
な
ら
ば
、
披
は
あ
の
　
r
銀
歯
」
　
の
姿
に
戻
る

し
か
な
く
陶
酔
は
永
く
は
続
か
な
い
。
『
職
作
三
味
』
は
、
芸
術
家
の
あ
る

べ
き
理
想
の
姿
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
提
示
さ
れ
な
い
が
、
芸
術
家
を
取
り
巻

い
て
い
る
療
感
す
べ
き
現
実
を
よ
り
具
体
的
に
提
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て



手
際
の
よ
い
作
品
で
あ
る
。
が
、
芥
川
の
も
く
ろ
み
が
現
実
提
示
に
よ
り
力

点
が
あ
っ
た
か
、
と
い
え
ば
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
の
も
く
ろ
み
は
む
し

ろ
逆
で
、
や
は
り
結
未
部
分
の
芸
術
家
（
属
琴
）
　
の
姿
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
被
の
膚
岡
に
反
し
た
『
戯
作
三
昧
』
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
反

動
と
し
て
芥
川
は
も
う
一
度
、
芸
術
家
の
姿
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
『
地
獄
変
帖
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
誤

解
の
な
い
よ
う
に
付
諾
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
馬
琴
の
デ
フ
ォ

ル
メ
と
し
て
良
秀
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
周
琴
と
良
秀
の
間
に
は
思
い

の
ほ
か
大
き
な
間
隙
が
み
ら
れ
る
。

芸
術
家
が
芸
術
家
の
姿
を
拙
く
と
い
う
行
鵜
に
は
、
何
か
し
ら
相
異
な
も

の
が
あ
る
よ
う
だ
。
自
由
也
、
あ
る
い
は
埋
想
像
な
ど
と
い
う
言
葉
で
明
確

に
で
き
る
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
も
軋
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
が
作
品
に
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
査
め
な

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
（
続
着
）
の
側
に
も
み
ら
れ
る
よ
う

で
、
他
の
作
品
に
対
す
る
（
読
み
）
と
は
少
し
異
な
っ
た
（
抗
み
）
を
し
て

い
る
よ
う
だ
。
比
喩
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
　
「
時
間
」
　
と
い

う
漢
字
に
　
「
と
き
」
　
と
括
弧
つ
き
の
ル
ビ
を
掘
っ
た
　
「
時
間
」
　
と
い
う
漢
字

を
読
む
行
為
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
字
は
　
「
時
間
」
　
で
あ

る
か
ら
　
「
じ
か
ん
」
　
と
読
ん
で
よ
い
ひ
が
、
括
弧
つ
き
の
ル
ビ
を
無
視
で
き

な
い
と
き
が
あ
る
。
お
お
よ
そ
三
パ
タ
ー
ン
の
（
読
み
）
が
あ
る
だ
ろ
う
。

文
字
を
忠
実
に
抗
む
、
ル
ビ
に
従
っ
て
前
む
、
そ
し
て
文
学
と
ル
ビ
と
の
双

方
を
統
む
。
そ
し
て
、
こ
の
選
択
は
（
読
者
）
の
自
画
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

．
．

以
上
、
馬
琴
の
言
動
に
沿
っ
て
概
述
し
た
。
こ
れ
は
い
ち
は
や
く
菊
池
寛

に
よ
っ
て
、

彼
の
創
作
的
吾
白
で
な
く
し
て
何
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼
が
世
の
所
紺
地
目

白
小
机
よ
り
も
っ
と
芸
術
家
で
あ
る
た
め
に
、
曲
亭
属
琴
を
仇
偽
と
し

て
、
告
白
の
代
理
を
せ
し
め
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
田

と
指
摘
さ
れ
た
。
後
作
、
芥
川
自
身
も
、

僕
の
鴻
琴
は
鵬
僕
の
心
も
ち
を
描
か
む
為
に
属
琴
に
仮
り
・
た
も
の
と
思

わ
れ
た
し
…
（
中
略
）
…
そ
う
云
う
試
み
も
感
し
か
ら
ず
と
思
う
。

（
大
正
十
一
咋
一
月
L
l
九
日
・
渡
辺
伸
輔
宛
薄
情
）

と
述
べ
た
”
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
戯
作
三
味
』
を
素
朴
に
馬
琴
の
物
語
と
し

て
（
読
む
）
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
赤
痢
も
、
い
わ
ゆ
る

應
琴
爪
悦
偽
）
組
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
全
面
的
な
肯
定

も
し
な
い
。
菊
池
の
指
摘
は
偏
狭
に
過
ぎ
る
し
、
井
川
の
述
懐
の
言
葉
は
唾

味
と
藷
え
ば
書
え
る
。
た
だ
、
馬
琴
（
偲
偽
）
説
を
尊
貴
す
る
あ
ま
り
に
、

二
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素
朴
に
席
琴
の
物
綿
と
し
て
（
読
む
）
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
周

琴
（
仇
偽
）
的
な
（
読
み
）
が
優
位
で
あ
る
か
の
よ
う
な
現
状
は
訂
j
E
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
述
べ
て
お
き
た
い
。
『
戯
作
三
昧
』
が
、
「
彼

