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は
じ
め
に

田
山
花
袋
の
﹃
蒲
団
﹄
は
、
一
九
二
六
年
に
中
国
人
翻
訳
者
の
夏
丏
尊

︵xia m
ianzun

︶
に
よ
っ
て
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
訳
文
は
﹃
綿
被
﹄
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
長
い
間
中
国
文
壇
で
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た

総
合
雑
誌
﹃
東
方
雑
誌
﹄
に
連
載
さ
れ
た
︵
第
二
三
巻
第
一
、
二
、
三
号
、

一
九
二
六
・
一
・
一
〇
、
一
・
二
五
、二
・
一
〇
︶。
一
九
二
七
年
商
務
印
書
館
か

ら
﹁
文
学
研
究
会
叢
書
﹂
の
一
冊
と
し
て
単
行
本
も
出
さ
れ
、
後
に
再
版
も
さ
れ

た
。﹃
綿
被
﹄
は
中
国
の
自
然
主
義
文
学
翻
訳
の
代
表
作
と
し
て
、
ま
た
夏
丏
尊

の
主
な
翻
訳
作
品
の
一
つ
と
し
て
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
翻
訳

の
意
図
や
翻
訳
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
を
分
析
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、﹁
性
欲
﹂
と
い
う
主
題
と
、﹁
科
学
﹂
や
﹁
進
化
﹂
な
ど
を
求
め
る

当
時
の
中
国
文
壇
と
の
緊
密
な
関
係
を
考
え
る
と
、﹃
綿
被
﹄
の
翻
訳
は
当
時
の

中
国
文
壇
と
か
か
わ
る
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

﹃
蒲
団
﹄
の
中
国
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
大
東
和
重
氏
の
論
が
あ
る
が

1

、

氏
の
関
心
は
主
に
作
家
・
施
蟄
存
の
作
品
に
お
け
る
受
容
に
あ
り
、
夏
丏
尊
の
翻

訳
に
は
触
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
夏
丏
尊
の
翻
訳
を
促
し
た
で
あ

ろ
う
中
国
の
文
壇
状
況
を
顧
み
つ
つ
、
夏
丏
尊
の
翻
訳
の
意
図
を
探
り
、
翻
訳
テ

キ
ス
ト
か
ら
の
変
容
と
﹃
綿
被
﹄
に
対
す
る
方
光
燾
の
読
み
と
を
分
析
す
る
。
こ

の
分
析
を
通
し
て
、
現
代
性
を
求
め
て
外
国
文
学
を
大
量
に
輸
入
し
た
当
時
の
中

国
の
男
性
知
識
人
た
ち
が
、
海
外
文
学
の
読
者
と
翻
訳
者
と
し
て
い
か
に
自
ら
の

︿
新
し
い
知
識
人
﹀
と
し
て
の
主
体
性
を
構
築
し
続
け
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

翻
訳
の
背
景
と
意
図

夏
丏
尊
は
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
七
年
ま
で
日
本
に
留
学
し
て
お
り
、
こ
の

時
期
に
日
本
の
自
然
主
義
文
学
は
ち
ょ
う
ど
隆
盛
を
迎
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に

も
影
響
さ
れ
た
の
か
、
二
〇
年
代
初
頭
、
沈
雁
氷
を
中
心
と
し
た
文
学
研
究
会
の

メ
ン
バ
ー
が
自
然
主
義
文
学
を
紹
介
す
る
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
中
で
、
夏
丏

尊
も
自
然
主
義
文
学
の
作
品
を
積
極
的
に
中
国
に
翻
訳
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
以
降
も
関
心
を
払
い
続
け
、
ブ
ー
ム
が
去
っ
て
も
国
木
田
独
歩
な
ど
を
紹
介

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　
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し
た

2

。
し
か
し
、﹃
蒲
団
﹄
の
翻
訳
は
、
自
然
主
義
文
学
に
対
す
る
夏
丏
尊
個
人
の
関

心
を
超
え
て
、
当
時
の
時
代
背
景
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
史
書
美
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
五
四
運
動
期

3

に
お
い
て
精
神
分
析
学
が

﹁
反
伝
統
の
も
う
一
つ
の
道
具
﹂
と
し
て
中
国
に
多
く
紹
介
さ
れ
た

4

。
当
時
の
中

国
の
知
識
人
は
、﹁
科
学
﹂
と
さ
れ
た
﹁
性
欲
﹂
の
問
題
を
さ
か
ん
に
論
じ
る
こ

と
で
、
伝
統
的
な
倫
理
道
徳
を
強
く
批
判
し
た
。
夏
丏
尊
も
﹁
自
然
主
義
文
学
者

は
性
欲
を
人
生
の
一
つ
の
事
実
と
し
て
見
て
お
り
、
そ
の
描
写
の
態
度
も
厳
粛

で
、
い
さ
さ
か
も
遊
戯
的
な
も
の
は
入
っ
て
い
な
い
。
読
む
人
も
そ
れ
を
人
生
の

実
相
と
し
て
、
善
か
悪
か
を
批
評
す
る
余
地
が
な
い
﹂
と
述
べ
、﹁
性
欲
﹂
を
描

く
自
然
主
義
文
学
の
﹁
厳
粛
﹂
な
態
度
を
評
価
し
、
中
国
古
来
の
文
学
と
の
違
い

を
強
調
し
て
い
た

5

。

そ
う
し
た
背
景
の
下
で
、
当
時
の
中
国
文
壇
に
お
い
て
﹁
性
欲
﹂
を
描
い
た
作

品
が
多
く
現
れ
た
。
中
国
の
男
性
作
家
の
多
く
は
、﹁
性
欲
﹂
を
め
ぐ
る
煩
悶
を

描
く
こ
と
で
、
伝
統
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
国
家
と
民
族
の
立
ち
遅
れ
に
対
す

る
不
満
を
表
そ
う
と
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、﹃
沈
淪
﹄
を
中
心
と
す

る
郁
達
夫
の
作
品
や
郭
沫
若
の
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た

史
書
美
氏
は
ア
シ
シ
ュ
・
ナ
ン
デ
ィ
を
引
用
し
て
、
政
治
的
で
社
会
的
な
男
性
性

と
、
性
的
関
係
に
お
け
る
男
性
性
と
の
共
犯
的
な
関
係
を
指
摘
し
、
民
族
、
種
族

と
性
は
五
四
運
動
期
の
男
性
知
識
人
を
去
勢
す
る
三
重
の
圧
力
と
な
り
、
彼
ら
を

フ
ロ
イ
ト
の
い
う
﹁
不
安
神
経
症
﹂
に
陥
ら
せ
た
と
論
じ
た
の
で
あ
る

6

。
こ
う
し

て
み
る
と
、﹃
蒲
団
﹄
に
お
い
て
、
芳
子
に
対
す
る
欲
望
が
挫
折
し
、﹁
悲
哀
﹂
と

﹁
絶
望
﹂
で
男
性
性
が
損
な
わ
れ
た
時
雄
の
姿
と
、﹃
沈
淪
﹄
な
ど
の
中
国
の
文
学

作
品
に
お
け
る
男
性
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

郁
達
夫
や
郭
沫
若
な
ど
、
創
造
社
系
作
家
の
作
品
と
日
本
の
自
然
主
義
と
の
比

較
研
究
は
こ
れ
ま
で
も
あ
り
、﹃
沈
淪
﹄
と
﹃
蒲
団
﹄
の
類
似
関
係
も
多
く
指
摘

さ
れ
て
き
た

7

。
夏
丏
尊
は
、
当
時
創
造
社
と
対
立
し
て
い
た
文
学
研
究
会
に
属
す

る
人
間
だ
っ
た

8

。
し
か
し
、
自
然
主
義
文
学
に
対
す
る
態
度
が
正
反
対
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
創
造
社
と
文
学
研
究
会
が
い
ず
れ
も
﹃
蒲
団
﹄
と
接
点
を
持
っ

て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
中
国
の
知
識
人
は
、
文
学
団
体
の
い
か
ん
に

か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
程
度
共
通
し
た
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
共
通

点
と
し
て
は
、﹁
性
欲
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
に
対
す
る
関
心
は
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
文

