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1
 
は
じ
め
に
 
 

ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
『
お
菊
さ
ん
』
（
原
テ
キ
ス
ト
は
フ
ラ
ン
ス
語
）
 
は
一
八
八
七
年
一
二
月
フ
ィ
ガ
ロ
紙
に
掲
載
さ
れ
、
単
行
本
 
 

は
一
八
八
八
年
カ
ル
マ
ン
・
レ
ゲ
イ
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
日
本
語
訳
と
し
て
は
原
テ
キ
ス
ト
が
刊
行
さ
れ
て
ほ
ぼ
四
〇
年
後
の
一
 
 

（
1
】
 
 

九
二
九
年
の
野
上
富
一
郎
の
翻
訳
書
が
早
く
、
そ
の
後
に
根
岸
憲
三
訳
や
関
根
秀
雄
訳
な
ど
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
日
本
人
が
欧
米
の
外
国
人
が
日
本
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
を
い
か
に
気
に
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。
『
お
菊
 
 

（
ウ
ニ
 
 

さ
ん
』
は
フ
ラ
ン
ス
で
発
表
当
時
「
異
国
情
緒
の
絵
画
美
を
珍
重
さ
れ
、
欧
米
各
国
で
愛
読
」
 
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
 
 

に
お
け
る
読
者
の
関
心
と
高
評
を
博
し
た
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
か
ら
『
お
菊
さ
ん
』
は
小
説
家
ロ
チ
の
作
品
の
中
で
も
重
要
な
位
置
 
 

（
3
）
 
 

を
占
め
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
が
 
「
彼
の
読
者
サ
ー
ク
ル
を
拡
大
さ
せ
た
」
 
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
フ
 
 

ラ
ン
ス
音
楽
会
で
も
、
『
お
菊
さ
ん
』
の
オ
ペ
ラ
版
、
A
．
メ
サ
ジ
ャ
が
作
曲
し
た
オ
ペ
ラ
《
お
菊
さ
ん
》
が
一
八
九
三
年
に
上
演
さ
れ
、
 
 

そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
著
名
な
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
 
《
蝶
々
夫
人
》
 
の
原
作
が
『
お
菊
さ
ん
』
で
あ
る
こ
と
が
現
在
認
め
ら
れ
て
い
て
、
 
 

当
時
そ
の
類
似
性
が
評
判
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
い
っ
た
好
運
が
続
い
た
結
果
、
そ
れ
ら
が
相
乗
作
用
を
起
こ
し
、
『
お
菊
さ
ん
』
 
 

の
反
響
は
数
年
間
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
オ
ペ
ラ
の
素
材
と
な
っ
た
物
語
が
『
お
菊
さ
ん
』
に
収
め
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
長
 
 

崎
物
語
を
原
型
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
作
『
お
菊
さ
ん
』
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
あ
る
い
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
 
 

強
く
刺
激
し
た
。
『
お
菊
さ
ん
』
が
発
表
さ
れ
て
5
年
後
に
ロ
チ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
に
選
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
評
価
 
 

は
『
お
菊
さ
ん
』
の
創
作
と
は
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
高
い
評
判
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
『
お
菊
さ
ん
』
だ
が
、
し
か
し
、
日
本
で
は
そ
の
評
価
は
異
な
る
 
 

ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
『
お
菊
さ
ん
』
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
 
 

ー
一
八
八
七
年
フ
ラ
ン
ス
語
版
挿
絵
に
お
け
る
日
本
女
性
を
考
え
る
ー
 
 

カ
メ
レ
キ
 
 

】
ご
r
B
A
才
I
E
L
E
芥
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傾
向
を
見
せ
る
。
こ
の
作
品
は
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
日
本
文
化
や
日
本
人
に
対
す
る
蔑
視
と
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
日
本
 
 

で
の
評
価
は
フ
ラ
ン
ス
と
正
反
対
の
批
判
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
蔑
視
に
満
ち
た
日
本
描
写
に
関
し
て
は
ロ
 
 

チ
自
身
が
気
に
し
て
い
た
よ
う
で
、
「
読
者
が
独
り
『
お
菊
さ
ん
』
の
み
を
読
ん
で
私
を
責
め
ず
に
他
の
私
の
著
者
を
も
渉
猟
し
て
、
 
 

（
」
－
 
 

能
く
了
解
し
て
頂
き
た
い
」
 
と
弁
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
読
者
が
『
お
菊
さ
ん
』
だ
け
を
判
断
材
料
に
せ
ず
、
自
分
の
日
本
 
 

に
関
す
る
他
の
作
品
も
読
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
願
望
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
発
言
か
ら
い
っ
て
も
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
自
ら
の
 
 

日
本
文
化
へ
の
理
解
の
残
さ
を
意
織
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
日
本
人
の
識
者
も
敏
感
に
感
じ
た
よ
う
で
、
た
と
え
 
 

（
5
】
 
 

ば
「
日
本
人
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
こ
こ
ろ
よ
い
読
後
感
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
」
 
と
落
合
孝
幸
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
 
 

好
ま
し
い
外
国
人
の
日
本
観
と
し
て
 
「
愛
読
」
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
し
、
逆
に
厳
し
い
批
判
の
的
に
な
っ
た
。
寺
田
光
徳
も
同
様
 
 

の
判
断
を
下
し
、
日
本
人
に
は
「
苦
々
し
い
内
容
を
も
っ
た
小
説
」
だ
と
述
べ
、
さ
ら
に
 
「
お
菊
に
限
ら
ず
こ
の
小
説
中
で
の
日
本
 
 

人
に
対
す
る
描
写
の
仕
方
は
お
し
な
べ
て
批
判
的
で
、
最
初
の
物
売
り
や
芸
者
た
ち
と
の
出
会
い
か
ら
容
赦
な
く
「
猿
」
や
「
子
鼠
」
 
 

（
6
】
 
 

と
い
う
形
容
を
浴
び
せ
て
、
我
我
の
神
経
を
逆
撫
で
す
る
こ
と
が
多
い
」
 
と
作
品
に
お
け
る
日
本
人
の
措
写
に
強
い
違
和
感
を
お
ぼ
 
 

え
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
レ
イ
シ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
判
は
い
う
に
及
ば
ず
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
言
説
の
中
で
『
お
菊
さ
ん
』
を
と
ら
え
る
 
 

先
行
論
は
こ
の
小
説
の
性
格
か
ら
い
っ
て
当
然
な
学
的
傾
向
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
結
論
に
対
し
て
は
本
稿
も
肯
定
的
で
あ
り
、
こ
 
 

れ
ら
先
行
研
究
に
お
け
る
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
・
人
種
偏
見
な
ど
と
い
っ
た
解
釈
は
現
在
、
異
論
の
余
地
が
な
い
 
 

も
の
と
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
こ
の
興
味
深
い
異
文
化
間
の
差
異
の
認
識
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
ま
だ
汲
み
尽
せ
て
は
い
な
 
 

い
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
本
稿
の
筆
者
の
課
題
と
な
ろ
う
。
た
だ
現
在
の
本
稿
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
あ
ら
た
め
て
ロ
チ
の
『
お
菊
 
 

さ
ん
』
と
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
《
蝶
々
夫
人
》
〓
九
〇
四
年
）
 
を
比
較
し
て
単
純
に
い
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
、
寄
港
・
恋
愛
・
置
き
 
 

去
り
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
西
洋
の
異
人
種
間
恋
愛
渾
も
反
復
の
も
つ
課
題
で
あ
る
。
そ
の
刻
に
あ
る
も
 
 

の
を
本
稿
は
 
（
長
崎
物
語
）
 
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
現
地
を
訪
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
白
人
男
性
が
現
地
人
の
女
性
、
つ
ま
り
 
「
現
 
 

地
嚢
」
 
と
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
を
作
り
な
が
ら
、
本
国
の
命
令
に
よ
っ
て
現
地
妻
を
現
地
に
置
き
去
り
に
せ
ざ
る
え
な
く
な
る
 
 

と
い
う
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
・
レ
イ
シ
ズ
ム
の
特
徴
を
も
つ
異
人
種
間
恋
愛
諦
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
そ
の
ス
ト
 
 

ー
リ
ー
の
周
辺
の
課
題
に
関
心
を
も
ち
た
い
と
思
う
。
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し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
稿
は
、
こ
の
小
説
を
安
易
に
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
け
る
よ
り
も
、
こ
の
小
説
が
当
時
の
ヨ
 
 

ー
ロ
ッ
パ
の
い
か
な
る
思
潮
、
あ
る
い
は
作
者
の
経
歴
と
資
性
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
の
か
を
追
跡
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
 
 

稿
が
考
え
る
『
お
菊
さ
ん
』
の
背
景
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
『
お
菊
さ
ん
』
と
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
 
 

お
け
る
日
本
趣
味
（
ジ
ャ
ボ
l
言
ム
）
 
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
最
近
の
研
究
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
和
田
彰
夫
は
『
お
菊
 
