
■弓

目
鉤
鼻
考

－
顔
貌
の
美
醜
表
現
に
つ
い
て
ー

村
　
重
　
　
　
寧

は

じ
め
に

　
ま
る
で
眠
っ
て
い
る
よ
う
に
無
表
情
な
顔
、
ど
の
男
女
も
判
で
捺
し
た
よ
う

な
共
通
の
顔
。
引
目
鉤
鼻
の
人
物
た
ち
が
演
じ
る
物
語
絵
の
画
面
は
、
こ
の
種

の
絵
画
に
あ
ま
り
接
す
る
こ
と
の
な
い
者
に
は
ま
こ
と
に
奇
異
な
イ
メ
ー
ジ
を

与
え
、
無
言
劇
の
よ
う
な
異
様
な
世
界
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
人
間
の
顔
は
千

差
万
別
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
人
物
と
て
そ
う
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
貴
族
の

顔
だ
け
は
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
中
に
封
じ
こ
め
ら
れ
、
あ
た
か
も
記
号
と
化
し

て
し
ま
う
の
は
な
に
故
か
。
活
動
的
、
個
性
的
な
人
物
表
現
が
急
速
に
発
展
す

る
平
安
後
期
に
あ
っ
て
、
一
方
で
こ
の
種
の
特
異
な
顔
貌
形
式
が
一
つ
の
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
と
し
て
常
用
さ
れ
、
古
代
、
中
世
絵
画
史
の
上
に
長
く
存
続
し
得
た

所
以
は
何
か
。
如
何
な
る
意
図
、
経
緯
の
も
と
に
成
立
し
、
や
ま
と
絵
の
人
物

表
現
と
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
目

鼻
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
非
現
実
的
造
形
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
。

思
い
め
ぐ
ら
す
ほ
ど
に
興
味
は
尽
き
な
い
。

引
目
鉤
鼻
考

　
こ
の
「
引
目
鉤
鼻
」
の
顔
貌
描
写
に
つ
い
て
は
、
絵
巻
を
語
る
と
き
、
或
い

は
物
語
絵
を
論
ず
る
と
き
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
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を
テ
ー
マ
に
し
て
考
察
を
進
め
た
論
考
は
意
外
に
も
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
「
引
目
鉤
鼻
」
の
特
質
に
つ
い
て
そ
の

実
態
の
考
察
を
試
み
、
合
せ
て
人
物
の
美
醜
表
現
に
関
し
て
も
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。

、
引
目
鉤
鼻
の
構
造
と
機
鮨

　
「
引
目
鉤
鼻
」
は
、
や
ま
と
絵
の
人
物
表
現
を
論
述
す
る
と
き
、
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
用
い
ら
れ
る
用
語
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、

平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
主
と
し
て
絵
巻
な
ど
の
作
絵
（
な
い
し
白
描
）

系
の
物
語
絵
に
登
場
す
る
貴
族
を
中
心
と
し
た
人
物
画
の
顔
貌
描
写
法
と
さ
れ

る
。
文
字
通
り
一
本
の
線
を
横
に
引
い
て
目
を
表
し
、
鼻
は
「
く
」
の
字
型
の

鉤
状
に
示
し
、
そ
の
下
に
小
さ
な
朱
点
を
打
っ
て
口
と
す
る
も
の
で
、
き
わ
め

て
簡
潔
な
象
徴
的
表
現
法
と
い
え
る
。
顔
の
向
き
は
斜
め
前
面
か
横
の
二
種
に

一
三
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隈
ら
れ
、
横
の
場
合
は
鼻
や
口
は
描
か
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
男
も
女
も
同
じ
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
決
っ
た
定
型
に
つ
く
ら
れ
、
個
々
の
顔
が
個
性
も
感
情
も
表

さ
ぬ
類
型
描
写
に
な
る
点
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

　
以
上
に
掲
げ
た
引
目
鉤
鼻
の
一
般
的
概
念
を
も
う
少
し
正
し
く
理
解
す
る
た

め
に
、
そ
の
構
造
　
　
造
形
的
仕
組
み
を
詳
し
く
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
描
写
に
よ
る
貴
族
の
男
女
が
多
数
登
場
す
る
、
王
朝
絵
画
の
代
表

作
と
も
い
う
べ
き
十
二
世
紀
前
半
の
コ
源
氏
物
語
絵
巻
」
（
徳
川
黎
明
会
・
五
島

美
術
館
蔵
）
を
対
象
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
絵
巻
を
と
く
に
と

り
上
げ
る
の
は
、
現
存
遺
品
の
中
で
引
目
鉤
鼻
の
描
写
が
最
も
成
熟
し
た
形
を

示
し
、
そ
の
特
性
や
成
立
意
図
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
、
か
つ
有
効
と

み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
同
絵
巻
の
「
夕
霧
」
の
段
に
お
け
る
手
紙
を
読
む
夕
霧
の
顔
（
図
1
）