学
を
推
奨
す
る
点
や
文
学
を
借
り
て
社
会
現
実
の
改
善
を
促
そ
う
と
す
る
点
な
ど

も
挙
げ
ら
れ
る
。

小
仲
信
孝
氏
は
、
時
雄
の
行
動
と
思
考
が
完
全
に
﹁
知
識
と
し
て
学
ん
だ
西
洋

小
説
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る

9

。﹁
西
洋
小
説
﹂

に
対
す
る
時
雄
の
こ
う
し
た
欲
望
も
、
西
洋
文
学
と
そ
の
媒
介
と
し
て
の
日
本
文

学
を
志
向
す
る
中
国
の
知
識
人
に
彼
ら
自
ら
の
欲
望
と
し
て
見
え
た
ろ
う
。
そ
の

こ
と
は
、
夏
丏
尊
が
﹃
蒲
団
﹄
を
翻
訳
す
る
際
に
、
た
と
え
ば
原
文
の
中
で
は
﹁
ズ

ウ
デ
ル
マ
ン
の
マ
グ
ダ
﹂
と
言
及
さ
れ
た
だ
け
で
そ
の
作
品
名
が
明
示
さ
れ
て
い

な
い
部
分
に
、
作
品
名
﹁﹃
故
郷
﹄︵H

eim
at

︶﹂
を
わ
ざ
わ
ざ
入
れ
た
こ
と
や
、

次
の
部
分
に
お
け
る
改
訳
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

原
文
：  

其
の
頃
か
ら
渠
は
淋
し
い
人
で
あ
つ
た
。
敢
て
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
其
の
身
を

比
さ
う
と
は
為
な
か
つ
た
が
、
ア
ン
ナ
の
や
う
な
女
が
も
し
あ
つ
た
な
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ら
、
さ
う
い
ふ
悲
劇
に
陥
る
の
は
当
然
だ
と
し
み
〴
〵
同
情
し
た
。
今
は

其
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
さ
へ
な
れ
ぬ
身
だ
と
思
つ
て
長
嘆
し
た
。︵
一
︶

訳
文
：  
他
在
那
時
已
是
寂
寞
的
人
了
。
雖
不
敢
將
自
己
比
約
翰
耐
斯
，
然
私
自
同

情
，
以
爲
如
果
得
了
安
娜
︵A

nna

︶
那
樣
的
女
子
，
那
末
陷
於
如
此
的

悲
劇
，
也
是
該
當
的
。
一
想
到
現
在
要
求
爲
這
約
翰
耐
斯
而
不
可
得
，
爲

之
長
嘆
。︵
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
︶

傍
線
部
の
﹁
敢
て

0

0

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
其
の
身
を
比
さ
う
と
は
為
な
か
つ
た
が
﹂︵
傍

点
引
用
者
、
以
下
同
様
︶
は
﹁
雖
不
敢

4

4

將
自
己
比
約
翰
耐
斯
﹂︵
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に

そ
の
身
を
比
そ
う
と
す
る
勇
気
は
な
い

4

4

4

4

4

が
︶
と
改
訳
さ
れ
、﹁
今
は
其
の
ヨ
ハ
ン

ネ
ス
に
さ
へ

0

0

な
れ
ぬ
身
だ
と
思
つ
て
長
嘆
し
た
﹂
は
﹁
一
想
到
現
在
要
求

4

4

爲
這
約

翰
耐
斯
而
不
可
得
，
爲
之
長
嘆
﹂︵
今
は
そ
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
な
り
た
く
て
も

4

4

4

4

4

4

な

れ
ぬ
身
だ
と
思
っ
て
長
嘆
し
た
︶
と
改
訳
さ
れ
た
。
こ
の
改
訳
に
よ
る
強
調
は
、

西
洋
文
学
と
西
洋
人
女
性
に
対
す
る
時
雄
の
欲
望
を
よ
り
前
面
に
出
す
効
果
を

持
つ
。

二　

反
転
さ
せ
ら
れ
る
時
雄
像

原
文
テ
キ
ス
ト
﹃
蒲
団
﹄
に
お
い
て
、
主
人
公
時
雄
が
戯
画
化
さ
れ
て
描
か
れ

て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た

0

。
原
文

テ
キ
ス
ト
と
比
べ
て
、
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
時
雄
像
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
、
時
雄
を
描
い
た
内
容
の
翻
訳
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

原
文
：  

断
篇
の
み
を
作
つ
て
未
だ
に
全
力
の
試
み
を
す
る
機
会
に
遭
逢
せ
ぬ
煩

悶
、
青
年
雑
誌
か
ら
月
每
に
受
け
る
罵
評
の
苦
痛
、
渠
自
か
ら
は
其
の
他

日
成
す
あ
る
べ
き
を
意
識
し
て
は
居
る
も
の
ゝ
、
中
心
こ
れ
を
苦
に
病
ま

ぬ
訳
に
は
行
か
な
か
つ
た
。︵
一
︶

訳
文
：  

只
許
作
短
篇
而
未
得
機
會
來
試
用
全
力
的
煩
悶
，
每
月
被
靑
年
雜
誌
上
評

罵
的
苦
痛
，
凡
此
種
種
，
他
雖
自
信
將
來
有
成
，
心
裏
實
不
能
不
難
過
。

こ
の
一
節
で
は
、
時
雄
が
青
年
雑
誌
か
ら
月
ご
と
に
受
け
る
強
い
非
難
を
現
す

﹁
罵
評
﹂
と
い
う
表
現
は
、﹁
評
罵
﹂︵
批
評
と
罵
言
︶
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

時
雄
が
受
け
る
の
は
﹁
罵
評
﹂
だ
け
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
改
訳
に
よ
っ
て
、
時

雄
が
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
と
い
う
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
微
妙
に
弱
め
ら
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
次
の
﹁
他
日
成
す
あ
る
べ
き
を
意
識
し
て

0

0

0

0

は
居
る
も
の
ゝ
﹂
が

﹁
他
雖
自
信

4

4

將
來
有
成
﹂︵
他
日
成
す
あ
る
べ
き
を
自
ら
信
じ
て

4

4

4

4

4

は
い
る
も
の
の
︶

と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
才
能
が
あ
り
な
が
ら
も
社
会
で
発
揮
す
る

チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
な
い
時
雄
像
が
立
ち
現
れ
る
。

そ
し
て
、
も
と
も
と
原
文
テ
キ
ス
ト
の
中
に
あ
っ
た
﹁
其
の
日
は
毎
日
の
課

業
の
地
理
を
二
枚
書
い
て
止
し
て
、
長
い
数
尺
に
余
る
手
簡
を
芳
子
に
送
つ
た
﹂

︵
二
︶
と
い
う
一
文
は
省
略
さ
れ
、﹁
か
の
女
を
得
な
け
れ
ば
寧
そ
南
洋
の
殖
民
地

に
漂
泊
し
よ
う
と
い
ふ
ほ
ど
の
熱
烈
な
心
を
抱
い
て
﹂︵
四
︶
の
部
分
に
お
け
る

﹁
殖
民
地
﹂
と
い
う
表
現
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
お
け
る
日
本
の
帝
国
主

義
を
さ
ら
け
出
す
﹁
殖
民
地
﹂
と
い
う
表
現
が
、
日
本
の
侵
略
を
受
け
て
い
た
中

国
の
読
者
に
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
前
者
の

一
文
も
、
仕
事
を
疎
か
に
す
る
不
真
面
目
な
時
雄
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
し
ま

う
。
こ
の
二
つ
の
部
分
の
省
略
は
、
い
ず
れ
も
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
プ
ラ
ス

の
時
雄
像
を
作
る
こ
と
に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。
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時
雄
は
京
都
嵯
峨
に
於
け
る
女
の
行
為
はマ
マ

そ
の
節
操
を
疑
つ
て
は
居
る

が
、
一
方
に
は
又
其
の
弁
解
を
も
信
じ
て
、
此
の
若
い
二
人
の
間
に
は
ま
だ

そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
つ
て
居
た
。
自
己
の
青
年
の
経
験
に
照
し
て

見
て
も
、
神
聖
な
る
霊
の
恋
は
成
立
つ
て
も
肉
の
恋
は
決
し
て
さ
う
容
易
に

実
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。︵
六
︶

こ
の
部
分
に
お
い
て
も
、
夏
丏
尊
は
傍
線
部
の
一
文
を
省
略
し
た
。
こ
の
省
略

に
よ
っ
て
、
芳
子
に
翻
弄
さ
れ
る
、
滑
稽
な
ま
で
に
単
純
な
時
雄
像
が
消
さ
れ
る

と
同
時
に
、﹁
神
聖
な
る
霊
の
恋
﹂
だ
け
を
成
立
た
せ
て
﹁
肉
の
恋
﹂
を
実
行
し

な
か
っ
た
時
雄
の
﹁
青
年
の
経
験
﹂
が
芳
子
の
節
操
を
担
保
す
る
唯
一
の
指
標
と

し
て
、
そ
の
﹁
神
聖
﹂
さ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
ほ
か
の
例
も
挙
げ
て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
時
雄
が
﹁
こ
つ
〳
〵
と
長
い
狭
い
階
梯
を
登
つ
て
﹂︵
一
︶
の
﹁
こ