 

（
7
）
 
 

さ
ん
』
の
中
に
ジ
ャ
ボ
：
ス
ム
の
影
響
が
随
所
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
 
 

と
結
び
つ
き
、
む
し
ろ
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
内
容
の
充
実
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
本
稿
が
こ
の
小
説
を
問
題
に
す
る
提
起
 
 

と
な
る
。
 
 
 

先
行
論
文
で
も
部
分
的
に
こ
の
小
説
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
の
影
響
関
係
が
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
影
響
は
実
は
先
行
研
究
 
 

が
考
え
る
以
上
に
、
こ
の
小
説
全
体
を
貫
く
ほ
ど
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
持
っ
た
背
景
と
本
稿
が
考
え
る
。
本
稿
は
そ
の
 
（
背
景
）
 
に
表
 
 

象
論
的
考
察
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
そ
の
際
、
先
行
研
究
で
は
無
視
さ
れ
て
き
た
一
八
八
八
年
刊
行
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
『
お
菊
さ
 
 

ん
』
の
挿
絵
の
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
挿
絵
が
こ
の
小
説
の
発
表
さ
れ
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
 
 

の
関
係
が
深
い
と
本
稿
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
小
説
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
の
相
互
交
渉
を
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
 
 

な
が
ろ
う
。
 
 
 

挿
絵
は
小
説
内
容
の
理
解
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
日
本
表
象
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
芸
術
作
品
に
お
け
 
 

る
自
然
描
写
の
重
要
性
、
と
り
わ
け
浮
世
絵
世
界
の
日
本
と
い
っ
た
当
時
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
同
意
に
、
逆
に
 
 

挿
絵
が
当
時
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
新
た
な
知
見
を
付
け
加
え
た
一
面
の
あ
る
こ
と
も
み
の
が
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ロ
チ
の
小
説
 
 

と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
挿
絵
の
分
析
は
欠
か
せ
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
日
本
に
お
け
る
先
行
研
究
は
挿
絵
の
 
 

入
っ
て
い
な
い
日
本
語
訳
『
お
菊
さ
ん
』
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
先
行
研
究
で
も
、
 
 

残
念
な
が
ら
、
挿
絵
の
分
析
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
論
稿
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ボ
l
言
ム
に
お
い
て
『
お
 
 

菊
さ
ん
』
の
提
供
し
た
日
本
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
挿
絵
が
果
た
し
た
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
影
響
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

2
 
フ
ラ
ン
ス
語
版
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
に
み
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
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フ
ラ
ン
ス
語
版
の
『
お
菊
さ
ん
』
に
挿
入
さ
れ
た
挿
絵
と
い
う
絵
画
資
料
か
ら
作
者
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
、
さ
ら
 
 

に
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
『
お
菊
さ
ん
』
成
立
の
問
題
を
考
え
る
必
要
性
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
挿
絵
か
ら
も
わ
 
 

か
る
よ
う
に
、
そ
の
挿
絵
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
深
く
関
係
し
て
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
 
（
た
だ
し
、
後
者
の
成
立
の
問
題
 
 

は
次
節
に
回
す
）
。
す
る
と
逆
に
考
え
て
、
作
家
ロ
チ
の
『
お
菊
さ
ん
』
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
流
行
の
中
で
日
本
に
 
 

対
す
る
好
奇
心
に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
関
を
背
景
に
し
て
挿
絵
の
映
像
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
す
 
 

る
こ
と
で
、
一
旦
サ
イ
ー
ド
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
て
彼
の
日
本
へ
の
好
奇
心
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
 
 

に
ま
た
『
お
菊
さ
ん
』
が
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
読
者
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
も
う
か
が
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
語
版
『
お
菊
さ
ん
』
は
全
頁
数
三
三
〇
頁
の
大
部
の
本
で
あ
り
、
そ
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
挿
絵
も
ー
九
八
枚
と
い
 
 

っ
た
膨
大
な
量
に
及
ん
で
い
る
。
作
品
の
挿
絵
の
担
当
者
は
来
日
経
験
の
な
か
っ
た
ロ
ッ
シ
と
ミ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
る
 
（
こ
の
二
人
の
 
 

画
家
に
つ
い
て
は
未
詳
）
 
が
、
こ
の
二
人
は
ロ
チ
が
長
崎
か
ら
持
ち
帰
っ
た
写
真
と
若
い
と
き
か
ら
絵
に
才
能
が
あ
っ
た
作
家
ロ
チ
 
 

の
日
本
で
措
い
た
ス
ケ
ッ
チ
を
辛
が
か
り
に
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
を
制
作
し
た
。
ロ
チ
が
日
本
か
ら
持
ち
帰
っ
た
写
真
は
日
本
人
 
 

写
真
家
の
祖
と
い
わ
れ
る
長
崎
の
上
野
彦
馬
（
一
八
三
八
～
一
九
〇
四
）
 
が
掃
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
真
が
実
際
の
日
本
 
 

を
見
た
経
験
の
な
か
っ
た
挿
絵
画
家
た
ち
の
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
制
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
重
要
な
資
料
と
な
っ
た
わ
け
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

水
彩
画
で
措
か
れ
た
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
全
体
に
つ
い
て
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
そ
の
中
に
明
ら
か
に
写
真
に
似
た
日
本
 
 

描
写
が
あ
る
点
で
あ
る
。
写
真
的
感
覚
を
与
え
る
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
日
本
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
も
 
 

規
定
し
て
い
る
。
写
真
と
い
う
一
九
世
紀
の
技
術
に
よ
っ
て
西
洋
に
も
た
ら
さ
れ
た
日
本
／
日
本
人
表
象
を
も
内
包
し
て
い
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
ま
な
ざ
し
の
も
つ
政
治
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
欧
の
白
人
男
性
 
 

（
見
る
主
体
）
 
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
人
／
女
性
は
 
（
見
ら
れ
る
客
体
）
 
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
フ
ラ
ン
 
 

ス
と
日
本
の
間
に
お
い
て
も
擬
似
的
に
宗
主
国
と
植
民
地
の
あ
い
だ
の
ま
な
ざ
し
の
力
学
が
読
み
取
れ
る
と
す
る
の
は
フ
ー
コ
ー
的
 
 

認
識
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
り
わ
け
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
に
多
い
日
本
人
女
性
に
向
け
ら
れ
る
視
線
に
そ
の
力
学
が
内
在
 
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
ま
た
、
以
下
の
論
述
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
特
色
で
あ
る
、
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日
本
全
体
を
陶
磁
器
・
芸
術
工
芸
品
・
浮
世
絵
な
ど
に
限
定
し
て
捉
え
る
と
い
っ
た
日
本
観
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
観
点
に
注
 
 

目
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

ロ
チ
の
小
説
『
お
菊
さ
ん
』
に
と
つ
て
挿
絵
が
テ
キ
ス
ト
内
部
に
浸
透
さ
せ
て
く
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
 
 

構
築
さ
れ
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
挿
絵
が
テ
キ
ス
ト
の
作
り
出
す
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
交
響
す
る
と
き
、
日
本
 
 

人
と
日
本
と
い
う
異
郷
の
自
然
。
生
活
・
風
俗
が
テ
キ
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
読
ま
れ
、
挿
絵
の
レ
ベ
ル
で
見
ら
れ
る
対
象
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
東
洋
の
発
見
に
も
当
た
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
 
 

か
し
そ
こ
に
は
す
で
に
非
西
洋
世
界
を
常
に
 
（
見
る
）
主
体
で
あ
る
西
洋
の
白
人
 
（
特
に
男
性
）
を
前
提
に
し
、
非
西
洋
世
界
の
白
 
 

人
で
は
な
い
人
々
を
（
見
ら
れ
る
）
客
体
と
し
て
確
実
に
決
め
つ
け
る
と
い
う
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
、
既
知
の
ア
フ
リ
カ
探
検
記
な
 
 

ど
と
等
質
な
 
（
知
）
 
の
あ
り
よ
う
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
の
う
え
で
描
か
れ
る
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
に
登
場
す
る
主
な
も
の
は
日
本
人
女
性
、
芸
術
工
芸
品
と
い
 
 

っ
た
日
本
（
ら
し
い
）
 
も
の
、
動
植
物
 
（
昆
虫
と
花
）
、
自
然
風
景
、
日
常
生
活
の
場
面
な
ど
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
 
 

本
稿
で
は
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
に
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
確
認
し
ょ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
挿
絵
の
分
析
 
 

に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
を
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
挿
絵
が
放
射
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
は
、
 
 

そ
れ
が
属
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
に
と
っ
て
よ
り
明
確
な
分
析
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
が
グ
 
 

ル
ー
プ
分
け
の
た
め
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

①
日
本
女
性
と
し
て
類
似
化
さ
れ
る
お
菊
さ
ん
像
、
そ
の
個
性
の
不
在
 
 