を
見
て
み
よ
う
。
下
脹
れ
（
達
磨
状
）
の
顔
面
の
中
に
眉
は
濃
く
太
い
墨
で
直

線
的
に
描
き
、
よ
く
見
る
と
そ
の
両
端
は
細
い
線
を
幾
重
に
も
連
ね
て
淡
く
最

す
よ
う
に
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
目
は
き
わ
め
て
細
く
、
閉
じ
て
い
る

よ
う
に
一
本
の
直
線
で
示
し
、
内
側
（
目
頭
）
に
は
墨
を
加
え
て
や
や
太
め
に

し
瞳
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
。
開
け
て
い
る
は
ず
の
目
で
あ
っ
て
も
、
上
下

の
瞼
も
眼
球
の
表
示
も
な
く
、
登
場
す
る
貴
族
の
顔
の
目
が
す
べ
て
こ
の
引
き

目
に
描
か
れ
る
。
鼻
は
細
く
短
い
直
線
を
鉤
状
に
二
つ
に
折
り
曲
げ
て
示
し
、

小
鼻
も
鼻
孔
も
描
写
し
な
い
。
実
際
の
鼻
よ
り
鼻
梁
が
短
く
、
ま
た
先
端
の

「
く
」
の
字
の
角
度
が
ほ
ぼ
直
角
（
四
十
五
度
前
後
）
で
あ
る
点
な
ど
、
現
実
と

は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
（
な
お
こ
の
絵
巻
の
場
合
、
目
も
鼻

「
源
氏
物
語
絵
巻
」
引
目
鉤
鼻
顔
貌
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も
単
な
る
一
本
の
筆
線
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
細
か
く
筆
を
重
ね
て
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
求
め
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
る
が
、
肉
眼
で
は
他
の
作
品
の
引

目
鉤
鼻
同
様
、
殆
ど
一
線
で
つ
く
ら
れ
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。
）
口
は
小
さ
な
朱

の
点
で
表
さ
れ
る
（
こ
れ
も
同
絵
巻
で
は
、
細
か
く
観
察
す
る
と
淡
墨
の
楕
円

形
の
輸
郭
線
内
に
朱
を
埋
め
て
い
る
）
が
、
人
間
の
口
と
し
て
は
あ
ま
り
に
小



さ
く
、
上
下
の
唇
の
描
き
分
け
も
無
論
な
い
。

　
以
上
夕
霧
の
顔
を
例
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
極
端
に
細
い
目
、
角
張
っ
た
小

さ
な
鼻
、
点
状
の
口
と
、
人
物
の
顔
と
し
て
は
あ
ま
り
に
現
実
を
無
視
し
た
形

状
、
こ
れ
が
引
目
鉤
鼻
の
実
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
他
の
人
物
の
顔
貌
に

も
共
通
し
て
う
か
が
え
、
ま
っ
た
く
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
こ
の
夕
霧

の
顔
を
「
宿
木
三
」
の
匂
宮
の
顔
一
図
2
一
と
比
べ
て
み
て
も
、
そ
の
相
異
を

見
出
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
共
通
性
は
女
性
の
顔
貌
描
写
に
も

相
応
し
、
例
え
ば
「
夕
霧
」
の
雲
居
雁
＾
図
3
）
や
「
東
屋
一
」
の
浮
舟
の
顔
（
図

4
）
と
対
照
さ
せ
て
も
そ
の
基
本
的
な
一
致
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
男
女
の

顔
に
見
ら
れ
る
違
い
を
あ
げ
る
と
、
男
性
は
頭
上
に
必
ず
冠
か
烏
帽
子
を
被
っ

て
前
面
の
頭
髪
を
見
せ
な
い
が
、
女
性
は
豊
か
な
長
い
髪
を
充
分
に
ア
ピ
ー
ル

し
、
ま
た
冠
、
烏
帽
子
に
半
分
以
上
隠
さ
れ
る
男
の
額
と
は
対
照
的
に
、
そ
の

美
し
い
お
で
こ
の
形
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
一
方
女
性
が
黒
髪
で
隠
す
耳
を
男

の
顔
で
は
き
ち
ん
と
描
き
出
さ
れ
、
や
は
り
直
線
的
構
成
で
耳
輸
や
耳
果
、
外

耳
口
な
ど
を
象
っ
て
細
長
い
平
板
な
板
耳
で
表
現
さ
れ
る
。
ま
た
男
性
の
顔
に

は
口
の
上
下
と
顎
に
ひ
げ
が
つ
け
ら
れ
、
こ
れ
が
髪
と
と
も
に
男
女
の
違
い
を

決
定
づ
け
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
前
述
し
た
通
り
・
基
本
的
な
顔
の
輸