つ
〳
〵
﹂
が
﹁
慢
慢
地
﹂︵
ゆ
っ
く
り
︶
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
芳
子

の
﹁
力
あ
る
一
瞥
に
意
気
地
な
く
胸
を
躍
し
た
﹂︵
三
︶
の
﹁
意
気
地
な
く
﹂
が
﹁
不

禁
﹂︵
思
わ
ず
︶
と
改
訳
さ
れ
、
芳
子
に
欺
か
れ
た
こ
と
を
思
い
﹁
業
が
煮
え
て

仕
方
が
無
い
﹂︵
九
︶
時
雄
の
姿
が
﹁
木
已
成
舟
，
甚
麼
都
無
法
想
﹂︵
事
が
す
で

に
こ
う
な
っ
て
、
何
も
考
え
ら
れ
る
方
法
は
な
い
︶
と
改
訳
さ
れ
た
部
分
は
、
い

ず
れ
も
仕
事
に
強
い
倦
怠
感
を
覚
え
、
芳
子
に
も
翻
弄
さ
れ
て
滑
稽
化
さ
れ
た
時

雄
の
姿
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
夏
丏
尊
は
、
芳
子
に
文
学
を
断
念
さ

せ
る
た
め
の
理
由
を
時
雄
が
手
紙
で
﹁
縷
々
と
し
て
﹂︵
二
︶
説
く
こ
と
を
﹁
諄
諄
﹂

︵
諄
々
と
し
て
︶
と
翻
訳
し
、
芳
子
に
向
っ
て
田
中
を
非
難
す
る
﹁
何
う
も
あ
れ

で
も
困
る
ね
﹂︵
六
︶
と
い
う
時
雄
の
言
葉
を
﹁
怪
不
得
他
爲
難
﹂︵
彼
が
困
る
の

も
無
理
は
な
い
︶
と
改
訳
す
る
こ
と
で
、
真
面
目
で
責
任
感
が
あ
り
、
同
情
深
い

時
雄
像
を
作
り
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
翻
訳
の
姿
勢
は
、
原
文
テ
キ
ス
ト
で
は
や
や
滑
稽
に
書
か
れ

て
い
る
竹
中
時
雄
を
、
立
派
な
人
物
に
反
転
さ
せ
る
ベ
ク
ト
ル
を
示
し
て
い
る
点

で
一
貫
し
て
い
る
。

三　

翻
訳
テ
キ
ス
ト
と
目
標
言
語
環
境
が
作
る
芳
子
像

翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
時
雄
像
が
反
転
さ
せ
ら
れ
た
の
に
対
応
し
て
、
翻
訳

テ
キ
ス
ト
と
目
標
言
語
環
境
︵
こ
こ
で
は
中
国
の
同
時
代
の
文
脉
を
指
し
て
い

る
︶
に
お
け
る
芳
子
像
は
ど
の
よ
う
な
変
容
を
見
せ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
翻
訳
テ

キ
ス
ト
に
現
れ
る
芳
子
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

原
文
：  

舎
監
の
ひ
ね
く
れ
た
老
婦
の
顔
色
を
見
て
、
陰
陽
に
物
を
言
つ
た
り
す
る

女
学
生
の
群
の
中
に
入
つ
て
居
て
は
、
家
庭
に
養
は
れ
た
少
女
の
や
う

に
、
単
純
に
、
物
を
見
る
こ
と
が
何
う
し
て
出
来
や
う
。
美
し
い
こ
と
、

理
想
を
養
ふ
こ
と
、
虚
栄
心
の
高
い
こ
と
―
―
か
う
い
ふ
傾
向
を
い
つ
と

な
し
に
受
け
て
、
芳
子
は
明
治
の
女
学
生
の
長
所
と
短
所
と
を
遺
憾
な
く

備
へ
て
居
た
。︵
二
︶

訳
文
：  

見
了
作
舍
監
的
執
拗
的
老
媪
的
面
孔
，
私
下
用
惡
言
誹
謗
，
既
入
了
這
樣

習
性
的
女
學
生
羣
中
，
要
想
她
再
像
在
家
庭
養
育
的
少
女
一
樣
心
地
單

純
，
如
何
能
夠
呢
。
理
想
宏
大
，
虛
榮
心
旺
盛
―
―
這
樣
的
傾
向
，
不
知

不
覺
地
沾
染
成
就
，
她
已
完
全
備
具
了
明
治
女
學
生
的
長
處
與
短
處
了
。

こ
の
一
節
で
は
、﹁
陰
陽
に
も
の
を
言
っ
た
り
す
る
﹂
は
﹁
私
下
用
惡
言
誹
謗
﹂
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︵
ひ
そ
か
に
悪
言
で
誹
謗
す
る
︶
と
改
訳
さ
れ
、﹁
単
純
に
、
物
を
見
る
こ
と
﹂
が

で
き
な
い
こ
と
は
﹁
心
地
單
純
﹂︵
心
だ
て
が
単
純
︶
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
芳
子
が
遅
く
ま
で
一
人
で
出
て
歩
く
こ
と
が
幾
度
も

あ
る
の
か
と
時
雄
に
問
わ
れ
た
姉
の
返
事
と
し
て
、﹁
い
ゝ
え
、
滅
多
に
あ
り
は

し
ま
せ
ん
よ
﹂︵
四
︶
は
﹁
不
，
也
不
常
是
如
此
﹂︵
い
い
え
、
常
に
そ
う
だ
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︶
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
訳
は
、
い
ず
れ
も

芳
子
の
負
の
側
面
を
原
文
よ
り
も
強
調
し
て
し
ま
う
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
一
節
で
﹁
美
し
い
こ
と
﹂
が
、
翻
訳
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
省
略
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
見
さ
さ
い
な
省
略
の
持
つ
意

味
は
小
さ
く
な
い
。

原
文
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
語
り
手
は
﹁
美
し
い
こ
と
﹂
を
﹁
明
治
の
女
学
生

の
長
所
﹂
と
し
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
前
後
の
文
脈
と
、
芳
子
が
い
つ
も
﹁
派
手
﹂

な
身
な
り
を
し
て
化
粧
を
す
る
こ
と
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
の
﹁
美
し
い
こ

と
﹂
は
﹁
美
し
く
す
る

0

0

0

こ
と
﹂
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
渡
部
周
子
氏

は
、
明
治
期
の
女
子
教
育
論
に
お
い
て
は
男
性
を
慰
安
す
る
こ
と
が
女
性
の
役
割

と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
女
性
の
容
貌
の
美
し
さ
に
高
い
価
値
が
置
か
れ
た
と
指
摘

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
女
子
教
育
論
の
中
で
服
装
や
髪
型
、
化
粧
と
姿
勢

な
ど
、
外
観
を
美
し
く
見
せ
る
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
の
大
切
さ
も
講
じ
ら
れ
て

い
た
と
言
う

!

。﹃
蒲
団
﹄
の
語
り
手
も
主
人
公
時
雄
も
、
こ
の
よ
う
な
女
子
教
育

論
を
内
面
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
語
り
手
は
堂
々
と
﹁
女
性
に
は

容
色
と
謂
ふ
も
の
が
是
非
必
要
で
あ
る
。
容
色
の
わ
る
い
女
は
い
く
ら
才
が
あ
つ

て
も
男
が
相
手
に
為
な
い
﹂︵
二
︶
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
芳
子
を
﹁
美
し

い
花
﹂
と
喩
え
る
時
雄
の
修
辞
や
、
芳
子
の
部
屋
に
﹁
さ
る
画
家
の
描
い
た
朝
顔

の
幅
を
選
ん
で
床
に
懸
け
、
懸
花
瓶
に
は
後
れ
咲
の
薔
薇
の
花
を
挿
し
た
﹂︵
五
︶

時
雄
の
行
為
も
、
当
時
の
女
子
教
育
論
を
髣
髴
さ
せ
る
。

し
か
し
、
原
文
テ
キ
ス
ト
で
﹁
明
治
の
女
学
生
の
長
所
﹂
と
さ
れ
て
い
る
﹁
美

し
い
こ
と
﹂
は
、
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
翻
訳
者
が
﹁
美
し
い
こ
と
﹂
を
芳
子
の
長
所
、
そ
し
て
﹁
明
治
の
女
学
生

の
長
所
﹂
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、﹁
美
し
く
す
る

0

0

0

こ
と
﹂
を
女
性

が
男
性
を
誘
惑
す
る

0

0

0

0

主
な
手
段
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
挙
げ
る
例
に
お
い
て
は
、
時
雄
を
誘
惑
す