②
長
崎
の
自
然
に
み
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
 
 

③
西
欧
の
白
人
男
性
の
普
遍
化
さ
れ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
 
 

④
日
本
人
の
日
常
生
活
に
見
ら
れ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
 
 

⑤
陶
磁
器
・
茶
碗
に
描
か
れ
て
い
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
白
人
男
性
の
異
郷
体
験
を
語
る
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
主
人
公
の
ま
な
ざ
し
と
同
額
の
、
ま
た
同
時
代
の
言
説
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に
お
い
て
非
西
洋
世
界
の
女
性
を
何
よ
り
も
先
に
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
欲
望
の
ま
な
ざ
し
は
長
い
歴
史
を
持
つ
も
の
で
、
そ
の
 
 

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
語
る
う
え
で
、
『
お
菊
さ
ん
』
の
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
挿
絵
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
非
常
に
多
い
。
 
 

そ
の
テ
キ
ス
ト
で
も
異
世
界
の
女
性
に
目
を
向
け
る
西
洋
世
界
に
あ
っ
て
は
白
人
の
男
性
を
中
心
に
置
く
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
（
見
 
 

る
）
 
（
見
ら
れ
る
）
 
の
権
力
構
造
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
探
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
あ
り
よ
う
が
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
根
底
を
つ
ら
ぬ
い
 
 

て
い
る
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
挿
絵
に
お
い
て
も
、
本
稿
が
取
り
上
げ
る
の
は
①
が
中
心
で
あ
っ
て
、
そ
 
 

こ
か
ら
お
菊
さ
ん
と
い
う
女
性
の
事
例
に
お
い
て
、
い
か
に
日
本
の
女
性
が
客
体
／
見
ら
れ
る
オ
ブ
ジ
ェ
に
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
 
 

い
こ
う
。
 
 
 

『
お
菊
さ
ん
』
は
本
の
カ
バ
ー
に
「
M
a
d
a
m
e
 
C
h
q
s
a
－
き
け
ヨ
e
（
お
菊
さ
ん
）
」
と
題
名
が
書
か
れ
て
は
い
て
も
、
こ
の
作
品
は
お
 
 

菊
さ
ん
と
い
う
人
物
を
主
役
に
し
た
物
語
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
作
品
の
献
辞
に
お
い
て
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
 
（
五
頁
）
。
「
も
 
 

じ
－
ル
 
 

つ
と
も
重
要
な
役
割
は
実
は
」
 
「
日
本
が
自
分
の
う
え
に
及
ば
し
た
影
響
」
 
で
あ
り
、
『
お
菊
さ
ん
』
は
そ
れ
に
つ
い
て
執
筆
し
た
も
 
 

の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
お
菊
さ
ん
を
作
品
の
世
界
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
客
体
に
置
こ
 
 

う
と
す
る
欲
望
の
ま
な
ざ
し
の
実
現
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
菊
さ
ん
が
登
場
す
る
挿
絵
に
共
通
し
て
い
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
カ
バ
ー
の
内
側
の
最
初
の
挿
絵
（
1
）
で
着
物
姿
の
お
菊
さ
ん
の
上
半
身
が
描
か
れ
て
い
る
構
図
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
 
 

彼
女
は
絵
柄
の
施
さ
れ
た
和
 
（
風
の
）
傘
を
さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
が
傘
を
さ
し
か
け
て
い
る
構
図
の
前
景
に
は
菊
の
花
、
そ
 
 

の
次
に
団
扇
と
花
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
お
菊
さ
ん
は
花
、
団
扇
、
傘
、
着
物
と
い
う
日
本
 
（
ら
し
い
）
 
物
の
中
に
溶
け
込
ん
で
 
 

い
る
。
次
の
挿
絵
（
2
）
 
の
お
菊
さ
ん
も
同
じ
構
図
の
も
の
と
し
て
考
察
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
挿
絵
に
あ
た
る
テ
キ
ス
ト
の
本
文
 
 

イ
r
J
ン
J
 
 

に
よ
る
描
写
を
見
る
と
、
「
ク
リ
ザ
ン
チ
エ
ム
は
花
を
私
た
ち
の
青
銅
の
花
瓶
に
活
け
た
り
、
凝
っ
た
着
物
の
着
方
を
し
た
り
、
栂
指
 
 

の
別
れ
た
足
袋
を
穿
い
た
り
、
憂
鬱
な
音
色
を
出
す
柄
の
長
い
ギ
タ
ル
の
一
種
 
〔
三
味
線
〕
 
を
終
日
」
弾
い
て
い
た
と
あ
る
 
（
五
三
 
 

頁
）
。
こ
の
場
面
を
描
く
挿
絵
 
（
2
）
 
で
は
畳
の
上
に
座
っ
て
い
る
彼
女
の
後
に
テ
キ
ス
ト
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
竹
を
描
い
た
犀
 
 

風
が
置
か
れ
て
い
る
。
彼
女
の
前
に
は
盆
栽
に
も
似
た
よ
う
な
不
思
議
な
花
飾
り
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、
花
の
図
様
は
む
し
ろ
西
 
 

洋
の
静
物
画
風
で
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
女
は
キ
セ
ル
と
煙
管
盆
を
前
に
据
え
、
三
味
線
を
爪
引
い
て
い
る
。
こ
の
ポ
ー
ズ
は
、
日
本
 
 

の
芸
妓
と
い
っ
た
女
が
一
人
で
く
つ
ろ
い
だ
姿
で
あ
っ
て
、
男
性
客
を
前
に
し
て
居
ず
ま
い
を
正
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
二
つ
 
 

の
挿
絵
に
見
ら
れ
る
女
性
の
姿
態
は
西
洋
の
写
真
家
が
好
ん
だ
ポ
ー
ズ
ら
し
い
し
、
女
性
の
前
景
に
置
か
れ
た
花
は
、
後
に
言
及
す
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る
が
、
絵
中
の
女
性
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
日
本
と
の
同
一
化
を
表
し
て
い
よ
う
。
女
と
花
と
の
結
び
つ
き
、
そ
し
て
、
そ
れ
 
 

が
日
本
と
の
自
己
同
一
を
も
た
ら
す
と
い
う
と
き
、
そ
れ
が
西
洋
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
。
『
お
菊
さ
ん
』
と
ジ
ャ
ポ
 
 

ニ
ス
ム
の
焦
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
挿
絵
の
構
図
か
ら
す
る
と
、
構
図
の
焦
点
は
お
菊
さ
ん
 
 

で
は
な
く
、
日
本
ら
し
い
小
物
（
団
扇
、
傘
、
替
、
着
物
、
日
本
の
花
を
展
示
す
る
た
め
の
一
種
の
マ
ネ
キ
ン
）
と
も
い
え
れ
ば
、
 
 

日
本
女
性
の
類
型
（
琴
を
爪
弾
き
な
が
ら
、
花
の
中
で
暮
ら
す
女
性
）
だ
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二
枚
の
挿
絵
で
は
傘
、
 
 

三
味
線
、
団
扇
、
花
な
ど
と
い
っ
た
物
が
あ
っ
て
、
全
体
の
構
図
で
そ
れ
ぞ
れ
を
主
張
し
て
い
て
、
お
菊
さ
ん
は
そ
の
中
に
は
め
込
 
 

ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
お
菊
さ
ん
は
犀
風
、
傘
、
畳
、
生
け
花
、
花
、
着
物
と
い
っ
た
ジ
ャ
ボ
l
言
 
 

ム
を
表
象
す
る
物
と
同
等
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
描
か
れ
、
ま
た
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
お
菊
さ
ん
は
一
個
の
個
性
あ
る
女
性
 
 

で
は
な
く
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
客
体
の
位
置
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
示
唆
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
女
性
と
花
の
取
り
合
わ
せ
だ
ろ
う
。
日
本
女
性
と
花
の
結
び
 
 

つ
き
は
『
お
菊
さ
ん
』
の
中
の
日
本
人
女
性
の
命
名
法
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
。
主
人
公
が
み
る
日
本
人
は
自
然
の
中
に
生
き
て
 
 

お
り
、
ま
る
で
自
然
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
（
ゴ
ッ
ホ
が
言
う
、
「
ま
る
で
自
分
自
身
が
花
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
然
の
 
 

中
に
生
き
る
」
日
本
人
）
描
写
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
そ
の
認
識
を
反
映
し
て
で
あ
ろ
う
、
『
お
菊
さ
ん
』
の
女
性
登
場
人
物
の
名
 
 

に
は
花
の
名
が
付
い
た
も
の
が
多
い
。
和
田
彰
男
は
論
文
「
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
『
お
菊
さ
ん
』
」
に
お
い
て
そ
の
女
性
登
場
人
物
の
名
 
 