の
創
作
的
吾
白
で
な
く
し
て
何
で
あ
ろ
う
」
　
と
ま
で
、
断
言
さ
れ
る
の
は

『
戯
作
三
昧
』
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
に
関
越
が
あ
る
よ
う
だ
。
締
約
風
に

言
え
ば
、
作
＝
冊
の
内
実
の
脆
弱
き
に
由
来
し
て
い
る
。
か
つ
て
漱
石
が
逮
皆

に
対
し
て
激
賞
し
た
芥
川
の
作
品
の
持
つ
美
点
は
こ
と
ご
と
く
、
＝
戯
作
三

味
』
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
穿
う
た
み
か
た
を
す
れ

ば
、
僻
地
は
、
『
戯
作
三
昧
帖
を
作
品
　
（
小
机
）
　
と
し
て
は
、
高
く
は
評
価

で
き
な
か
っ
た
為
に
、
既
述
し
た
よ
う
な
評
価
し
か
す
え
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
け
　
あ
る
い
は
、
作
家
と
し
て
誰
も
が
持
っ
て
い
る
間
絹
を

芥
川
が
代
介
し
た
こ
と
に
対
す
る
贅
辞
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
か
く
我
々

は
菊
池
の
指
摘
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
『
戯
作
三
昧
』
を
摘
み
絞
る
危
険
性

に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
菊
池
の
『
戯
作
三
昧
』
と
い
う
作
品
の
入
坑
み
方
）

は
、
我
々
に
容
易
に
『
戯
作
三
昧
』
　
の
解
釈
の
方
法
を
示
し
て
は
く
れ
る
の

だ
が
、
同
時
に
平
板
な
理
解
に
と
ど
め
て
し
ま
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

次
に
芥
川
自
身
の
言
葉
を
も
う
」
　
つ
見
て
み
た
い
。
井
川
は
『
戯
作
三
昧
』

執
筆
時
　
（
大
正
六
咋
上
月
）
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
、
次
の
よ
う
な
事
を

述
べ
て
い
る
。

私
は
至
極
月
並
に
、
「
薄
き
た
い
か
ら
青
く
」
　
と
い
う
答
を
し
ま
す
。

二
八
亘

…

（

中

嶋

）

…

現

に

今

私

が

背

い

て

い

る

小

説

で

も

、

正

に

判

然

と

背

き

た

い

か

ら

番

い

て

い

ま

す

。

…

（

中

嶋

）

…

私

の

頑

の

中

に

何

か

混

沌

た

る

も

の

が

あ

っ

て

、

そ

れ

が

は

っ

き

り

し

し

し

た

形

を

と

り

た

が

る

の

で

す

。

そ

う

し

て

そ

れ

は

又

、

は

っ

き

り

し

た

形

を

と

る

事

そ

れ

I

T

1

身

の

中

に

目

的

を

持

っ

て

い

る

の

で

す

。

こ

れ

は

お

そ

ち

く

り

戯

作

三

昧

』

に

轡

り

ず

、

ど

の

作

品

に

も

言

え

る

言

説

で

あ

ろ

う

が

、

『

戯

作

三

昧

』

に

つ

い

て

諾

え

ば

、

「

何

か

混

沌

た

る

も

の

」

と

は

芸

術

家

の

在

り

方

の

事

で

あ

ろ

う

。

『

戯

作

三

味

』

で

は

、

芸

術

壕

が

日

常

生

活

の

中

で

直

面

す

る

事

が

其

体

的

に

描

か

れ

て

い

る

。

．

す

で

に

見

た

よ

う

に

、

作

品

の

筋

だ

け

し

か

興

味

の

な

い

愛

続

瀬

、

独

浮

的

な

批

評

家

的

読

潜

、

芸

術

を

営

利

目

的

化

す

る

吾

紺

、

そ

し

て

橘

琴

の

妻

で

あ

っ

た

け

芥

川

は

ま

ず

芸

術

に

対

し

て

無

理

解

な

人

々

を

描

い

た

。

「

は

っ

き

り

と

し

た

形

」

で

捕

出

し

て

見

せ

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

彼

ら

と

必

死

に

戦

う

鴻

琴

の

姿

を

描

い

た

。

渡

辺

華

山

だ

け

が

周

琴

の

心

を

平

静

に

し

て

い

る

。

こ

こ

に

芸

術

家

は

芸

術

家

に

し

か

埋

解

さ

れ

な

い

、

と

い

う

芥

川

の

総

縄

が

煩

え

よ

う

。

芥

川

は

腐

琴

を

か

な

り

偏

狭

な

人

間

に

し

た

。

日

韓

心

が

強

く

、

と

か

く

衆

人

を

下

等

祝

す

る

璃

琴

の

そ

れ

で

あ

る

。

彼

は

、

こ

の

自

然

と

対

照

さ

せ

て

、

今

更

の

よ

う

に

世

間

の

F

等

さ

を

思

い

出

し

た

。

鳶

琴

が

世

間

の

人

々

よ

り

も

自

分

を

優

位

に

置

く

客

観

的

根

拠

は

何

も

な



い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
芸
術
を
自
己
と
同
じ
よ
う
な
理
解
を
示
さ
な
い
人
物