る
芳
子
の
姿
が
よ
り
は
っ
き
り
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

原
文
：  

若
い
女
の
う
か
れ
勝
な
心
、
う
か
れ
る
か
と
思
へ
ば
す
ぐ
沈
む
。
些
細
な

こ
と
に
も
胸
を
動
か
し
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
も
心
を
痛
め
る
。
恋
で
も
な

い
、
恋
で
な
く
も
無
い
と
い
ふ
や
う
な
や
さ
し
い
態
度
、
時
雄
は
絶
え
ず

思
ひ
惑
つ
た
。︵
三
︶

訳
文
：  

妙
齡
女
子
常
現
輕
佻
，
才
輕
佻
即
復
沈
靜
。
對
於
些
微
的
事
情
，
也
會
無

端
地
動
情
，
無
謂
地
煩
悶
。
那
種
不
是
戀
愛
，
也
不
是
非
戀
愛
的
迷
離
態

度
，
不
斷
地
使
時
雄
受
其
誘
惑
。

こ
こ
で
﹁
う
か
れ
勝
な
心
﹂、﹁
う
か
れ
る
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
常
現
輕
佻
﹂︵
常

に
軽
佻
さ
を
現
す
︶、﹁
輕
佻
﹂
と
訳
さ
れ
、
芳
子
が
﹁
軽
佻
﹂
で
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
芳
子
の
﹁
や
さ
し
い

0

0

0

0

態
度
﹂
に
時
雄
が
﹁
絶
え
ず
思

い
惑
つ
た
﹂
こ
と
も
、
芳
子
の
﹁
迷
離

4

4

態
度
﹂︵
曖
昧
な

4

4

4

態
度
︶
が
﹁
不
断
地
使

時
雄
受
其
誘
惑
﹂︵
絶
え
ず
時
雄
に
そ
の
誘
惑
を
感
じ
さ
せ
る
︶
と
改
訳
さ
れ
、
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主
体
的
に
時
雄
を
誘
惑
す
る
芳
子
の
姿
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

原
文
：  

か
の
温
い
嬉
し
い
愛
情
は
、
単
に
女
性
特
有
の
自
然
の
発
展
で
、
美
し
く

見
え
た
眼
の
表
情
も
、
や
さ
し
く
感
じ
ら
れ
た
態
度
も
都
て
無
意
識
で
、

無
意
味
で
、︵
一
︶

訳
文
：  

那
温
柔
喜
悅
的
愛
情
，
或
只
是
女
性
特
有
的
自
然
的
發
展
，
那
美
妙
的
眼

波
，
溫
柔
的
態
度
，
都
是
無
意
識
的
無
意
味
的
，

こ
の
一
節
で
、
傍
線
部
の
﹁
見
え
た
﹂、﹁
感
じ
ら
れ
た
﹂
の
部
分
は
省
略
さ
れ

た
。
原
文
テ
キ
ス
ト
で
は
時
雄
の
感
じ
方
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
翻
訳

テ
キ
ス
ト
で
は
あ
た
か
も
芳
子
が
意
図
的
に
見
せ
て
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
﹁
美
妙
的
眼
波
﹂︵
美
し
い
目
の
表
情
︶
と
﹁
溫
柔
的
態
度
﹂︵
や
さ
し

い
態
度
︶
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
﹁
無
意
識
で
、
無
意
味
﹂
だ
と
解
釈
し
よ

う
と
す
る
時
雄
と
は
違
う
解
釈
の
可
能
性
が
中
国
人
読
者
に
提
示
さ
れ
た
の
で
あ

る
。﹁
美
し
い
目
の
表
情
﹂
と
い
う
女
性
の
外
見
の
美
は
男
性
を
惑
わ
せ
る
も
の

だ
と
考
え
る
翻
訳
者
・
夏
丏
尊
の
批
判
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
芳
子
と
時
雄
の
妻
と
の
間
の
力
学
も

微
妙
に
変
換
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
テ
キ
ス
ト
で
は
、
時
雄
の
妻
は
﹁
主
婦
﹂、﹁
女

主
人
﹂
と
し
て
、
近
代
社
会
の
中
に
し
っ
か
り
と
そ
の
居
場
所
を
確
保
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
芳
子
は
社
会
に
排
除
さ
れ
る
不
安
定
な
存
在
と
し
て
現
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
文
テ
キ
ス
ト
の
中
で
﹁
ハ
イ
カ
ラ
﹂
な
女
学
生
と
し
て
の

芳
子
の
容
貌
の
美
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
で
あ
る
﹁
庇
髪
﹂
が
翻
訳
テ
キ

ス
ト
の
中
で
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
束
髪
﹂︵
一
、二
︶、﹁
捲
髪
﹂﹁
廂
髪
﹂︵
四
︶、﹁
頭
﹂

︵
八
︶
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
時
雄
の
妻
の
結
婚
す
る
前
と
後
の
髪
型
﹁
桃
割
﹂
と
﹁
丸
髷
﹂
は
、
翻
訳
テ

キ
ス
ト
の
中
で
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
処
女
の
髪
型
の
名
前
﹂
と
﹁
人
妻
の
髪
型
の
名
前
﹂

と
注
を
加
え
ら
れ
、
処
女
で
も
な
い

0

0

0

0

0

0

、0

人
妻
に
も
な
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

芳
子
を
対
照
的
な
存

在
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
芳
子
像
は
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
女
学
生
の
と
ら
え
方
に
よ
っ

て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
派
手
過
ぎ
た
服
装
と
化
粧
か
ら
女
学
生
を

﹁
娼
妓
﹂
と
変
わ
ら
な
い
存
在
と
し
て
非
難
す
る
傾
向
は
﹁
女
学
生
﹂
が
現
れ
始

め
た
当
初
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
が

@

、
一
九
二
五
年
当
時
、
中
国
文
壇
で
最
も
影
響

力
の
大
き
か
っ
た
婦
人
雑
誌
﹃
婦
女
雑
誌
﹄
の
特
集
﹁
女
学
生
号
﹂︵
一
一
巻
六

号
、
一
九
二
五
・
六
︶
に
お
い
て
も
、
女
学
生
の
派
手
な
身
な
り
に
対
す
る
批
判

は
な
お
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
評
論
か
ら
考
え
れ
ば
、
当

時
の
中
国
文
壇
に
お
い
て
は
、﹁
ハ
イ
カ
ラ
過
ぎ
﹂
た
芳
子
は
ま
さ
に
批
判
さ
れ

る
べ
き
典
型
的
な
女
学
生
だ
っ
た
。﹃
東
方
雑
誌
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
夏
丏
尊
の
訳

文
の
後
に
は
、﹁
日
本
の
舞
子
﹂
と
題
す
る
絵
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
、
芳
子
に
対
す
る
中
国
文
壇
の
眼
差
し
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

原
文
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
芳
子
は
美
し
い
容
貌
を
長
所
に
持
つ
﹁
新
し
い

時
代
﹂
の
代
表
と
し
て
時
雄
が
欲
望
し
、
同
時
に
﹁
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹂
を
感
じ

る
対
象
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
翻
訳
テ
キ
ス
ト
と
目
標
言
語
環
境
の
中

国
に
お
い
て
は
、
芳
子
は
ま
ず
美
し
さ
を
武
器
に
時
雄
を
誘
惑
す
る
主
体
と
し
て

立
ち
現
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

先
に
挙
げ
た
例
文
に
お
い
て
、﹁
些
細
な
こ
と
に
も
胸
を
動
か
し
、
つ
ま
ら
ぬ
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こ
と
に
も
心
を
痛
め
る
﹂
と
い
う
一
文
は
﹁
對
於
些
微
的
事
情
，
也
會
無
端
地

4

4

4

動

情
，
無
謂
地
煩
悶

4

4

4

4

4

﹂︵
些
細
な
こ
と
に
も
、
ゆ
え
な
く

4

4

4

4

胸
を
動
か
し
、
無
意
味
に

4

4

4

4

煩
悶
す
る

4

4

4

4

︶
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
芳
子
が
﹁
心
を
痛
め
る
﹂
こ
と
が
時
雄
と
同
じ

水
準
の
﹁
煩
悶
﹂
と
訳
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
そ
れ
は
﹁
無
意
味
﹂
な
も
の

と
形
容
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

芳
子
の
容
貌
の
美
し
さ
と
﹁
煩
悶
﹂
に
対
す
る
翻
訳
テ
キ
ス
ト
の
否
定
は
、
単

な
る
否
定
以
上
の
意
味
を
持
つ
。
女
性
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
求
め
る
こ
と
を
批
判

す
る
当
時
の
男
性
知
識
人
の
文
章
に
お
い
て
、﹁
過
分
﹂
に
装
飾
を
追
及
す
る
こ

と
は
女
性
を
男
性
の
装
飾
品
に
し
て
し
ま
う
、
女
性
解
放
に
反
す
る
行
為
だ
と

非
難
す
る
意
見
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
時
間
と
金
銭
を
費
や
す