前
の
リ
ス
ト
を
作
品
に
登
場
す
る
順
番
で
次
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。
串
i
〓
e
t
（
ナ
デ
シ
コ
）
、
A
b
r
i
c
O
t
（
杏
）
、
l
a
s
m
i
n
（
ジ
ャ
 
 

ス
ミ
ン
）
、
p
r
亡
コ
e
（
梅
）
、
c
h
コ
S
a
n
t
h
Ⅳ
m
e
（
菊
）
、
c
a
ヨ
p
a
n
u
訂
（
釣
鐘
草
）
、
J
O
n
q
u
i
〓
e
（
水
仙
）
、
s
h
i
k
u
－
S
a
n
，
T
O
亡
k
T
s
a
n
、
 
 

T
r
訂
p
r
O
p
r
e
（
O
s
e
†
s
a
n
）
、
L
ノ
ト
e
u
r
e
（
1
0
k
i
畠
n
）
、
F
r
a
i
s
e
（
華
、
N
i
n
i
a
（
百
日
草
）
、
R
2
コ
O
n
C
U
－
2
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
）
、
D
註
（
j
2
 
 

u
n
e
”
i
〓
e
［
少
女
］
）
、
T
r
a
コ
S
p
a
r
e
コ
t
e
（
澄
）
、
m
t
O
i
訂
（
星
）
、
R
O
S
m
 
m
a
t
i
n
a
訂
（
朝
露
）
、
欝
r
g
u
e
r
i
t
e
・
r
e
i
コ
e
（
エ
ゾ
菊
）
、
「
a
 
 

Z
e
i
g
e
（
雪
）
）
な
ど
と
い
っ
た
花
の
名
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
と
と
も
に
、
星
・
月
・
清
純
・
春
と
い
っ
た
名
が
ま
じ
っ
て
い
 
 

る
こ
と
も
興
味
深
い
。
お
そ
ら
く
芸
妓
の
い
わ
ゆ
る
源
氏
名
（
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
女
性
名
を
借
り
た
命
名
法
）
と
思
わ
れ
る
 
 

が
、
そ
れ
が
西
洋
文
明
の
汚
濁
に
疲
弊
し
た
海
軍
士
官
に
と
つ
て
は
、
ま
る
で
こ
の
世
か
ら
飛
翔
し
た
か
の
よ
う
な
異
人
の
女
と
同
 
 

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
、
日
本
女
性
は
自
然
を
、
あ
る
い
は
異
世
界
を
幻
想
さ
せ
る
オ
ブ
ジ
ェ
と
一
体
化
し
て
い
る
こ
 
 

と
が
う
か
が
え
る
。
後
述
す
る
が
、
主
人
公
が
長
崎
の
自
然
を
長
々
と
説
明
す
る
の
は
自
然
賛
美
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
描
写
を
通
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し
て
主
人
公
ま
で
が
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
化
し
て
い
る
と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

ニ
ュ
 
 
 

馬
渕
明
子
は
日
本
の
自
然
を
語
る
西
洋
人
の
言
及
の
中
に
日
本
人
の
自
然
へ
の
愛
と
い
う
拡
張
さ
れ
た
言
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
 
 

指
摘
し
て
い
る
。
和
田
は
こ
の
馬
渕
説
を
ふ
ま
え
て
日
本
人
女
性
の
人
物
名
に
関
し
て
「
日
本
女
性
の
名
に
植
物
や
自
然
の
風
物
が
 
 

使
わ
れ
る
こ
と
に
詩
的
感
覚
が
そ
そ
ら
れ
た
と
も
い
え
よ
う
」
と
い
う
。
し
か
し
本
稿
は
「
詩
的
」
と
い
う
よ
り
も
、
別
の
認
識
を
 
 

持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
長
崎
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
考
察
し
た
あ
と
で
論
じ
よ
う
と
お
も
う
。
た
 
 

だ
、
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
日
本
人
女
性
と
花
と
の
結
び
つ
き
が
都
市
／
自
然
、
現
実
／
異
郷
、
頸
廃
／
生
気
 
 

と
い
っ
た
二
項
対
立
で
捉
え
ら
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
的
気
分
か
ら
の
逃
避
と
し
て
の
楽
園
的
気
分
に
由
来
し
て
い
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
こ
の
小
説
は
単
な
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
反
映
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
対
す
る
ロ
チ
の
一
つ
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

従
来
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
が
ロ
チ
小
説
の
挿
絵
の
花
よ
り
も
工
芸
品
の
ほ
う
に
注
目
し
て
き
た
。
女
性
と
工
芸
品
の
組
み
合
わ
 
 

せ
の
ほ
う
が
同
時
代
の
西
洋
絵
画
に
見
ら
れ
る
日
本
風
俗
の
描
写
の
特
徴
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
フ
ィ
ル
マ
ン
・
ジ
ラ
ー
ル
の
絵
画
 
 

《
日
本
の
化
粧
》
（
一
八
七
三
年
）
に
は
日
本
の
美
術
工
芸
品
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
絵
画
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
 
 

本
表
象
に
お
け
る
芸
術
工
芸
品
の
重
要
性
を
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
で
あ
ろ
う
が
、
t
二
浦
篤
は
ジ
ラ
ー
ル
の
絵
画
を
ジ
 
 

ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
典
型
と
し
て
評
価
し
、
そ
の
傾
向
を
「
日
本
の
女
性
や
工
芸
品
を
画
面
に
登
場
さ
せ
る
よ
う
な
、
観
衆
の
好
奇
心
に
 
 

（
g
）
 
 

訴
え
る
異
国
趣
味
的
な
主
題
を
扱
う
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
か
ら
も
一
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
好
奇
心
が
集
中
す
 
 

る
日
本
的
な
る
も
の
と
は
、
若
い
女
性
と
工
芸
品
（
の
結
び
つ
い
た
構
図
）
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
 
 
 

『
お
菊
さ
ん
』
に
挿
入
さ
れ
た
挿
絵
の
工
芸
品
と
女
性
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
構
図
も
ま
た
前
掲
し
た
典
型
的
な
絵
画
と
パ
ラ
レ
 
 

ル
に
創
作
さ
れ
て
い
て
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
日
本
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
と
す
れ
ば
人
物
と
芸
術
工
芸
品
を
 
 

均
質
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
姿
勢
に
潜
ん
で
い
る
思
想
と
は
、
非
西
洋
世
界
文
物
・
人
間
の
す
 
 

べ
て
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
レ
ベ
ル
で
認
識
す
る
こ
と
よ
り
、
自
己
の
世
界
を
中
心
と
し
て
周
縁
化
し
、
周
縁
と
い
う
類
型
に
お
 
 

け
る
異
国
の
風
俗
と
し
て
単
純
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
簡
単
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
は
西
 
 

洋
的
 
（
知
）
 
が
、
た
と
え
ば
東
洋
の
人
々
の
顔
の
区
別
が
つ
か
な
い
と
い
う
理
由
が
想
定
さ
れ
も
し
て
、
挿
絵
に
描
か
れ
る
お
菊
さ
 
 

ん
と
い
え
ど
も
、
小
説
の
女
主
人
公
と
い
う
よ
り
も
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
人
物
と
し
て
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
の
事
例
と
も
 
 

い
え
る
。
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そ
れ
で
は
、
ロ
チ
『
お
菊
さ
ん
』
の
日
本
人
女
性
と
花
の
結
び
つ
き
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
、
ま
ず
も
う
 
 

少
し
挿
絵
を
全
体
的
に
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
女
性
名
の
選
び
方
が
花
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
と
も
に
テ
キ
ス
ト
の
ほ
と
 
 

ん
ど
の
ペ
ー
ジ
に
用
い
ら
れ
る
挿
絵
も
「
花
」
 
を
中
心
に
草
木
の
絵
で
溢
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
が
 
「
日
本
的
」
 
な
女
性
を
 
 

そ
の
よ
う
な
 
「
自
然
」
 
と
結
び
つ
け
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
絵
や
日
常
用
 
 

晶
、
芸
術
工
芸
品
の
ほ
と
ん
ど
の
装
飾
に
現
れ
る
 
「
自
然
」
 
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
、
ま
た
は
作
家
ロ
チ
自
身
が
 
 

受
け
た
影
響
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
結
果
的
に
い
え
ば
、
主
人
公
＝
作
者
が
本
国
フ
ラ
ン
ス
に
い
た
と
き
、
絵
画
お
よ
び
工
 
 

芸
品
の
図
柄
か
ら
想
念
化
し
て
い
た
 
「
自
然
」
 
と
日
本
が
同
化
さ
れ
て
い
て
、
彼
が
実
際
の
日
本
を
見
た
と
き
に
か
え
っ
て
そ
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
が
強
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
判
断
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
ふ
た
た
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
見
た
日
本
と
別
世
界
と
し
て
の
 
「
自
然
」
 
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
中
の
自
 
 

然
観
に
ふ
れ
た
あ
と
、
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
お
菊
さ
ん
 
（
女
性
）
 
と
結
び
つ
い
た
自
然
の
要
素
の
考
察
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