に
対
し
て
は
俗
物
扱
い
す
る
。
多
く
の
戯
作
者
の
う
ち
、
唯
一
人
戯
作
者
と

呼
ば
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
の
は
周
琴
で
あ
っ
た
こ
と
は
多
く
の
専
門
家
の
指

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
リ
ゴ
リ
ス
ト
属
琴
と
芥
川
と
の
出
会
い

は
偶
然
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
好
氏
は
、
従
来
の
指
摘
で
あ
る
腐
琴
へ
の

芥
川
の
尊
敬
、
あ
る
い
は
．
一
人
の
家
腱
や
芸
術
家
と
し
て
の
共
通
性
な
ど
を

排
除
し
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
。

溌
之
介
に
と
っ
て
、
鳶
琴
は
も
と
も
と
芸
術
家
と
し
て
北
ハ
感
を
通
じ
あ

う
対
象
で
は
な
く
、
「
馬
琴
日
記
抄
」
　
と
い
う
便
利
な
羞
材
に
さ
そ
わ

れ
て
、
「
戯
作
三
昧
」
　
を
構
想
し
た
と
い
う
の
が
事
実
だ
ろ
う
。
旭

一
二
好
氏
は
　
「
鳶
琴
日
記
紗
L
 
l
属
琴
l
『
戯
作
三
味
帖
、
と
い
う
創
作
過

程
を
想
定
し
て
い
る
。
た
し
か
に
芥
川
は
馬
琴
に
つ
い
て
の
言
及
は
意
外
に

少
な
い
。
先
に
引
用
し
た
『
澄
江
蛍
雑
記
』
と
『
小
説
を
背
き
出
し
た
の
は

友
人
の
煽
動
に
負
う
所
が
多
い
』
　
（
大
i
I
三
八
咋
）
だ
け
で
あ
る
。
後
者
で
は
、

少
年
の
頃
の
一
変
抗
薄
と
し
て
属
琴
　
（
『
八
犬
伝
』
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
三
好
氏
の
指
摘
は
、
芥
川
と
鴻
琴
を
ご
く
淡
自
な
関
係
と
見

な
し
た
点
で
は
辻
横
が
人
目
つ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
三
好
氏
も
ま
た
『
戯

作
三
昧
帖
は
、
属
琴
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
浮
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
従
来
の
説
を
採
っ
て
い
る
用
。
そ
う
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

芥
川
に
と
っ
て
鳩
琴
を
拙
く
こ
と
の
必
然
性
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
偽
偽
」
　
に
必
然
性
を
執
拗
に
求
め
る
こ
と
に
、
ど
れ
程
の
意
味
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
　
「
悦
偽
」
　
説
を
ほ
ぼ
躇
鶴
し
っ
つ
、
馬
琴
に
必
然
性
を

求
め
な
い
点
に
お
い
て
は
三
好
氏
の
輪
埋
は
正
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
は
、
な
ぜ
芥
川
は
『
戯
作
三
味
帖
を
啓
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

芥
川
は
大
正
六
埠
に
『
倫
盗
』
　
を
背
い
て
い
る
。
『
倫
盗
帖
　
は
い
わ
ば

『
群
生
門
帖
　
の
ド
人
の
（
そ
れ
か
ら
）
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
い
わ
ゆ
る
（
平
安
別
物
）
か
ら
の
脱
皮
が
企
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

し
か
し
結
果
は
、
「
熱
の
あ
る
時
天
井
の
木
目
が
大
理
石
の
よ
う
に
見
え
た

が
今
は
や
っ
ぱ
り
唯
木
目
に
し
か
見
え
な
い
¶
愉
盗
』
を
浮
く
前
と
背
い
た

後
で
は
そ
の
佗
な
差
」
が
あ
り
、
．
「
一
体
僕
が
あ
ま
り
様
な
事
の
出
来
る
人

間
し
　
（
大
正
六
咋
三
月
二
「
九
日
・
松
岡
諌
宛
書
簡
）
　
で
は
な
い
と
芥
川
は

書
い
て
い
る
。
「
様
な
事
」
　
と
い
う
言
葉
が
新
境
地
開
拓
の
企
図
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
芥
川
自
ら
　
「
安
い
絵
草
紙
」
　
（
岡
）
　
と
再
い
た
よ
う
に
企
図
は
失

敗
し
た
。
し
か
し
、
芥
川
は
再
度
新
し
い
企
図
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
彼
は

芸
術
家
と
し
て
の
自
己
の
創
作
態
度
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の

こ
と
を
作
品
と
い
う
虚
構
の
世
界
で
言
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
芥
川
に

と
っ
て
の
『
戯
作
三
味
』
　
の
持
つ
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芸
術
家
と
し

て
の
璃
琴
の
内
面
が
変
化
し
よ
う
か
と
す
る
よ
う
な
過
程
を
丑
念
に
描
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
創
作
態
度
の
変
化
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
意
識
で
は
あ
る
が
席
琴
の
変
化
の
撒
候
は
、
芥
川
の

一

一

l

U

　

一

一

一
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意
識
的
な
そ
れ
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
い
る
、
と
酌
み
取
っ
て
も
よ
い
の
で
な
い