よ
り
、
改
革
や
救
国
な
ど
の
社
会
運
動
に
参
加
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
も
の
も

多
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
非
難
と
主
張
の
背
後
に
は
、
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

と
﹁
煩
悶
﹂
を
、
中
国
の
男
性
知
識
人
が
追
い
求
め
る
改
革
や
国
家
建
設
な
ど
と

い
っ
た
よ
り
大
き
な
﹁
理
想
﹂
に
反
す
る
も
の

0

0

0

0

0

と
し
て
位
置
づ
け
る
コ
ン
テ
ク
ス

ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
女
性
解
放
や
救
国
な
ど
の
大
き
な
﹁
理
想
﹂
と
比
べ

る
と
、
芳
子
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
煩
悶
は
﹁
無
意
味
﹂
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
時
雄
と
芳
子
に
関
す
る
改
訳
は
構
造
的
に
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
問
い
た
い
。

四　

  

い
か
に
〈
新
し
い
知
識
人
〉
を
読
み
込
む
か 

―
方
光
燾
の
読
み
を
通
し
て
―

﹃
蒲
団
﹄
の
翻
訳
に
つ
い
て
、
同
じ
日
本
留
学
経
験
者
で
、
一
時
期
夏
丏
尊
の

同
僚
で
も
あ
っ
た
方
光
燾
︵
一
八
九
八
―
一
九
六
四
︶
が
﹁
愛
慾
﹂︵﹃
一
般
﹄

一
九
二
六
年
一
一
月
号
︶
と
題
す
る
長
い
序
文
を
寄
せ
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

田
山
花
袋
は
煉
獄
の
中
で
真
剣
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
一
人
で
あ
る
。

﹃
棉マ
マ

被
﹄
は
す
な
わ
ち
彼
の
懺
悔
の
実
録
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
作

中
の
主
人
公
は
す
な
わ
ち
田
山
氏
自
身
で
あ
る
。
彼
は
霊
肉
の
衝
突
、
愛
欲

の
闘
争
に
対
し
て
、
正
に
大
胆
真
摯
に
叙
述
し
、
厳
粛
露
骨
に
描
写
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

︵
中
略
︶

　

も
と
も
と
﹃
棉マ
マ

被
﹄
は
さ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
作
品
で
は
な
い
、
竹
中
時
雄
も

さ
し
て
す
ば
ら
し
い
人
物
で
は
な
い
。︵
中
略
︶
彼
は
平
凡
な
私
た
ち
と
同

じ
く
、
愛
欲
の
闘
争
と
霊
肉
の
衝
突
に
お
い
て
、
苦
悶
と
悲
哀
が
あ
っ
た
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
苦
悶
と
悲
哀
の
真
中
で
、
真
摯
に
、
厳
粛
に

自
己
を
客
観
視
し
、
さ
ら
に
偽
り
な
く
大
胆
に
自
己
を
暴
露
し
た
。
こ
の

点
が
竹
中
時
雄
の
偉
大
さ
で
、
ま
た
田
山
花
袋
の
偉
大
な
と
こ
ろ
で
も
あ

ろ
う

#

。

方
光
燾
は
﹃
綿
被
﹄
を
田
山
花
袋
の
﹁
懺
悔
の
実
録
﹂
と
し
て
、
竹
中
時
雄

︵
＝
田
山
花
袋
︶
が
﹁
愛
欲
の
闘
争
と
霊
肉
の
衝
突
﹂
の
中
で
、﹁
真
摯
に
、
厳
粛
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に
自
己
を
客
観
視
し
、
偽
り
な
く
大
胆
に
自
己
を
暴
露
し
た
﹂
と
こ
ろ
に
大
い
に

感
心
す
る
。
そ
し
て
、﹁
愛
欲
の
闘
争
と
霊
肉
の
衝
突
﹂
を
め
ぐ
る
時
雄
の
﹁
苦

悶
と
悲
哀
﹂
に
は
﹁
平
凡
な
私
た
ち
﹂
が
誰
で
も
持
つ
も
の
と
し
て
強
い
共
感
を

示
す
。

方
光
燾
が
﹁
愛
慾
﹂
を
書
い
た
の
は
、
夏
丏
尊
を
中
心
と
し
て
一
九
二
五
年
に

創
立
さ
れ
た
立
達
中
学
︵
後
に
立
達
学
園
と
改
名
︶
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
時
で

あ
る
。
後
に
夏
丏
尊
と
と
も
に
雑
誌
﹃
一
般
﹄
の
編
集
も
担
当
し
て
お
り
、
夏

丏
尊
と
共
通
し
た
文
学
理
念
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
立
達
学
園
の
同

僚
の
一
人
で
あ
る
趙
景
深
の
記
憶
に
よ
る
と
、
立
達
学
園
に
い
る
間
、﹁
同
僚
中
、

例
え
ば
朱
光
潜
、
白
采
、
方
光
燾
、
豊
子
愷
、
馬
宗
融
ら
作
家
た
ち
は
よ
く
集
ま
っ

て
い
た
。︵
略
︶
丏
尊
が
訳
し
た
田
山
花
袋
﹃
綿
被
﹄
の
原
稿
は
当
時
得
意
に
な
っ

て
何
節
か
を
朗
読
し
て
我
々
に
聞
か
せ
た
こ
と
が
あ
る
﹂
と
言
う

$

。
こ
の
よ
う
な

事
情
と
、
夏
丏
尊
が
わ
ざ
わ
ざ
方
光
燾
に
﹃
綿
被
﹄
の
序
文
を
頼
ん
だ
こ
と
と
を

考
え
れ
ば
、
方
光
燾
の
読
み
は
当
時
の
中
国
の
知
識
人
の
意
見
を
か
な
り
の
程
度

代
表
し
て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、﹃
綿
被
﹄
に
対
す
る
方
光
燾
の
読
み
と
比
較
す
る
た
め
に
、﹃
蒲
団
﹄

に
対
す
る
日
本
の
同
時
代
評
を
想
起
し
た
い
。﹁
実
際
に
於
い
て
は
余
り
客
観
し

て
ゐ
る
余
裕
が
為
さ
さ
う
だ
﹂︵
天
野
逸
人
﹁
田
山
花
袋
氏
の
﹃
蒲
団
﹄﹂﹃
明
星
﹄、

一
九
〇
七
・
一
〇
︶、﹁
作
者
の
態
度
は
主
人
公
の
主
観
的
説
話
式
で
あ
る
。
而

も
余
裕
の
な
い
、
逼
迫
し
た
調
子
で
あ
る
。︵
略
︶
主
人
公
と
作
者
そ
の
人
と
の

間
に
は
殆
ん
ど
距
離
が
な
い
﹂︵
片
上
天
弦
﹁﹃
蒲
団
﹄
合
評
﹂﹃
早
稲
田
文
学
﹄、

一
九
〇
七
・
一
〇
︶、﹁
批
判
の
態
度
が
不
足
し
、
実
感
に
す
ぎ
て
居
る
﹂︵
水
野

葉
舟
、
前
出
﹁﹃
蒲
団
﹄
合
評
﹂︶
な
ど
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
文

壇
は
、﹁
大
胆
に
自
己
を
暴
露
し
た
﹂
田
山
花
袋
の
人
格
の
﹁
偉
大
﹂
さ
を
認
め

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
作
家
の
﹁
客
観
﹂
的
態
度
の
不
足
と
﹁
余
裕
﹂、﹁
批
判
﹂
の

足
り
な
さ
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
た

%

。

こ
れ
に
対
し
て
、
方
光
燾
の
﹃
綿
被
﹄
評
に
お
い
て
、﹁
客
観
﹂
的
態
度
と
﹁
批

判
﹂
の
足
り
な
さ
な
ど
作
品
の
出
来
に
関
す
る
点
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
方
光
燾
が
幾
た
び
も
時
雄
の
﹁
厳
粛
、
真
摯
﹂

さ
を
称
賛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
胆
に
自
己
の
内
面
を
暴
露

し
た
時
雄
︵
＝
花
袋
︶
の
人
格
が
評
価
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と

が
も
っ
と
も
顕
著
に
表
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
序
文

の
最
後
に
お
い
て
方
光
燾
は
、
中
国
の
あ
る
高
等
師
範
学
校
の
教
授
が
起
こ
し
た

事
件
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
教
授
は
、
自
分
が
妻
を
持
つ
身
で
二
人
の

女
子
学
生
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
最
初
は
堂
々
と
吹
聴
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
後
に
そ
れ
を
許
さ
な
い
軍
閥
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
ま
た
す