3
 
日
本
の
「
自
然
L
と
い
う
言
説
 
 

馬
渕
明
子
は
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
 
ー
 
幻
想
の
日
本
』
の
中
で
一
九
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
 
「
比
 
 

較
的
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
り
な
が
ら
重
要
な
側
面
と
し
て
」
 
（
三
〇
貢
）
、
日
本
的
自
然
描
写
の
導
入
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
ヨ
ー
 
 

ロ
ッ
パ
的
自
然
描
写
に
お
い
て
は
日
本
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
「
鵬
 
つ
の
山
、
一
本
の
木
、
ま
し
て
や
一
枚
の
花
な
ど
に
絵
画
の
主
題
と
 
 

し
て
の
意
味
を
認
め
る
と
い
う
発
想
」
 
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
一
九
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
に
あ
っ
て
自
然
を
描
 
 

く
と
い
う
意
味
に
転
回
点
を
与
え
た
の
は
日
本
の
芸
術
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
日
本
的
自
然
描
写
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
 
 

自
然
の
一
木
一
草
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
が
そ
の
原
点
と
し
て
の
日
本
の
自
然
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 

た
だ
日
本
の
自
然
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
寄
港
地
の
限
定
か
ら
と
り
わ
け
長
崎
の
自
然
に
よ
っ
て
代
表
＝
表
象
化
さ
れ
て
い
た
。
一
 
 

九
世
紀
後
半
の
い
く
つ
か
の
西
洋
人
に
よ
る
日
本
紀
行
文
で
第
一
貫
目
に
長
崎
の
自
然
を
語
ら
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
ほ
 
 

ど
で
あ
る
。
（
馬
渕
は
そ
れ
を
ド
イ
ツ
人
の
ハ
イ
ネ
か
ら
引
用
し
て
い
る
）
。
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こ
こ
で
で
も
馬
渕
が
挙
げ
る
事
例
以
外
の
も
の
も
確
認
し
よ
う
。
こ
の
時
代
の
作
品
の
中
で
は
多
く
日
本
の
自
然
の
 
「
神
話
的
描
 
 

写
」
が
旦
止
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
時
代
の
日
本
を
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
旅
行
し
た
イ
サ
ベ
ラ
■
バ
ー
ド
（
l
s
a
b
e
ニ
a
 
 

（
1
U
）
 
 

B
i
r
d
）
の
一
八
八
〇
年
の
『
日
本
奥
地
寄
港
』
u
n
b
e
a
t
e
コ
↓
r
a
c
k
s
i
n
J
a
p
a
コ
 
に
お
け
る
（
日
本
）
の
自
然
は
彼
女
の
健
康
回
復
（
i
n
 
 

邑
e
ニ
：
e
C
已
t
ヨ
y
h
e
a
萱
 
の
最
適
な
気
候
（
e
x
c
e
ニ
e
n
c
e
O
〓
t
s
c
ニ
ヨ
a
【
e
）
を
も
た
ら
せ
る
異
郷
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
神
 
 

話
的
」
と
は
こ
の
異
世
界
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
バ
ー
ド
が
行
く
予
定
の
日
本
は
そ
の
よ
う
な
 
 

健
康
回
復
を
求
め
る
者
に
は
そ
の
慰
籍
空
間
を
与
え
る
場
で
あ
る
（
e
且
O
y
ヨ
e
n
t
a
n
d
r
e
s
t
O
r
a
t
i
O
n
O
f
a
s
O
－
i
｛
ヨ
h
e
a
－
苧
s
e
路
e
こ
と
 
 

観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
ほ
ど
の
頸
廃
／
生
気
の
二
項
対
立
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
実
際
に
日
本
体
験
を
経
た
あ
 
 

と
で
は
自
分
の
日
本
の
気
候
（
c
ニ
m
巴
e
）
 
に
対
す
る
期
待
は
は
ず
れ
た
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
も
っ
と
面
白
い
発
見
が
 
 

で
き
た
と
も
書
き
留
め
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
の
風
俗
の
面
白
さ
と
そ
れ
に
関
す
る
研
究
で
あ
っ
た
。
 
 
 

日
本
表
象
の
興
味
を
風
土
か
ら
風
俗
へ
と
移
行
さ
せ
た
彼
女
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
日
本
の
自
然
を
描
く
際
に
は
そ
の
美
し
さ
 
 

を
神
話
化
す
る
と
い
う
伝
統
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
女
は
日
本
の
風
景
の
輝
き
（
e
v
e
q
－
旨
d
s
c
a
p
e
 
i
s
 
b
r
i
g
h
t
）
 
に
言
及
し
 
 

た
上
で
、
豊
富
な
花
（
v
e
q
 
r
i
c
h
 
i
n
ぎ
w
e
r
s
）
を
数
字
（
一
六
九
九
種
）
 
で
確
実
に
書
き
記
す
ほ
ど
に
日
本
の
花
に
関
す
る
情
報
を
 
 

西
洋
世
界
に
与
え
て
い
る
（
五
貢
）
。
彼
女
の
日
本
紀
行
は
一
八
七
八
年
四
月
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
お
菊
さ
ん
』
の
出
版
 
 

の
一
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
バ
ー
ド
の
紀
行
文
に
加
え
て
『
お
菊
さ
ん
』
出
版
の
八
年
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
紀
行
文
 
 

を
見
る
と
、
日
本
の
自
然
、
植
物
に
関
心
を
表
す
文
章
が
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
．
ケ
ー
ン
 
（
A
．
H
．
K
e
冒
e
）
 
の
『
ア
ジ
 
 

へ
1
1
）
 
 

ア
 
』
A
s
i
a
と
い
う
一
八
九
六
年
の
旅
行
記
に
お
い
て
も
、
日
本
の
自
然
に
注
目
す
る
傾
向
が
し
っ
か
り
と
続
い
て
い
る
。
作
者
は
t
訂
 
 

b
r
i
g
h
t
s
k
i
e
s
こ
h
e
s
p
琶
k
－
i
点
W
a
t
e
r
S
こ
h
e
g
－
O
r
i
u
s
く
e
g
e
｛
a
t
i
O
n
）
ヨ
a
n
h
i
m
s
e
－
r
w
i
t
h
h
i
s
p
a
邑
占
0
－
O
u
r
e
d
d
r
e
s
s
a
n
d
s
p
r
i
g
h
t
－
y
 
h
u
m
O
u
r
 
 

と
書
き
付
け
て
、
日
本
の
明
る
い
空
、
輝
く
海
面
、
光
り
輝
く
植
物
を
描
写
し
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
自
然
は
当
時
の
す
べ
て
の
ヨ
ー
 
 

ロ
ッ
パ
か
ら
の
旅
行
者
が
描
い
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
カ
ラ
フ
ル
な
和
装
の
日
本
 
 

人
が
自
然
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
日
本
女
性
と
花
を
結
び
つ
け
た
描
き
方
が
こ
の
よ
う
な
 
 

紀
行
文
の
日
本
の
自
然
と
日
本
人
の
捉
え
方
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
 
 
 

作
者
ロ
チ
も
こ
の
よ
う
な
長
崎
の
自
然
を
語
る
と
い
う
言
説
か
ら
自
由
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
の
作
家
達
よ
り
も
印
象
深
 
 

く
日
本
の
自
然
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
何
に
比
重
を
よ
り
重
く
置
く
か
で
幅
の
あ
つ
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た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
も
く
れ
る
。
ロ
チ
に
と
っ
て
は
工
芸
品
の
精
巧
さ
よ
り
も
、
花
の
生
気
に
日
本
女
性
を
結
び
つ
け
た
か
っ
 
 

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
お
菊
さ
ん
』
の
主
人
公
（
海
軍
士
官
）
 
は
日
本
に
到
着
す
る
前
か
ら
、
日
本
に
着
い
た
ら
「
青
い
花
園
 
 

の
な
か
」
 
で
、
「
花
の
中
で
く
ら
す
」
 
（
7
頁
）
 
こ
と
を
夢
見
て
い
る
。
さ
ら
に
長
崎
港
に
至
る
長
い
入
り
江
に
入
っ
た
あ
と
、
主
人
 
 

公
の
到
着
し
た
長
崎
は
「
空
気
は
花
の
薫
り
に
充
ち
て
い
る
」
 
（
1
0
頁
）
 
と
語
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
お
菊
さ
ん
』
の
挿
絵
 
 

の
世
界
も
こ
の
よ
う
な
作
者
ロ
チ
の
長
崎
、
と
い
う
よ
り
も
日
本
の
自
然
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
筆
致
に
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

4
 
お
菊
さ
ん
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
不
在
 
 

日
本
女
性
と
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
花
あ
る
い
は
芸
術
工
芸
品
は
い
っ
た
い
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