か
。『

澄
江
堂
雑
記
』
　
（
大
正
七
隼
～
十
三
年
）
　
で
、
芥
川
は
　
「
僕
は
曲
亭
馬

琴
さ
え
も
彼
の
勧
善
懲
感
主
義
を
倍
し
て
い
な
か
っ
た
」
　
と
断
言
し
て
い
る
。

『
戯
作
三
昧
』
執
筆
後
の
吉
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
親
は
、
当
時
の
席
琴
観
、

坪
内
道
連
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
見
解
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
芥

川
が
馬
琴
に
関
し
て
時
に
専
門
的
な
知
識
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
根

拠
を
も
た
な
い
私
見
で
あ
ろ
う
。
『
戯
作
三
昧
』
で
は
、
「
先
王
の
道
」
　
を

倍
じ
て
い
る
馬
琴
を
芥
川
は
描
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
信
仰
が
か
す
か
に
動

揺
す
る
姿
を
も
描
い
た
。
『
澄
江
堂
雑
記
』
で
は
芥
川
は
断
一
言
し
切
っ
た
。

こ
の
時
、
芥
川
の
内
部
で
は
（
道
徳
）
と
（
芸
術
）
と
の
問
題
は
一
応
の
締

約
が
出
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
解
決
と
言
う
べ
き
も
の
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
芥
川
は
こ
う
し
た
関
越
を
回
避
し
た

か
ら
で
あ
り
、
（
芸
術
）
に
お
け
る
（
道
徳
）
の
問
鰯
は
深
刻
に
芥
川
に
は

生
起
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

『
或
日
の
大
石
内
蔵
助
』
　
（
木
正
六
咋
八
月
）
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
で

閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
か
す
か
な
梅
の
句
に
つ
れ
て
、
冴
返
る
心
の
底
へ
し
み
透
っ
て
来

る
寂
し
さ
は
、
こ
の
云
い
よ
う
の
な
い
寂
し
さ
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
来

る
の
で
あ
ろ
う
。
－
　
内
蔵
助
は
、
骨
空
に
象
轍
を
し
た
よ
う
な
、
堅

．
．
言
）
　
丘

く
冷
い
花
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
才
ん
で
い
た
。

内
蔵
助
は
　
「
復
啓
の
挙
」
　
を
　
「
道
徳
上
の
要
求
と
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
一

致
す
る
よ
う
な
形
式
で
成
就
し
た
し
　
に
も
か
か
わ
ら
す
、
彼
の
心
は
（
不
愉

快
）
な
の
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
「
江
戸
中
で
仇
計
の
真
似
事
が
流
行
る
」

と
い
う
噂
を
伝
聞
す
る
毎
に
強
く
な
る
。
大
偉
業
を
完
遂
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
彼
は
（
空
虚
）
な
の
で
あ
る
。
世
間
が
彼
の
行
為
を
賛
美
す
れ
ば
す

る
程
に
（
不
安
）
感
は
増
嘱
さ
れ
る
。
披
だ
け
が
孤
独
な
の
で
あ
る
。
彼
の

「
忠
義
」
　
が
　
「
江
戸
の
町
人
」
　
に
　
「
賛
美
し
　
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
か
つ
て

味
わ
っ
た
　
「
安
ら
か
な
満
足
の
惜
し
　
は
、
す
で
に
彼
の
胸
中
に
は
な
い
。

「
寂
し
さ
は
、
l
体
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
」
　
と
い
う
感
慨
が
彼
を
不

安
に
し
て
い
る
。
「
道
博
士
の
要
求
」
　
を
　
「
成
就
し
た
」
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
彼
を
鶴
っ
た
も
の
が
、
（
空
虚
）
感
で
あ
っ
た
こ
と

は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
内
蔵
助
は
（
空
虚
）
感
を
埋
め
る
術
を
知
ら
ず
、

「
才
」
　
む
し
か
な
か
っ
た
。
が
、
『
戯
作
三
昧
』
　
の
馬
琴
は
　
「
寂
滅
の
意
識
」

を
（
青
く
）
と
い
う
行
為
で
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
祖
述
し
か

で
き
な
い
が
、
内
蔵
助
も
属
琴
も
　
「
道
徳
L
の
要
求
」
　
や
　
「
先
王
の
道
」
　
な

ど
と
い
う
も
の
に
対
し
て
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
人
間
な
の
で

あ
る
。
彼
ら
に
は
無
意
識
神
に
逸
脱
願
望
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に

『
或
H
の
大
石
内
蔵
助
』
か
ら
『
戯
作
三
昧
』
　
へ
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。

『
戯
作
三
昧
』
は
、
「
寂
し
さ
」
　
を
た
た
え
て
　
「
才
ん
で
し
　
い
る
内
蔵
助



の
姿
を
描
い
て
閉
じ
ら
れ
る
『
或
日
の
大
石
内
蔵
助
』
の
世
界
か
ら
開
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
空
虚
）
感
と
い
う
バ
ト
ン
は
、
内
蔵
助
か
ら
應
琴