ぐ
さ
ま
そ
の
こ
と
を
否
定
し
て
、
人
に
陥
れ
ら
れ
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
方
光
燾
は
、﹁
酔
生
夢
死
で
、
偽
り
の
中
で
生
活
し
て
い
る
中
国
人
の
中

か
ら
は
、
一
人
の
竹
中
時
雄
を
見
つ
け
出
す
の
も
難
し
い
の
だ
﹂
と
嘆
く
。
方
光

燾
の
嘆
き
に
お
い
て
、
愛
欲
の
闘
争
と
霊
肉
の
衝
突
を
告
白
す
る
行
為
が
、
道
徳

的
に
正
し
い
、
尊
い
も
の
と
し
て
作
中
人
物
と
作
家
の
人
格
を
保
証
す
る
指
標
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
行
し
た
時
雄
と
花
袋
も
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
人
格
が
称
賛
さ
れ
、
中
国
の
国
民
性
批
判
に
も
意
義
の
あ
る
人
物
と
し
て
讃
え

ら
れ
た
の
だ
。
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﹁
愛
慾
﹂
と
い
う
序
文
の
ほ
か
の
部
分
も
見
て
み
よ
う
。
方
光
燾
は
こ
の
中
で
、

十
年
近
く
前
に
東
京
に
留
学
し
て
い
た
頃
に
﹃
蒲
団
﹄
を
読
ん
だ
体
験
を
振
り
返

り
、
当
時
は
時
雄
と
同
じ
よ
う
に
い
つ
か
美
し
い
女
弟
子
を
門
下
に
お
い
て
教
育

し
、
共
に
文
学
を
耽
読
す
る
と
い
う
甘
い
夢
を
見
て
い
た
と
述
べ
た
上
で
、
次
の

よ
う
に
そ
の
時
の
読
み
を
浅
薄
な
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
あ

の
情
熱
的
で
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
少
年
時
代
に
あ
っ
て
、
私
は
も
と
も
と
空
想
と

幻
の
夢
に
ふ
け
っ
て
い
て
、
書
中
の
深
い
切
実
な
悲
哀
と
人
生
の
煩
悶
は
当
然
理

解
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
。
そ
し
て
、
十
年
近
く
後
の
﹁
今
﹂、
生
活
の
た
め
に
奔

走
し
て
﹁
現
実
社
会
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
苦
労
を
味
わ
い
、
少
な
か
ら
ぬ
教
訓

を
受
け
﹂
て
﹁
三
〇
﹂
代
に
な
っ
た
自
分
に
、
よ
う
や
く
こ
の
作
品
の
良
さ
、
主

人
公
の
悲
哀
と
苦
悶
が
わ
か
る
と
言
う
の
だ
。

　

年
齢
は
幸
い
に
も
私
に
損
を
さ
せ
て
い
な
い
。﹃
棉マ
マ

被
﹄
も
私
を
欺
い
て

は
い
な
い
。
本
の
中
の
主
人
公
の
悲
哀
と
苦
悶
は
、
現
在
の
私
に
は
特
に
幾

分
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
が
、
本
当
に
私
の
心
の
中
で
も
、

つ
い
に
同
じ
よ
う
な
悩
み
と
憂
え
を
感
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
、﹁
要
す
る
に
、
作
者
は
性
欲
、
そ
れ
も
三
十
五
六
理
智
の
拘
束
あ
る

性
欲
を
説
明
し
て
成
マ
マ
し
た
﹂、﹁
眼
の
恋
、
肉
の
恋
に
過
ぎ
ぬ
﹂
と
い
う
同
時
代

の
日
本
に
お
け
る
中
村
星
湖
の
評
︵
前
出
﹁﹃
蒲
団
﹄
合
評
﹂︶
や
以
下
の
片
上
天

弦
の
評
を
参
照
す
れ
ば
、
方
光
燾
の
強
い
共
感
の
質
は
一
層
際
立
つ
だ
ろ
う
。

　

そ
の
荒
凉
た
る
生
活
を
作
の
上
に
感
じ
て
主
人
公
に
同
感
す
る
こ
と
が
出

来
に
く
い
。
随
つ
て
そ
れ
か
ら
出
立
し
て
ゐ
る
、
主
人
公
の
感
情
の
動
揺
や

苦
悶
が
如
何
に
も
所い
は
れ以
な
い
や
う
な
、
浅
は
か
な
や
う
な
こ
と
に
な
つ
て
来

る
。
つ
ま
り
、
作
の
上
で
は
少
く
と
も
正
邪
の
判
別
を
容
さ
ぬ
ほ
ど
の
情
の

魅
力
の
土
台
が
弱
い
。︵
前
出
﹁﹃
蒲
団
﹄
合
評
﹂︶

中
年
男
の
性
欲
を
描
い
た
こ
の
作
品
に
、
中
村
星
湖
も
片
上
天
弦
も
共
感
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
。
中
村
星
湖
と
片
上
天
弦
の
よ
う
な
時
雄
よ
り
一
回
り

0

0

0

0

0

0

0

も
年
下
の

0

0

0

0

文
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、︿
中
年
の
恋
﹀
は
い
か
に
も
理
解
し
が
た
い

異
質
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ

^

。
そ
れ
に
比
べ
て
、
方
光
燾
の
深
い
感
銘
に
は
ど
の

よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
青
年
た
ち
に
と
っ
て
は
﹁
異
質
﹂
な

︿
中
年
の
恋
﹀
を
、
よ
り
一
般
的
な
﹁
平
凡
な
私
た
ち
﹂
が
誰
で
も
持
つ
﹁
苦
悶

と
悲
哀
﹂
と
し
て
そ
の
﹁
異
質
﹂
性
を
払
拭
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
よ
り
深
い

意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
青
年
時
代
に
読
ん
だ
﹁
扇
情
的
﹂
な
恋
愛
の
テ
ー
マ

を
否
定
し
て
み
せ
て
い
る
。

﹃
蒲
団
﹄
に
対
す
る
方
光
燾
の
読
み
は
、
厨
川
白
村
の
﹃
近
代
文
学
十
講
﹄
か

ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

&

。﹃
近
代
文
学
十
講
﹄
の
中
で
、
厨

川
白
村
は
欧
州
近
代
の
文
芸
思
潮
の
変
遷
を
人
の
一
生
に
譬
え
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

い
ま
人
の
一
生
で
い
ふ
と
、
仏
蘭
西
革
命
後
の
浪
漫
主
義
時
代
は
ま
さ
に

二
十
歳
前
後
の
活
気
溌
剌
た
る
青
年
期
で
、
所
謂
世
間
見
ず
向
不
見
の
情
熱

時
代
と
も
言
は
れ
よ
う
。
ひ
た
す
ら
空
想
夢
幻
の
境
に
あ
こ
が
れ
て
、
未
だ

深
く
人
生
の
現
実
を
顧
み
る
に
至
ら
な
か
つ
た
頃
で
あ
る
。
そ
れ
が
前
世

紀
の
中
頃
自
然
科
学
万
能
の
時
代
に
入
る
と
共
に
、
実
証
論
の
影
響
を
受
け

て
、
人
の
心
に
は
現
実
感
が
盛
に
な
つ
た
。
忽
然
と
し
て
今
ま
で
の
美
し
い

夢
は
破
れ
て
、
こ
こ
に
醜
穢
悲
惨
な
世
相
を
あ
り
の
儘
に
観
じ
た
。
同
時
に
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旧
来
の
理
想
や
信
仰
や
総
て
を
破
壊
し
去
つ
て
、
之
を
懐
疑
の
淵
に
投
ず
る

と
共
に
、
人
心
は
い
ふ
可
か
ら
ざ
る
暗
愁
に
鎖
さ
れ
て
煩
悶
し
た
る
自
然
主

義
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
づ
人
の
一
生
で
い
へ
ば
三
十
前
後
の
頃
で
も
あ

ら
う
か
、
初
め
て
人
の
夫
と
な
り
父
と
な
つ
て
生
活
の
圧
迫
に
悩
み
、
ま
の

あ
た
り
人
生
の
惨
憺
た
る
事
実
に
接
し
て
は
、
青
年
時
代
の
理
想
も
希
望
も

凡
て
消
え
失
せ
て
、
茲
に
し
み
〴
〵
と
孤
独
寂
寥
を
感
ず
る
頃
の
様
で
あ
ら

う
が
︵
後
略
︶

*

こ
の
中
で
、
厨
川
白
村
は
進
化
論
的
歴
史
観
に
基
づ
き
、︿
浪
漫
主
義
＝
二
十

歳
前
後
＝
情
熱
的
、
空
想
的
、
自
然
主
義
＝
三
十
歳
前
後
＝
懐
疑
的
、
現
実
的
﹀

と
い
う
図
式
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
歳
前
後
の
浪
漫
主
義
が
三
〇
歳
前