こ
れ
ま
で
本
稿
は
そ
れ
を
単
な
る
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
や
詩
的
描
写
と
い
っ
た
美
的
感
性
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
日
本
女
性
が
ジ
ャ
ポ
 
 

ニ
ス
ム
を
表
象
す
る
物
と
同
等
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
描
か
れ
と
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
続
い
て
は
主
人
公
が
 
 

相
手
と
な
る
お
菊
さ
ん
と
い
う
女
性
の
 
「
性
」
 
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

お
菊
さ
ん
が
そ
の
朋
輩
の
女
性
た
ち
と
同
じ
部
屋
に
い
る
と
き
、
主
人
公
に
接
吻
す
る
場
面
が
あ
る
。
（
一
二
五
頁
）
。
し
か
し
、
 
 

こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
お
菊
さ
ん
と
主
人
公
の
間
の
性
的
や
り
と
り
に
つ
い
て
直
裁
的
な
言
及
が
み
ら
れ
る
の
は
こ
の
箇
所
以
外
に
は
 
 

な
い
。
そ
れ
か
ら
類
推
さ
れ
る
こ
と
は
お
菊
さ
ん
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
テ
キ
ス
ト
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
い
 
 

ワ
エ
γ
′
‖
－
ノ
ー
 
 

う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
で
は
彼
女
は
主
人
公
に
と
っ
て
昔
話
的
あ
る
い
は
信
仰
的
な
存
在
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
 
 

こ
こ
で
彼
女
に
付
け
ら
れ
た
 
「
子
供
」
と
い
う
形
容
詞
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
お
菊
さ
ん
は
聖
女
で
も
な
け
れ
ば
、
男
性
と
性
的
 
 

関
係
を
持
ち
得
る
大
人
の
女
性
と
い
う
資
格
を
も
持
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
主
人
公
が
お
菊
さ
ん
と
「
結
婚
」
 
し
た
に
も
か
か
わ
ら
 
 

ず
、
二
人
の
間
の
性
的
関
係
は
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
事
実
、
主
人
公
に
と
っ
て
は
お
菊
さ
ん
が
性
的
対
象
と
な
っ
 
 

て
い
る
こ
と
に
関
す
る
言
及
や
、
彼
女
に
対
し
て
主
人
公
が
抱
く
性
的
欲
望
は
見
あ
た
ら
な
い
。
実
は
主
人
公
が
日
本
女
性
と
「
結
 
 

婚
」
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
性
的
欲
望
の
対
象
と
し
て
日
本
女
性
を
性
的
に
支
配
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
主
 
 

人
公
が
そ
れ
と
な
く
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
形
p
O
u
p
m
e
（
二
頁
）
 
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
置
物
か
装
飾
品
を
身
近
に
お
い
て
愛
玩
し
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よ
う
と
す
る
こ
と
と
同
じ
情
動
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
主
人
公
 
（
＝
作
者
ロ
チ
）
 
は
異
文
化
の
珍
 
 

品
へ
の
欲
望
と
ほ
ぼ
均
質
的
な
欲
望
に
よ
っ
て
彼
女
を
自
分
の
そ
ば
に
お
い
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
れ
が
主
人
公
 
 

の
個
人
的
な
レ
ベ
ル
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

し
か
し
主
人
公
が
フ
ラ
ン
ス
で
す
で
に
見
て
き
た
日
本
の
人
形
と
結
婚
し
た
か
っ
た
と
い
う
の
は
奇
妙
な
認
識
で
は
な
い
か
。
本
 
 

稿
は
こ
れ
ま
で
お
菊
さ
ん
が
「
自
然
」
の
花
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
文
明
／
自
然
、
頸
 
 

廃
／
生
気
の
二
項
対
立
を
捉
え
て
お
い
た
。
す
る
と
、
主
人
公
は
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
文
明
の
頸
廃
に
犯
さ
れ
た
自
身
の
ア
ン
ニ
ュ
 
 

イ
な
精
神
と
身
体
を
「
自
然
」
 
の
「
生
気
」
 
の
中
へ
と
入
り
込
ま
せ
る
こ
と
で
、
ア
ン
ニ
ュ
イ
か
ら
の
脱
却
、
も
っ
と
信
仰
的
な
文
 
 

脈
で
言
え
ば
、
肉
体
を
蘇
生
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
異
世
界
の
女
と
の
結
婚
と
い
う
昔
話
の
話
型
を
こ
の
テ
 
 

キ
ス
ト
に
取
り
込
ま
せ
た
。
主
人
公
＝
作
者
ロ
チ
が
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
日
本
の
自
然
と
女
性
に
強
く
憤
れ
た
の
は
、
芥
川
 
 

龍
之
介
「
舞
踏
会
」
 
の
海
軍
士
官
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
生
v
i
e
」
 
の
更
新
と
願
望
が
は
た
ら
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
 
 

ろ
ん
、
テ
キ
ス
ト
の
表
層
に
お
い
て
の
主
人
公
の
関
心
は
フ
ラ
ン
ス
に
い
た
と
き
か
ら
心
の
中
で
描
い
て
き
た
人
形
的
な
／
小
さ
な
 
 

世
界
の
夢
想
を
異
郷
の
舞
台
で
演
じ
、
体
験
し
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
お
菊
さ
ん
は
性
的
な
対
象
で
は
な
く
、
眺
 
 

め
て
快
楽
を
覚
え
る
装
飾
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
深
層
に
お
い
て
文
明
に
疲
れ
た
主
人
公
＝
作
者
ロ
チ
に
と
っ
て
は
生
気
溢
れ
 
 

る
異
世
界
性
を
帯
び
た
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
女
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
 
（
性
）
 
の
あ
る
女
性
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
菊
さ
ん
は
西
洋
 
 

の
白
人
男
性
に
あ
っ
て
は
性
的
対
象
の
レ
ベ
ル
に
は
及
ば
な
い
し
、
無
邪
気
な
接
吻
だ
け
に
止
ま
る
 
（
性
）
 
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

そ
の
反
映
が
お
菊
さ
ん
の
寝
姿
（
挿
絵
3
）
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
絵
で
は
彼
女
は
ず
っ
と
ひ
と
り
で
寝
て
い
る
（
七
五
、
一
一
五
、
 
 

言
一
七
頁
）
様
子
で
あ
る
。
主
人
公
と
お
菊
さ
ん
が
結
婚
し
て
い
る
か
ら
に
は
同
じ
部
屋
で
寝
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
 
（
主
 
 

人
公
は
日
本
で
は
あ
る
家
の
一
間
の
部
屋
を
借
り
て
い
た
）
。
し
か
し
主
人
公
が
お
菊
さ
ん
と
同
じ
部
屋
で
寝
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
 
 

証
し
と
し
て
の
布
団
や
枕
な
ど
も
挿
絵
に
は
見
ら
れ
な
い
し
、
そ
の
気
配
は
少
し
も
な
い
ば
か
り
か
、
主
人
公
の
寝
姿
は
病
気
の
と
 
 

き
し
か
出
て
こ
な
い
。
こ
こ
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
寝
姿
の
お
菊
さ
ん
一
人
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
異
世
界
の
女
性
と
い
 
 

う
表
象
と
重
な
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
支
配
・
被
支
配
の
ま
な
ざ
し
も
付
 
 

随
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
お
菊
さ
ん
の
寝
姿
の
そ
の
背
後
に
は
彼
女
だ
け
が
 
（
見
ら
れ
る
）
 
と
い
っ
た
西
洋
の
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（
見
る
）
 
主
体
の
支
配
が
う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
西
洋
の
白
人
男
性
に
と
つ
て
の
日
本
人
女
性
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
1
の
欲
望
が
見
て
と
れ
る
。
そ
の
欲
望
を
挿
絵
の
別
の
 
 

構
図
か
ら
読
み
取
っ
て
み
よ
う
。
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
西
洋
の
白
人
男
性
（
ロ
チ
、
そ
の
友
達
の
イ
ヴ
、
他
の
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
 
 

な
ど
）
が
登
場
す
る
挿
絵
の
特
徴
は
人
物
配
置
に
お
け
る
西
洋
の
白
人
男
性
の
優
越
的
位
置
取
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
挿
絵
の
中
で
 
 

絵
の
中
心
に
白
人
男
性
が
置
か
れ
、
そ
の
周
辺
に
日
本
人
男
女
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
構
図
が
多
い
 
（
六
一
、
八
八
、
九
八
、
一
〇
 
 

九
貢
な
ど
一
五
枚
）
。
挿
絵
（
4
）
 
で
立
っ
て
い
る
ロ
チ
と
イ
ヴ
の
足
元
に
座
ら
さ
れ
た
お
菊
さ
ん
の
描
写
が
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
で
は
 
 

ロ
チ
と
お
菊
さ
ん
の
家
に
よ
く
遊
び
に
来
る
イ
ヴ
は
お
菊
さ
ん
か
ら
「
コ
モ
ダ
チ
・
タ
ク
サ
ン
・
タ
カ
イ
」
 