へ
確
実
に
手
渡
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ご
一

芥
川
は
も
う
一
人
の
芸
術
家
を
描
い
て
み
せ
た
。
＝
地
獄
変
』
　
（
人
目
三
七

年
五
月
）
　
の
良
秀
で
あ
る
。
『
戯
作
三
昧
』
執
筆
か
ら
一
年
に
も
満
た
な
い

時
期
に
『
地
獄
変
』
は
番
か
れ
て
い
る
。
『
戯
作
三
昧
』
は
芥
川
自
身
述
べ

た
よ
う
に
　
「
頭
の
申
」
　
に
あ
る
　
「
何
か
混
沌
た
る
も
の
」
　
を
具
体
化
し
て
み

せ
た
作
品
で
あ
っ
た
管
だ
。
『
戯
作
三
味
』
に
は
あ
の
『
愉
盗
』
に
見
ら
れ

た
激
越
な
芥
川
の
不
満
の
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
し
、
好
評
で
も
あ
っ
た
よ
う

だ
。

『
地
獄
変
』
の
艮
秀
は
自
ら
の
死
と
引
き
換
え
に
芸
術
作
品
の
完
成
を
達

成
し
た
芸
術
家
で
あ
る
。
良
秀
は
馬
琴
が
嫌
感
す
る
現
実
社
会
を
持
た
な
か

っ
た
。
自
ら
の
意
思
で
そ
れ
を
断
っ
た
。
だ
が
、
馬
琴
に
は
（
人
生
）
は
絶

え
ず
つ
き
ま
と
う
。
（
人
生
）
と
（
「
人
生
L
 
V
と
の
相
互
往
適
的
行
為
が

続
く
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
鴻
琴
は
幸
福
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
根

本
的
解
決
は
為
さ
れ
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
艮
秀
に
は
　
「
芸
術
家
の
勝

利
－
不
幸
な
勝
利
し
　
脚
が
あ
っ
た
が
、
鳩
琴
に
は
そ
れ
は
起
こ
り
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
既
述
し
た
よ
う
に
後
咋
、
芥
川
は
友
人
（
渡
辺
）
　
に
『
戯
作
三
味
』

の
意
図
を
繕
っ
て
い
る
。
芥
川
の
　
「
心
も
ち
」
　
は
馬
琴
の
言
動
に
形
象
化
さ

れ
て
い
る
。
「
心
も
ち
」
　
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
は
あ
る
が
、
馬
琴
が
艮

秀
の
よ
う
な
芸
術
家
で
な
か
っ
た
の
は
、
芥
川
の
芸
術
観
が
そ
う
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
『
戯
作
三
味
』
執
筆
時
の
彼
の
芸
術
観
は
、
ま
だ
そ
の
端
緒
に
つ

い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
日
朝
伸
一
∴
味
帖
で
は
、
彼
を
と

り
ま
い
て
い
る
創
作
に
関
す
る
諮
問
蔦
を
と
り
あ
え
ず
緊
急
に
提
出
し
た
、

と
い
う
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
撒
鉦
で
は
あ
る
が
、
先
に
引
用
し

た
書
簡
　
（
渡
辺
宛
）
　
に
は
次
の
よ
う
な
青
葉
も
見
ら
れ
る
。

現
在
の
供
は
短
歌
も
俳
句
も
男
児
．
生
の
事
業
と
す
る
に
足
ら
ぬ
も
の

と
は
思
い
居
ら
ず

r
渡
辺
庫
相
」
　
の
背
筋
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

芥
川
は
弁
解
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
馬
琴
は
　
「
短
歌
も
俳
句
」
　
を
軽
祝

し
た
が
、
お
そ
ら
く
　
「
渡
辺
庫
紺
」
　
は
そ
の
点
を
芥
川
に
尋
ね
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
回
答
と
し
て
、
『
戯
作
三
味
』
で
の
見
解
を
芥
川
は
撤
回
し
て
い

る
。
周
琴
が
（
不
快
）
を
感
じ
る
出
来
事
の
大
部
分
は
、
『
戯
作
三
昧
』
執

筆
繭
に
実
際
に
こ
芥
川
の
身
辺
に
起
っ
た
畢
そ
の
ま
ま
で
あ
る
け
彼
は
素
直
に

ス
ト
レ
ー
ト
に
間
融
点
を
提
出
し
て
い
る
。
「
虜
琴
に
仮
り
た
」
　
と
い
う
形

式
で
あ
る
限
り
、
晩
年
の
芥
川
に
み
ら
れ
る
深
刻
な
（
蛇
口
自
）
と
同
じ
程
度

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

三
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こ
の
よ
う
に
芥
川
自
身
ま
で
も
が
、
『
戯
作
三
味
帖
は
鳶
琴
を
描
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
作
品
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
芥

川
に
近
し
い
人
々
も
自
倍
を
持
っ
て
、
周
琴
「
鴨
鍋
」
　
説
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
作
者
＝
主
人
公
と
い
う
（
読
み
）
は
、
挿
話
だ
が
『
賊
作
。
一
味
帖

で
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
針
ま
い
C
こ
れ
も
・
つ
の
人
絹
み
）
で
あ
る
。
し

か
し
、
菊
池
の
指
摘
は
、
新
聞
連
載
小
説
の
締
着
に
と
っ
て
は
何
ら
の
影
響

も
及
ぼ
さ
な
い
け
彼
ら
に
と
っ
て
芥
川
の
苦
悩
な
ど
何
ら
の
興
味
を
喚
起
す

る
も
の
で
は
な
く
、
素
直
に
江
戸
時
代
に
生
き
る
周
琴
の
生
活
を
知
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
う
し
た
健
全
な
（
誼
み
）
が
一
方
で
は
確
実
に
あ
る
。
菊
池
の