後
の
﹁
煩
悶
し
た
る
﹂
自
然
主
義
に
変
わ
る
の
は
、﹁
生
活
の
圧
迫
に
悩
み
、
ま

の
あ
た
り
人
生
の
惨
憺
た
る
事
実
に
接
し
て
は
、
青
年
時
代
の
理
想
も
希
望
も
凡

て
消
え
失
せ
﹂
る
た
め
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
主
張
の
中
で
、
浪
漫
主

義
の
後
に
来
る
自
然
主
義
が
よ
り
﹁
進
化
﹂
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

方
光
燾
も
、
自
ら
の
二
〇
代
を
﹁
情
熱
的
で
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
少
年
時
代
﹂

と
呼
ん
で
お
り
、
当
時
の
﹃
蒲
団
﹄
理
解
を
﹁
空
想
﹂
的
な
も
の
と
し
て
否
定
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
三
〇
代
に
な
っ
て
、
生
活
の
た
め
に
鞭
打
た
れ
て
﹁
恋
愛
や

ら
結
婚
や
ら
﹂
の
夢
が
す
で
に
破
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
は
じ
め
て
時
雄
の

﹁
悲
哀
と
苦
悶
﹂
に
同
感
で
き
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
方
光
燾
の
評
論
は
、
厨
川

の
見
方
と
明
ら
か
に
対
応
し
て
い
て
、
厨
川
の
図
式
を
そ
の
ま
ま
﹃
綿
被
﹄
の
読

み
に
敷
衍
し
た
感
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
三
〇
代
の
読
み
は
二
〇
代
の
そ
れ
よ
り
も

正
し
い
の
だ
と
す
る
点
も
、
進
化
論
的
歴
史
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
読

み
方
に
よ
っ
て
、
よ
り
﹁
新
し
い
﹂
文
学
思
潮
と
し
て
の
自
然
主
義
と
と
も
に
、

三
〇
代
の
自
分
た
ち
も
よ
り
﹁
進
化
﹂
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

方
光
燾
の
﹃
綿
被
﹄
評
は
、
夏
丏
尊
が
後
に
書
い
た
﹃
文
芸
論
Ａ
Ｂ
Ｃ
﹄
に
お

い
て
表
し
た
文
芸
論
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。﹃
文
芸
論
Ａ
Ｂ

Ｃ
﹄
の
中
で
夏
丏
尊
は
、
よ
い
文
学
作
品
は
作
家
の
尊
き
情
熱
と
真
摯
な
る
態
度

の
表
現
で
あ
り
、
作
品
を
読
む
こ
と
は
、
作
家
の
心
境
に
共
鳴
す
る
こ
と
で
作
家

的
地
位
に
近
づ
け
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る

(

。﹁
一
流
の
読
者
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
作
家
と
同
様
の
心
境
を
持
ち
え
る
人
間
で
あ
る
﹂
な
ど
の
表
現
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
夏
丏
尊
の
主
張
に
お
い
て
、
作
家
は
絶
対
的
な
道
徳
的
価
値
基
準
と

さ
れ
、
尊
き
人
格
と
時
代
の
先
を
走
る
新
し
さ
を
同
時
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

方
光
燾
は
﹃
綿
被
﹄
に
対
す
る
読
み
に
お
い
て
、
作
中
人
物
時
雄
と
作
家
田
山

花
袋
に
尊
き
人
格
と
﹁
新
し
さ
﹂
を
読
み
込
み
、
自
ら
も
彼
ら
に
強
い
共
感
を
示

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
順
序
の
問
題
は
別
と
し
て
、
方
光
燾
は
夏
丏
尊
の
理
論
を

実
践
し
て
見
せ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
夏
丏
尊
の
主
張
と
方
光
燾
の
読
み
に
よ
っ

て
、
原
文
テ
キ
ス
ト
と
日
本
と
い
う
起
点
言
語
環
境
に
お
け
る
、﹁
文
学
上
の
閲

歴
﹂
が
﹁
遅
れ
勝
﹂
で
、
中
村
星
湖
と
片
上
天
弦
ら
若
い
世
代
の
文
学
者
に
理
解

さ
れ
な
い
時
雄
像
は
、
尊
い
人
物
と
し
て
も
う
一
度
反
転
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
時
雄
と
作
家
田
山
花
袋
に
共
感
を
示
す
こ
と
で
、
中
国
の

知
識
人
は
自
分
た
ち
の
人
格
と
﹁
新
し
さ
﹂
も
同
時
に
担
保
す
る
。

方
光
燾
の
﹃
綿
被
﹄
評
は
、
一
九
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
綿
被
﹄
単
行
本
の
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巻
首
に
付
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
単
行
本
が
出
る
前
の
一
九
二
六
年
に
、
す

で
に
夏
丏
尊
が
編
集
し
て
い
た
雑
誌
﹃
一
般
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
、
方
光
燾
の
読
み
が
夏
丏
尊
を
は
じ
め
と
す
る
知
識
人
た
ち
に
広
く
認
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に
﹃
綿
被
﹄
を
読
む
多

く
の
人
た
ち
の
読
み
を
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
事
実
、

方
光
燾
は
序
文
の
中
で
、﹃
蒲
団
﹄
の
﹁
扇
情
的
な
事
実
ば
か
り
を
注
意
し
﹂
た

一
〇
年
前
の
自
ら
の
読
み
は
﹁
こ
の
本
を
真
実
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
述

べ
た
上
で
、
中
国
人
読
者
の
読
み
を
次
の
よ
う
に
誘
導
し
よ
う
と
す
る
。

　

中
国
語
訳
本
が
世
に
出
て
、
国
中
こ
の
本
を
愛
読
す
る
青
年
も
多
少
い
る

と
信
じ
る
。
そ
の
中
に
あ
る
い
は
一
人
か
二
人
私
の
よ
う
な
不
注
意
な
人
が

い
て
、
事
実
だ
け
を
求
め
て
、
鵜
呑
み
の
よ
う
に
﹃
棉マ
マ

被
﹄
を
粗
末
に
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
責
任
は
お
そ
ら
く
翻
訳
者
が
負
え
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

終
わ
り
に

本
稿
は
、
田
山
花
袋
﹃
蒲
団
﹄
と
そ
の
中
国
語
訳
﹃
綿
被
﹄
の
比
較
を
通
し
て
、

翻
訳
テ
キ
ス
ト
と
目
標
言
語
環
境
に
お
け
る
時
雄
像
と
芳
子
像
の
構
造
的
な
変
形

を
そ
れ
ぞ
れ
み
て
き
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
男
性
知
識
人
が
い
か
に
﹃
蒲
団
﹄
と

い
う
外
国
文
学

0

0

0

0

の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
替
え
、
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、︿
新

し
い
知
識
人
﹀
と
し
て
の
自
ら
の
主
体
性
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
論
じ
て

き
た
。

方
光
燾
が
そ
の
読
み
に
お
い
て
非
常
な
共
感
を
示
し
た
時
雄
の
﹁
苦
悶
と
悲

哀
﹂。
翻
訳
テ
キ
ス
ト
と
目
標
言
語
環
境
で
﹁
無
意
味
﹂
な
も
の
と
し
て
否
定
さ

れ
る
芳
子
の
﹁
美
し
さ
﹂
と
﹁
煩
悶
﹂。
そ
し
て
方
光
燾
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る

﹁
青
年
世
代
﹂
の
読
み
。
こ
う
し
た
一
連
の
﹁
取
捨
選
択
﹂
に
お
い
て
、
時
雄
の

﹁
性
欲
﹂
を
め
ぐ
る
﹁
苦
悶
と
悲
哀
﹂
は
、﹁
科
学
﹂
や
﹁
進
化
﹂
な
ど
の
概
念
に

よ
っ
て
、︿
新
し
さ
﹀
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
雄
も
﹁
大

胆
に
自
己
を
暴
露
し
た
﹂
作
家
田
山
花
袋
も
尊
き
人
格
を
持
つ
人
間
と
し
て
評
価

さ
れ
、
中
国
の
国
民
性
批
判
に
対
す
る
意
義
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
。

注1

　

 ﹁
恋
愛
妄
想
と
無
意
識
―
﹃
蒲
団
﹄
と
中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
作
家
・
施
蟄
存
―
﹂﹃
比

較
文
学
研
究
﹄
八
二
号
、
二
〇
〇
三
・
九
。

　

2

　

 