（
七
六
頁
）
 
（
＝
友
達
・
 
 

た
く
さ
ん
・
高
い
。
背
の
と
て
も
高
い
友
達
と
呼
ぶ
の
は
は
作
品
に
お
い
て
お
菊
さ
ん
た
ち
が
イ
ヴ
に
付
け
た
あ
だ
名
）
 
と
呼
ば
れ
 
 

て
い
る
。
身
長
の
高
さ
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
の
に
対
し
て
お
菊
さ
ん
た
ち
日
本
女
性
は
 
「
此
の
小
さ
な
女
た
ち
」
 
（
七
七
貢
）
 
と
 
 

書
か
れ
て
い
る
。
日
本
人
、
特
に
女
性
が
テ
キ
ス
ト
と
絵
の
両
者
で
高
い
／
低
い
と
い
っ
た
二
項
対
立
に
よ
っ
て
差
異
化
さ
れ
て
い
 
 

る
が
、
挿
絵
を
よ
く
見
る
と
、
相
対
的
に
誇
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
菊
さ
ん
が
挿
絵
に
こ
と
さ
ら
小
さ
く
 
（
そ
し
て
幼
く
）
 
描
か
れ
 
 

て
い
る
。
そ
の
構
図
は
西
洋
／
日
本
の
優
劣
を
表
す
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
小
さ
く
て
幼
い
日
本
女
性
は
ま
さ
に
愛
玩
物
と
し
て
 
 

の
人
形
－
そ
れ
は
小
動
物
 
（
ペ
ッ
ト
）
 
に
似
る
－
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

他
の
挿
絵
に
お
い
て
も
こ
の
優
劣
・
大
小
・
上
下
関
係
が
著
し
い
。
挿
絵
 
（
5
）
 
に
お
い
て
イ
ヴ
に
ご
飯
を
箸
で
食
べ
さ
せ
る
家
 
 

主
の
娘
オ
ユ
キ
と
お
菊
さ
ん
の
姿
、
そ
れ
か
ら
ロ
チ
の
看
病
を
す
る
お
菊
さ
ん
 
（
2
4
2
頁
）
、
ロ
チ
の
背
中
を
拭
く
女
性
の
グ
ル
 
 

ー
プ
 
（
二
四
七
貢
）
、
ロ
チ
と
肩
を
並
べ
て
家
の
外
を
眺
め
る
お
菊
さ
ん
 
（
二
四
七
頁
）
、
挿
絵
の
中
心
に
い
る
ロ
チ
の
周
り
に
集
う
 
 
 

（
二
九
五
頁
）
 
日
本
女
性
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
は
白
人
男
性
に
仕
え
て
快
楽
と
慰
安
の
時
間
を
与
え
る
役
割
に
献
身
し
て
い
る
姿
と
し
 
 

て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
構
図
が
西
洋
の
白
人
男
性
に
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
は
何
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ア
ラ
ビ
ア
の
ハ
ー
レ
ム
、
 
 

東
洋
の
儒
教
道
徳
に
支
え
ら
れ
た
良
妻
賢
母
型
の
自
己
犠
牲
と
い
っ
た
男
性
中
心
主
義
の
実
現
で
あ
ろ
う
。
世
紀
末
の
文
明
の
爛
熟
 
 

と
、
そ
れ
に
よ
る
精
神
の
頸
廃
に
探
く
傷
つ
け
ら
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
に
と
っ
て
、
精
神
と
肉
体
の
解
放
と
慰
籍
へ
の
憧
 
 

れ
を
は
つ
き
り
と
投
影
さ
せ
た
構
図
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
作
品
の
冒
頭
部
か
ら
誇
張
し
て
語
ら
れ
る
夢
の
国
と
い
う
日
本
 
 

表
象
に
は
、
白
人
男
性
に
と
つ
て
の
幻
想
の
世
界
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
帯
び
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
催
す
る
。
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5
 
西
洋
人
男
性
の
力
学
 
 

有
色
人
種
の
女
性
が
白
人
男
性
と
並
べ
ら
れ
る
際
に
そ
の
女
性
を
劣
・
小
・
下
と
い
っ
た
価
値
づ
け
を
お
こ
な
う
レ
ト
リ
ッ
ク
が
 
 

認
め
ら
れ
る
と
論
じ
て
き
た
が
、
そ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
は
決
し
て
日
本
女
性
に
止
ま
ら
ず
、
日
本
男
性
の
描
写
に
も
同
様
に
認
 
 

め
ら
れ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
西
洋
人
男
性
と
日
本
人
男
性
が
と
も
に
登
場
す
る
挿
絵
（
6
）
に
お
い
て
、
日
本
人
男
性
 
 

が
お
辞
儀
を
し
て
い
る
ポ
ー
ズ
の
絵
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
。
し
か
も
彼
ら
の
お
辞
儀
が
当
時
の
日
本
の
寺
 
 

社
で
神
仏
を
拝
む
か
の
よ
う
に
白
人
男
性
を
拝
ん
で
い
る
姿
勢
で
あ
り
、
西
洋
／
日
本
の
関
係
が
文
明
の
差
異
を
現
す
と
い
う
よ
り
 
 

も
、
西
洋
人
男
性
に
対
し
て
は
信
仰
的
レ
ベ
ル
の
崇
拝
・
畏
怖
の
感
情
が
日
本
男
性
の
心
情
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
 
 

る
。
そ
れ
と
連
動
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
別
の
挿
絵
と
挿
絵
と
文
字
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
日
本
男
性
の
描
写
の
も
う
一
つ
の
特
徴
 
 

が
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
日
本
男
性
が
西
洋
を
模
倣
す
る
姿
の
強
調
で
あ
る
。
日
本
人
男
性
は
メ
ロ
ン
帽
子
を
か
ぶ
り
、
着
物
で
は
な
 
 

く
ス
ー
ツ
を
着
こ
な
し
、
女
性
が
持
つ
よ
う
な
絵
傘
で
は
な
く
、
欧
風
の
い
わ
ゆ
る
洋
傘
を
持
ち
、
女
性
が
下
駄
な
ど
の
日
本
の
履
 
 

き
物
を
履
く
の
に
対
し
て
靴
を
穿
い
て
い
る
姿
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
主
人
公
の
眼
に
は
こ
れ
ら
日
本
人
男
性
の
姿
は
滑
稽
と
し
て
映
っ
た
。
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
の
表
現
や
挿
絵
に
も
認
め
ら
れ
 
 

る
。
お
辞
儀
の
と
き
の
姿
勢
が
「
猿
」
（
九
九
頁
）
に
し
か
見
え
な
い
と
作
品
中
に
頻
繁
に
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
人
 
 

男
性
が
西
洋
に
懸
命
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
女
性
の
方
が
非
文
明
、
す
な
わ
 
 

ち
「
自
然
」
に
近
い
。
だ
か
ら
こ
そ
西
洋
人
の
関
心
は
女
性
に
向
か
う
の
で
は
な
い
か
と
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
。
西
洋
に
似
た
 
 

よ
う
な
日
本
は
西
洋
人
に
と
っ
て
な
ん
の
興
味
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
人
男
性
よ
り
日
本
人
女
性
が
圧
倒
的
に
『
お
菊
さ
ん
』
 
 

に
登
場
す
る
背
景
に
は
日
本
人
女
性
が
よ
り
「
自
然
」
で
、
自
分
た
ち
に
生
気
と
慰
籍
・
快
楽
を
与
え
て
く
れ
る
、
よ
り
日
本
人
「
ら
 
 

し
い
」
姿
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

西
洋
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
節
の
最
後
に
こ
の
ロ
チ
『
お
菊
さ
ん
』
か
ら
多
大
の
影
響
を
受
け
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
 
 

ポ
ニ
ス
ム
を
代
表
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
フ
ア
ン
■
ゴ
ッ
ホ
で
あ
る
。
す
で
に
多
く
の
研
究
書
が
あ
 
 

っ
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
こ
は
と
し
な
い
が
、
彼
が
日
本
を
知
っ
た
の
は
一
八
八
〇
牢
に
浮
世
絵
と
出
会
っ
た
こ
と
か
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ら
と
さ
れ
て
い
る
。
一
八
八
六
年
パ
リ
に
出
た
ゴ
ッ
ホ
は
そ
こ
で
日
本
の
浮
世
絵
に
魅
了
さ
れ
た
一
人
に
な
り
、
一
八
八
七
年
に
l
一
 
 

回
に
渡
っ
て
浮
世
絵
展
を
行
っ
て
い
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
で
は
浮
世
絵
を
模
写
し
た
三
点
、
浮
世
絵
を
画
中
画
と
し
て
利
用
し
た
五
 
 

点
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
浮
世
絵
か
ら
日
本
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
ゴ
ッ
ホ
は
鵬
八
八
八
年
二
月
に
パ
リ
か
ら
ア
 