よ
う
な
（
統
み
）
が
吋
能
な
の
は
、
馬
琴
が
江
一
P
時
代
の
芸
術
家
で
あ
る
に

は
、
若
半
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
『
戯
作
三
味
帖

の
馬
琴
が
、
完
璧
な
江
戸
時
代
の
芸
術
家
で
も
、
完
璧
な
現
代
の
芸
術
家
で

も
な
い
、
と
い
う
中
途
半
端
さ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
申
途
半
端
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
『
戯
作
三
昧
h
　
の
馬
琴
が
辿
り

つ
い
た
地
点
に
酷
似
し
た
地
点
か
ら
、
『
地
獄
変
』
　
の
世
界
は
開
示
さ
れ
て

い
る
。
‖
地
獄
変
』
に
は
（
踊
り
手
）
が
登
場
し
て
い
る
の
は
、
芥
川
が
作

品
世
界
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
く
こ
と
を
膚
回
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
芥

川
は
作
品
に
対
し
て
虎
杖
を
回
避
で
き
る
位
置
に
自
己
を
撞
い
た
の
で
あ
る
。

自
己
を
作
品
世
界
か
ら
無
農
任
な
位
置
に
置
き
つ
つ
、
作
品
の
時
代
設
定
や

歴
史
上
の
実
在
人
物
で
あ
る
と
い
う
芸
術
家
應
琴
の
限
界
を
打
破
す
る
も
の

・

二

・

・

　

あ

・

l

、

「
ト
r

と
し
て
の
『
地
獄
変
』
が
再
か
れ
た
の
で
あ
る
。
‖
戯
作
三
昧
』
に
は
（
滴

り
手
）
だ
と
明
確
に
断
言
で
き
る
人
物
は
な
く
、
お
そ
ら
く
作
潜
で
あ
ろ
う

と
想
像
で
き
る
よ
う
な
人
物
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
『
戯
作
三
昧
』

と
芥
川
と
の
間
隙
が
少
な
く
、
葡
異
な
言
い
方
だ
が
艮
秀
に
く
ら
べ
る
と
鳶

琴
は
日
常
的
存
在
感
が
あ
る
。
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
鋭
い
関
頭
提
示
も
な

く
、
し
た
が
っ
て
解
決
も
為
さ
れ
て
い
な
い
。
菊
池
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な

「
悦
悔
し
　
で
も
な
け
れ
ば
、
芥
川
自
身
が
述
べ
た
よ
う
な
　
「
仮
り
」
　
も
の
で

も
な
い
。
歴
史
上
の
実
在
人
物
で
あ
り
、
人
々
の
紀
憶
に
も
決
し
て
古
く
は

な
い
人
間
が
、
完
璧
な
　
「
伐
積
し
　
な
ど
に
な
り
よ
う
が
な
い
で
の
で
は
な
い

か
。
た
ま
た
ま
　
「
便
利
な
素
材
に
さ
そ
わ
れ
て
」
　
吾
か
れ
た
『
戯
作
三
昧
帖

は
、
こ
の
点
に
冊
し
て
は
井
川
の
意
図
を
「
分
に
は
反
映
し
得
て
い
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
芥
川
に
『
鴻
琴
日
紀
紗
』
　
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ

る
限
り
、
『
戯
作
三
味
』
執
筆
に
際
し
て
そ
れ
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ

間
違
い
あ
る
ま
い
脚
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
完
7
茸
物
詭
』
や
『
宇
治
拾

漣
物
語
』
な
ど
の
部
分
的
な
楷
用
と
は
過
っ
て
、
虚
構
の
自
由
が
か
な
り
束

縛
さ
れ
、
作
者
の
患
者
は
お
の
ず
と
限
定
さ
れ
て
い
る
。

僕
は
悲
観
し
て
い
る
ど
う
し
て
も
或
と
こ
ろ
よ
り
先
へ
は
い
れ
な
い
の

だ
頭
も
は
い
れ
な
い
し
文
章
も
は
い
れ
な
い
の
だ

（
大
正
六
咋
上
月
「
二
日
・
松
岡
諏
宛
番
簡
）

こ
の
　
「
悲
観
」
　
は
、
お
そ
ら
く
『
戯
作
三
昧
』
執
筆
以
前
に
は
体
験
し
な
か



っ
た
様
相
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
『
周
琴
日
記
紗
』
　
に
呪
縛
さ
れ
て

い
る
芥
川
の
苦
闘
が
矯
え
る
。
芥
川
は
、
冒
頭
で
　
「
天
保
二
年
九
月
の
あ
る

年
前
」
　
に
属
琴
を
　
「
銭
潟
」
　
に
赴
か
せ
て
、
蔑
識
的
に
歴
史
的
事
実
そ
の
ま

ま
の
腐
琴
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
試
み
る
が
、
『
戯
作
三
昧
』
　
で
そ
れ
が
為
さ