夏
丏
尊
は
一
九
二
〇
年
か
ら
す
で
に
意
識
的
に
自
然
主
義
文
学
を
翻
訳
し
始
め
て

い
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
夏
丏
尊
が
﹁
さ
す
が
に
自
然
主
義
文
学
の

先
駆
者
﹂
だ
と
称
賛
し
た
国
木
田
独
歩
の
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
二
一
年
か

ら
一
九
二
七
年
ま
で
、
夏
丏
尊
は
独
歩
の
﹁
女
難
﹂、﹁
夫
婦
﹂、﹁
牛
肉
と
馬
鈴
薯
﹂、

﹁
疲
労
﹂
と
﹁
第
三
者
﹂
を
次
々
と
翻
訳
し
た
。

　

3

　

 

広
義
の
五
四
運
動
期
は
、
伝
統
文
化
批
判
、
科
学
や
民
主
の
推
奨
、
文
学
改
革
な

ど
を
主
な
内
容
と
す
る
新
文
化
運
動
の
期
間
と
重
な
り
、
大
体
一
九
一
〇
年
代
後

半
か
ら
二
〇
年
代
ま
で
の
間
を
指
す
。

　

4

　

 

史
書
美
著
、
何
恬
訳
﹃
現
代
的
誘
惑:

書
写
半
植
民
地
中
国
的
現
代
主
義
︵1917

―1937

︶﹄
江
蘇
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
・
四
。

　
5

　

 ﹁
女
難
﹂
訳
者
記
、﹃
小
説
月
報
﹄
一
二
巻
一
二
号
、
一
九
二
一
・
一
二
。

　
6

　
 

注4

を
参
照
。

　

7
　

 

た
と
え
ば
、
伊
藤
虎
丸
﹃
近
代
の
精
神
と
中
国
現
代
文
学
﹄︵
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
七
・
一
〇
︶
や
大
東
和
重
﹃
郁
達
夫
と
大
正
文
学
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
二
・
一
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

8

　

 

一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
文
学
研
究
会
と
創
造
社
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
対

立
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
二
〇
年
代
の
初
頭
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
主
に
﹁
人



三
六

夏
丏
尊
訳
・
田
山
花
袋
『
蒲
団
』
の
問
題
系
（
顔
）

生
の
た
め
の
芸
術
﹂
と
﹁
芸
術
の
た
め
の
芸
術
﹂
と
の
対
立
と
し
て
要
約
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
自
然
主
義
に
対
す
る
両
者
の
態
度
も
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
︵
前
者
は
推
奨
、
後
者
は
批
判
︶。

　

9

　

 ﹁︿
文
学
﹀
の
裏
切
り
―
﹃
蒲
団
﹄
と
自
然
主
義
―
﹂﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
一
〇
〇
集
、

一
九
九
〇
・
三
。

　

0

　

 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
高
橋
敏
夫
﹁﹃
蒲
団
﹄
―
＂
暴
風
＂
に
区
切
ら
れ
た
物

語
―
﹂︵﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
八
七
集
、
一
九
八
五
・
一
〇
︶、
棚
田
嘉
輝
﹁
田
山
花

袋
﹁
蒲
団
﹂
―
語
り
手
の
位
置
・
覚
え
書
―
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
第
五
六
巻
第
五
号
、

一
九
八
七
・
五
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

!

　

 ﹃︿
少
女
﹀
像
の
誕
生
―
近
代
日
本
に
お
け
る
﹁
少
女
﹂
規
範
の
形
成
﹄
新
泉
社
、

二
〇
〇
七
・
一
二
。

　

@

　

 

季
家
珍
著
、
楊
可
訳
﹃
歴
史
宝
筏
：
過
去
、
西
方
与
中
国
婦
女
問
題
﹄
江
蘇
人
民

出
版
社
、
二
〇
一
一
・
一
一
。

　

#

　

 

翻
訳
は
前
出
・
大
東
和
重
﹁
恋
愛
妄
想
と
無
意
識
―
﹃
蒲
団
﹄
と
中
国
モ
ダ
ニ
ズ

ム
作
家
・
施
蟄
存
―
﹂
で
の
訳
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
、﹁
不
必
説
，
書
中
的
主
人

公
，
便
是
田
山
氏
自
身
了
！
﹂
の
一
文
を
﹁
作
中
の
主
人
公
が
、
田
山
氏
自
身
で

あ
る
か
ど
う
か
は
い
わ
な
く
と
も
よ
い
！
﹂
と
訳
し
た
の
は
大
東
氏
の
誤
訳
で
あ

る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

$

　

 

趙
景
深
﹁
紀
念
夏
丏
尊
﹂、
夏
弘
寧
編
﹃
夏
丏
尊
紀
念
文
集
﹄
上
虞
市
文
学
芸
術

界
聯
合
会
、
二
〇
〇
一
・
一
〇
。

　

%

　

 

大
東
和
重
﹁
読
む
こ
と
の
規
制
―
田
山
花
袋
﹃
蒲
団
﹄
と
作
者
を
め
ぐ
る
思
考
の

磁
場
﹂︵﹃
文
学
の
誕
生　

藤
村
か
ら
漱
石
へ
﹄
講
談
社
、
二
〇
〇
六
・
一
二
︶
で

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
抱
月
ら
に
見
ら
れ
る
︿
告
白
小
説
﹀
と
し
て
の
読
み
は
、

日
本
の
同
時
代
の
批
評
に
お
い
て
必
ず
し
も
支
配
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

^

　

 

こ
の
点
は
飯
田
祐
子
﹁︿
告
白
﹀
を
微
分
す
る　

明
治
四
〇
年
代
に
お
け
る
異
性

愛
と
同
性
愛
と
同
性
社
会
性
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
成
﹂︵﹃
現
代
思
想
﹄
二
七
巻
一
号
、

一
九
九
九
・
一
︶
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
日
本
で

も
︿
中
年
の
恋
﹀
に
共
感
す
る
人
々
が
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
本
論
で

は
日
本
の
同
時
代
評
に
対
す
る
中
国
の
そ
れ
の
異
質
さ
よ
り
は
、︿
中
村
星
湖
と
片

上
天
弦
ら
二
〇
代
の
青
年
た
ち
／
時
雄
と
同
じ
三
〇
代
の
方
光
燾
﹀
の
間
の
差
異

を
強
調
し
た
い
。

　

&

　

 

前
掲
・
大
東
和
重
﹁
恋
愛
妄
想
と
無
意
識
―
﹃
蒲
団
﹄
と
中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
作
家
・

施
蟄
存
―
﹂
は
、
方
光
燾
の
読
み
は
厨
川
白
村
の
﹃
苦
悶
の
象
徴
﹄
か
ら
影
響
を

受
け
た
と
し
て
い
る
が
、
本
文
で
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、﹃
苦
悶
の
象
徴
﹄

よ
り
﹃
近
代
文
学
十
講
﹄
か
ら
受
け
た
影
響
の
方
が
よ
り
明
確
に
見
え
る
。﹃
近
代

文
学
十
講
﹄
の
部
分
的
な
翻
訳
と
紹
介
は
一
九
一
九
年
か
ら
す
で
に
田
漢
を
は
じ

め
と
す
る
中
国
の
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
一
九
二
一
年
と
一
九
二
二
年

に
は
上
下
に
分
か
れ
て
、
羅
迪
先
に
よ
る
翻
訳
の
単
行
本
が
出
さ
れ
た
。
詳
細
は

工
藤
貴
正
﹃
中
国
語
圏
に
お
け
る
厨
川
白
村
現
象
―
隆
盛
・
衰
退
・
回
帰
と
継
続
﹄

︵
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
・
二
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

*

　

 ﹃
厨
川
白
村
集
第
一
巻
﹄
厨
川
白
村
集
刊
行
会
、
一
九
二
四
・
一
二
。

　

(

　

 

夏
丏
尊
﹃
文
芸
論
Ａ
Ｂ
Ｃ
﹄
世
界
書
局
、
一
九
二
八
・
九
。
本
稿
は
﹃
夏
丏
尊
文

集
・
文
心
之
輯
﹄︵
浙
江
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
三
・
二
︶
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を

参
照
し
た
。

付
記　

夏
丏
尊
が
翻
訳
の
際
に
依
拠
し
た
原
文
テ
キ
ス
ト
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
比

較
と
引
用
の
際
に
、
本
稿
は
原
文
テ
キ
ス
ト
と
し
て
新
潮
社
刊
﹃
代
表
的
名
作
選
集
︵
３
︶

蒲
団
﹄︵
一
九
一
四
・
一
一
︶
を
使
っ
た
。
ま
た
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
を
省
略
し
た
。

な
お
、
翻
訳
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
﹃
東
方
雑
誌
﹄
に
連
載
さ
れ
た
﹃
綿
被
﹄
に
よ
る
。