 

ル
ル
へ
と
出
発
す
る
が
、
そ
の
旅
へ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
自
身
の
中
で
南
仏
と
日
本
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
 
 

に
あ
る
と
さ
れ
る
。
『
お
菊
さ
ん
』
を
読
ん
だ
ゴ
ッ
ホ
は
そ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
透
明
で
開
け
放
し
た
日
本
の
家
屋
で
の
生
活
に
魅
 
 

か
れ
た
よ
う
で
、
「
日
本
の
室
内
に
入
つ
て
一
番
気
が
つ
く
の
は
、
細
か
い
清
潔
さ
と
白
い
寒
い
空
虚
で
あ
る
」
 
（
二
五
頁
）
 
と
書
い
 
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
お
菊
さ
ん
』
に
お
け
る
日
本
家
屋
の
生
活
空
間
に
強
い
印
象
を
受
け
た
ゴ
ッ
ホ
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
 
 

も
語
る
。
 
 

ロ
チ
の
『
お
菊
さ
ん
』
で
知
っ
た
ん
だ
が
、
日
本
の
住
宅
は
装
飾
も
何
も
な
く
、
は
だ
か
な
の
だ
。
こ
の
事
が
、
別
の
時
代
の
 
 

（
1
リ
こ
 
 

極
端
に
単
純
化
さ
れ
た
素
絵
に
対
す
る
、
僕
の
好
奇
心
を
起
し
た
 
 

ゴ
ッ
ホ
の
こ
の
言
及
の
な
か
で
も
「
別
の
時
代
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ロ
チ
が
日
本
を
空
間
的
差
異
を
通
 
 

し
て
認
識
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ゴ
ッ
ホ
は
そ
れ
を
時
間
的
異
質
性
に
よ
っ
て
、
端
的
に
言
え
ば
、
原
始
的
素
朴
さ
と
し
て
捉
え
 
 

て
い
た
。
ゴ
ッ
ホ
に
と
っ
て
華
麗
な
人
工
的
装
飾
物
へ
の
反
発
と
し
て
、
や
は
り
異
質
な
 
（
自
然
）
 
へ
の
憧
れ
が
ロ
チ
の
小
説
か
ら
 
 

触
発
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
浮
世
絵
世
界
（
芸
術
的
工
芸
品
）
 
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
一
歩
先
へ
と
関
心
が
進
化
し
て
 
 

い
る
事
例
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
は
さ
ら
に
、
「
僕
は
ロ
テ
ィ
の
『
お
菊
さ
ん
』
を
最
近
読
ん
だ
。
こ
れ
は
日
本
に
つ
い
て
興
味
深
い
知
識
 
 

（
1
3
）
 
 

を
与
え
て
く
れ
る
 
」
と
一
八
八
八
年
六
月
一
八
日
の
E
■
ベ
ル
ナ
ー
ル
宛
の
手
紙
の
中
で
打
ち
明
け
て
い
て
、
『
お
菊
さ
ん
』
を
日
 
 

本
に
関
す
る
知
識
を
与
え
る
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
こ
こ
で
「
知
識
を
与
え
る
」
と
い
う
こ
と
点
が
『
お
菊
さ
ん
』
が
ヨ
ー
ロ
 
 

ッ
パ
で
人
気
を
集
め
た
理
由
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
文
脈
の
中
で
こ
の
小
説
が
日
本
趣
味
の
情
報
源
と
 
 

し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
そ
の
と
き
ま
で
の
抽
象
的
ま
た
は
想
像
上
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
日
本
は
現
実
世
 
 

界
に
存
在
す
る
異
空
間
と
し
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

。  
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7） （6）（5）（4）（3〕（2）  

6
 
お
わ
り
に
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
お
菊
さ
ん
』
の
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
挿
絵
は
西
洋
的
世
界
（
観
）
 
の
周
辺
に
お
か
れ
た
日
本
女
性
を
芸
術
工
芸
品
と
 
 

の
同
一
化
し
、
日
本
女
性
を
自
然
の
一
要
素
と
し
て
い
る
が
そ
こ
に
は
人
格
の
否
定
と
も
い
う
べ
き
眼
差
し
が
存
在
し
て
い
る
。
『
お
 
 

菊
さ
ん
』
は
別
世
界
の
女
性
に
向
け
ら
れ
た
、
彼
女
を
オ
ブ
ジ
ェ
化
・
自
然
化
す
る
ま
な
ざ
し
の
点
に
お
い
て
西
洋
に
と
っ
て
好
ま
 
 

し
い
 
「
日
本
」
を
語
っ
た
小
説
で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
の
作
品
か
ら
西
洋
の
白
人
男
性
の
非
西
洋
世
界
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
普
 
 

遍
化
も
う
か
が
え
る
。
 
 
 

ロ
チ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
一
八
八
〇
年
代
の
「
日
本
的
」
な
珍
品
へ
の
関
心
■
蒐
集
や
芸
術
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
と
 
 

し
て
の
日
本
的
手
法
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
は
止
ま
ら
な
い
。
そ
の
枠
組
み
を
越
え
、
日
本
を
ロ
チ
自
身
（
と
同
時
に
そ
の
時
代
）
 
の
 
 

世
紀
末
の
悶
え
か
ら
救
済
の
た
め
の
夢
の
舞
台
と
し
、
挿
絵
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
効
果
を
介
し
て
楽
園
と
い
う
日
本
を
読
者
の
目
の
前
 
 

で
広
げ
て
い
く
。
 
 

お
菊
さ
ん
』
の
日
本
語
訳
は
野
上
啓
一
郎
訳
、
一
九
二
九
、
一
九
三
七
、
二
〇
〇
三
年
岩
波
審
店
か
ら
、
根
岸
攣
二
訳
は
、
一
九
五
二
年
、
白
水
社
か
ら
、
 
 

関
根
秀
雄
訳
、
一
九
五
四
年
、
河
出
文
庫
か
ら
出
て
い
る
 
 

落
合
孝
幸
『
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
1
人
と
作
品
 
－
 
付
 
ロ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
女
性
群
像
』
 
駿
河
台
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
二
貫
 
 

迦
空
乱
卜
許
冠
ぎ
蒔
 
b
仁
h
首
唱
誌
面
ヒ
置
こ
紆
転
べ
訂
き
薫
こ
i
2
r
r
2
D
2
B
発
○
焉
－
a
n
d
J
毒
・
C
仁
n
－
山
添
M
a
c
日
E
a
n
‥
芽
宅
Y
O
r
k
・
1
9
2
3
 
 
 

落
合
孝
幸
 
（
2
）
 
前
掲
審
、
二
頁
 
 

落
合
孝
幸
（
2
）
 
前
掲
音
、
二
頁
 
 

寺
田
光
徳
「
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
見
た
非
西
洋
世
界
 
－
 
フ
ラ
ン
ス
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
期
文
学
に
お
け
る
 
－
 
」
『
「
近
代
」
と
「
他
者
」
』
 
編
者
 
伊
 
 

藤
洋
典
、
成
文
堂
 
l
一
〇
〇
六
年
、
二
～
五
頁
 
 

和
田
牽
男
「
ビ
ニ
ー
ル
・
ロ
チ
『
お
菊
さ
ん
』
 
－
 
日
本
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
物
語
り
1
」
『
異
邦
人
の
見
た
近
代
日
本
』
、
徳
堂
記
念
会
編
、
和
泉
審
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（13‖12）（1川10）  9）（8   

院
）
一
九
九
九
年
 
 

馬
渕
明
子
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
鵬
幻
想
の
日
本
』
ブ
リ
ッ
ケ
、
～
九
九
L
年
、
三
六
頁
 
 

三
浦
篤
「
フ
ラ
ン
ス
二
八
九
〇
年
以
前
一
絵
画
と
工
芸
の
革
新
」
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
学
会
編
 
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
入
門
』
 
思
文
聞
出
版
、
初
出
二
〇
〇
 
 

〇
牢
三
四
百
 
 
 

訂
b
e
ニ
a
r
B
註
）
冨
訂
賢
覧
ぎ
c
訂
旨
L
骨
賢
J
O
h
コ
M
u
m
y
‥
1
8
8
〇
．
く
～
5
百
 
 

A
一
H
芥
e
a
n
e
）
ゝ
一
風
F
．
R
．
G
．
S
‥
m
d
w
a
r
d
S
【
雪
d
訂
昌
L
O
コ
d
∃
‥
1
8
9
6
．
4
8
1
頁
 
 

二
見
史
郎
、
閻
府
司
 
『
フ
ア
ン
∵
コ
ツ
ホ
の
手
紙
』
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
 
已
二
見
 
 

二
見
史
郎
、
国
府
司
 
（
1
2
）
 
前
掲
書
、
二
五
八
東
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挿絵3  

挿絵5  挿絵6  
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