れ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
逆
に
『
戯
作
三
昧
』
が
芥
川

の
芸
術
家
の
あ
り
様
の
吐
館
は
か
な
り
噴
昧
と
な
り
、
馬
琴
の
物
語
と
し
て

の
・
作
品
と
な
り
持
た
の
で
は
な
い
か
。
膚
琴
は
決
し
て
　
「
恍
偽
」
　
と
し
て
の

役
割
に
徹
し
切
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
新
聞
連
載
小
説
と
し
て

の
『
戯
作
三
昧
』
が
好
評
で
あ
っ
た
の
は
、
井
川
の
　
「
創
作
的
吾
目
し
　
で
は

な
く
鷹
琴
の
姿
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
」
艇
の
前
者
に
と
っ
て
は
芥
川
の

抱
え
て
い
る
間
再
に
は
何
ら
興
味
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
知
る
1
1
1
も
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
恍
惚
た
る
悲
牝
の
感
激
」
　
の
瞬
間
を
体
験
し
た
馬
琴
が
、
「
先
※
の
迫
」

を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
先
王
の
道
」
　
は
作
品
の
内
容
に
関
わ
る
も
の

で
あ
り
、
「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
　
は
作
者
の
創
作
行
為
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
。
　
「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
　
が
真
に
対
暗
す
る
の
は
、
周
琴
の

「
寂
滅
の
意
識
」
　
で
あ
る
。
「
寂
滅
の
意
識
」
　
を
馬
琴
に
も
ら
し
た
原
因
の

一
つ
に
　
「
生
活
に
疲
れ
て
い
る
」
事
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
芸
術
に
対

す
る
無
知
な
現
実
社
会
と
対
時
し
て
い
る
と
も
一
諾
え
る
。
ゆ
え
に
鳶
琴
と

「
先
王
の
道
」
　
と
の
関
係
は
、
『
戯
作
三
昧
』
　
に
お
い
て
は
根
本
的
な
解
決

は
為
さ
れ
て
い
な
い
。
「
先
王
の
遵
」
　
を
一
時
的
に
凌
解
す
る
も
の
し
て
の

「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
体
験
が
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
芥
川
は
『
戯
作
三
昧
』
で
橘
琴
に
付
与
で
き
る
も
の
の
限
界
を
知
悉
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
（
芸
術
）
と
（
遺
徳
）
と
の
関
係
の
解
決
は
『
戯
作
三

昧
』
で
は
為
さ
れ
な
い
l
I
　
し
か
し
、
そ
の
解
決
が
『
地
獄
変
帖
　
で
為
さ
れ
た

と
い
う
の
で
は
な
い
。
『
地
獄
変
』
は
（
芸
術
）
と
（
遺
徳
）
と
の
関
係
と

は
無
線
の
世
界
の
物
語
で
あ
る
。
芥
川
は
（
滴
り
手
）
と
い
う
手
法
を
獲
得

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
へ
虚
構
）
と
い
う
形
式
を
最
大
限
に
活
用
し
た
。
（
語

り
手
）
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
甘
川
は
そ
の
作
品
に
対
し
て
傍
観
者

的
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
¶
地
獄
変
＝
は

成
立
し
得
て
い
る
物
納
で
あ
る
。
良
秀
も
ま
た
　
「
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
」

の
境
地
に
至
る
の
だ
が
、
馬
琴
の
　
「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
　
体
験
と
重
ね

合
わ
せ
て
、
『
戯
作
三
昧
』
か
ら
『
地
獄
変
帖
　
へ
の
慮
緑
的
通
路
を
想
定
す

る
こ
と
は
早
計
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
読
者
）
は
二
作
品
に
慮
外
に
大
き

な
懸
隔
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
良
秀
に
と
っ
て
（
人
生
）

は
彼
の
娘
だ
け
で
あ
る
。
彼
女
　
（
人
生
）
　
を
（
人
生
）
の
　
「
残
津
」
　
と
し
て

葬
り
去
り
、
芸
術
創
造
行
為
に
よ
っ
て
（
「
人
生
L
 
V
を
拝
持
し
た
芸
術
家

と
し
て
の
艮
秀
と
、
瞬
時
の
　
「
三
昧
」
境
を
体
験
す
る
鳶
琴
と
の
懸
隔
で
あ

る
。
ゆ
え
に
　
『
戯
作
三
昧
h
　
の
世
界
を
さ
ら
に
押
し
進
め
た
結
果
と
し
て

『
地
獄
変
』
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
芥
川
の
内
部
の
患
者
的
な
論
理
の
（
飛

．
二
三
　
首
一



臓
）
が
為
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
『
地
獄
変
帖
の
世
界
は
威
ム
接
し
た
の
で
あ

る
。何

語
に
な
る
が
、
『
戯
作
三
昧
』
は
新
開
連
載
小
説
で
あ
る
。
作
者
は
、

文
芸
雑
結
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
不
特
定
多
数
の
（
前
者
）
を
想
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
菊
池
の
発
語
は
い
わ
ば
芥
川
の
身
内
の
潜
で
あ
り
一
、
」
般

の
（
前
者
）
は
馬
琴
の
物
語
と
し
て
健
全
に
『
戯
作
三
昧
』
を
抗
む
。
た
し

か
に
『
戯
作
三
昧
』
は
　
「
八
犬
伝
の
作
家
に
つ
い
て
の
独
創
的
な
解
釈
で
も

な
け
れ
ば
、
忠
実
な
門
像
画
で
も
な
い
」
　
川
作
品
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、

璃
琴
を
拓
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
　
そ
し
て
同
時
に
、
周
琴
の
背
後
に

芥
川
の
姿
が
確
実
に
見
え
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
『
地
獄
変
』
で
は
（
滴

り
手
）
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
繁
を
隠
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
け

（
語
り
手
）
の
設
宛
は
（
前
者
）
に
作
品
惟
界
へ
の
想
像
を
拡
大
さ
せ
る
よ

う
に
み
え
る
が
、
『
地
獄
変
』
　
の
場
合
は
あ
ら
か
じ
め
予
定
さ
れ
て
い
る
運

命
を
辿
る
芸
術
家
の
姿
を
な
ぞ
る
こ
と
を
（
試
着
）
は
強
要
さ
れ
る
。
そ
れ

に
比
し
て
、
『
戯
作
三
昧
』
で
は
馬
琴
の
才
能
を
疑
う
こ
と
も
、
あ
る
い
は

「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
　
体
験
さ
え
疑
う
こ
と
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な

い
と
い
う
噴
味
な
自
由
が
あ
る
。
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
作
品

に
対
し
て
（
読
者
）
が
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
愉
し
み
を
与
え
た
の
が

『
戯
作
三
昧
』
で
は
な
か
っ
た
か
。
同
時
に
、
芥
川
の
企
み
は
自
己
の
芸
術

の
新
境
地
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
意
思
表
明
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

．
・
．
川
　
洋

『
戯
作
三
味
』
は
馬
琴
の
物
語
と
し
て
の
（
続
み
）
と
芥
川
と
い
う
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
中
に
置
い
て
（
抗
む
）
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

目
的
を
完
遂
し
た
後
の
洞
見
感
に
永
く
浸
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
1
i

内
蔵
助
の
姿
は
、
芥
川
の
自
画
像
で
あ
う
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
漱
石
の
激

賞
に
よ
っ
て
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
芥
川
で
は
あ
っ
た
が
、
や
が
て

作
品
の
停
滞
を
臓
し
く
感
じ
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
『
紺

生
門
＝
や
『
鼻
帖
的
な
ス
タ
イ
ル
か
ら
の
脱
出
が
企
図
さ
れ
た
。
し
か
し
、

『
愉
盗
』
の
失
敗
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
厳
し
い
現
実
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
芥

川
の
（
空
虚
）
感
で
あ
る
∵
本
石
内
戚
助
の
姿
と
芥
川
と
は
登
な
う
て
い
る
。

同
じ
く
、
H
戯
作
一
言
禁
　
の
属
琴
に
は
　
「
H
先
王
の
迫
t
1
．
1
　
の
芸
術
的
衣
睨
」

と
し
て
の
創
作
態
度
に
対
す
る
自
己
点
検
の
結
果
と
し
て
の
（
不
安
）
、
こ

れ
も
芥
川
の
（
不
安
）
と
読
み
替
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
（
な
ぜ
薄
く
か
）

と
い
う
問
い
に
　
「
背
き
た
い
か
ら
薄
く
」
　
と
『
戯
作
三
昧
』
執
筆
時
に
芥
川

は
答
え
た
．
，
そ
れ
が
暫
定
的
な
回
答
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
地
獄
変
』
の
執

筆
が
何
よ
り
も
雄
弁
に
繕
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

（
書
く
）
と
い
う
行
為
の
向
こ
う
側
に
あ
る
も
の
を
希
求
し
続
け
る
こ
と
が

芥
川
の
内
部
で
本
格
的
に
始
動
し
始
め
る
。

た
だ
、
『
地
獄
変
帖
も
含
め
て
、
『
戯
作
三
味
』
執
筆
時
の
、
芥
川
が
ま

だ
（
芸
術
）
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
幸
福
な
時
期
に
許
か
れ
た
作
品
で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



紋日
　
三
好
行
雄
　
「
あ
る
芸
術
査
－
二
主
為
し
　
初
出
不
評
。

（
筑
摩
杏
房
二
九
七
六
年
九
月
三
上
‖
）
　
所
収
、

也
　
菊
池
寛
「
芥
川
龍
之
介
に
与
ふ
る
香
し
　
（
「
新
潮
」

月
号
）
。

畑
　
紋
日
に
同
じ
。

『
芥
川
龍
之
介
輸
』

二
五
庄
。

．

　

し

一

　

°

．

ヽ

一

ト

一

．

　

－

ノ

・

ノ

イ

・

周
　
三
好
行
雄
、
前
掲
書
、
一
二
一
五
。

個
　
宮
本
療
治
「
敗
北
の
文
学
」
　
（
「
改
造
」
・
一
九
二
九
年
八
月
号
）
。

『
芥
川
報
之
介
全
集
別
巻
』
　
（
筑
靡
酋
房
二
九
七
一
年
「
」
月
五
日
）

所
収
、
九
十
三
東
。

鵬
　
『
澄
江
蛍
雑
記
』
　
（
大
正
七
年
～
卜
三
隼
）
　
の
　
「
徳
川
末
期
の
文
芸
」

で
普
及
し
て
い
る
。

用
　
綻
刷
に
同
じ
。

三
五
二
見