郭
や
目
、
鼻
、
口
な
ど
主
要
な
器
官
の
個
々
の
形
と
描
法
は
両
者
に
相
異
は
見

出
せ
な
い
。

　
さ
て
以
上
は
人
物
の
斜
め
前
方
か
ら
観
察
し
た
顔
、
す
な
わ
ち
描
か
れ
る
人

物
の
斜
め
前
面
（
正
面
と
側
面
の
間
）
の
顔
で
あ
る
が
、
引
目
鉤
鼻
に
は
も
う

一
つ
の
形
式
、
つ
ま
り
横
顔
と
呼
ば
れ
る
顔
が
あ
る
。
「
鈴
虫
二
」
の
光
源
氏

引
目
鉤
鼻
考

（
図
5
）
や
「
柏
木
三
」
の
女
房
の
顔
（
図
6
）
に
見
る
よ
う
に
、
顔
の
輸
郭
が

目
の
位
置
を
境
に
、
上
部
（
額
）
の
緩
や
か
な
曲
線
と
下
部
（
頬
）
の
や
や
豊

か
な
脹
ら
み
を
も
っ
た
、
二
つ
の
弧
線
で
作
ら
れ
て
い
る
点
は
先
程
の
斜
め
前

面
の
顔
と
一
致
す
る
。
左
右
の
眉
、
目
、
耳
は
当
然
な
が
ら
片
方
し
か
見
え
な

い
が
、
そ
の
描
き
方
は
斜
め
前
面
の
顔
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
大
き
な
違
い

は
眉
と
目
が
約
半
分
し
か
描
か
れ
ず
、
ま
た
鼻
と
口
は
ま
っ
た
く
描
写
さ
れ
な

　
　
　
＾
2
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い
こ
と
だ
。
普
通
、
人
物
の
顔
を
真
横
か
ら
観
察
し
た
場
合
、
鼻
や
口
は
見
え

る
は
ず
だ
か
ら
、
こ
れ
は
側
面
か
ら
の
横
顔
で
は
な
く
、
斜
め
後
方
か
ら
見
た

顔
と
い
う
理
屈
に
な
る
。
実
際
に
鼻
が
頬
の
輪
郭
に
隠
れ
て
見
え
な
い
よ
う
な

視
点
は
、
そ
の
人
物
の
鼻
の
高
さ
、
頬
の
脹
ら
み
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
が
、

真
横
か
ら
か
な
り
後
方
に
回
っ
た
位
置
と
な
り
、
お
よ
そ
斜
め
前
方
の
視
点
に

対
応
す
る
、
斜
め
後
方
と
み
て
よ
い
。
塑
言
す
れ
ば
、
引
目
鉤
鼻
の
一
見
横
顔

と
見
な
さ
れ
る
顔
は
、
実
は
か
な
り
後
方
か
ら
眺
め
た
「
斜
め
後
面
」
と
呼
ぶ

べ
き
顔
貌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
の
斜
め
前
面
の
顔
で
は
、
鼻
が
顔
面
（
顔
の
輸
郭
一
内
に
収
ま

り
、
一
方
、
斜
め
後
面
の
顔
で
は
鼻
が
完
全
に
隠
れ
、
ど
ち
ら
も
顔
の
輪
郭
か

ら
鼻
が
突
出
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
引
目
鉤
鼻
の
原
則
で
あ
る
。

（
人
物
の
顔
は
そ
の
中
間
、
つ
ま
り
側
面
か
ら
見
た
顔
の
場
合
の
み
鼻
は
頬
か
ら

出
っ
張
る
の
で
あ
る
。
）
こ
れ
ら
の
こ
と
を
図
示
し
た
の
が
図
7
で
あ
る
。
後

に
触
れ
る
よ
う
に
、
引
目
鉤
鼻
で
は
正
面
か
ら
の
描
写
が
完
全
に
避
け
ら
れ
て

い
る
の
で
、
正
面
と
側
面
（
図
7
の
網
か
け
の
部
分
）
は
こ
こ
で
は
タ
プ
ー
の

領
域
と
い
え
、
残
っ
た
斜
前
方
と
斜
後
方
（
従
来
の
「
横
顔
」
）
の
部
分
が
引
目

一
四
一



斜
後
面

、
騒
幣
、

“
ヅ
．
1

側
面

－
…
正
面

争斜
前
面

　　　　　　　　　　図7

頭部を上方から見た図。前方の三角形は．鼻を示す。

鉤
鼻
に
与
え
ら
れ
た
描
写
対
象
の
範
囲
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
は
現
在
二
十
段
の
絵
が
の
こ
る
が
、
そ
の
う
ち
屋

外
の
遠
望
描
写
で
構
成
さ
れ
る
「
関
屋
」
の
一
段
を
除
い
た
十
九
図
中
に
登
場

す
る
人
物
は
九
二
人
に
及
ぶ
が
、
う
ち
引
目
鉤
鼻
の
形
式
で
、
顔
が
隠
れ
ず
は
っ

き
り
描
か
れ
て
い
る
の
は
七
五
人
（
男
二
五
、
女
五
〇
）
を
数
え
る
。
（
昭
和
五
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二
年
に
、
秋
山
光
和
氏
に
よ
っ
て
本
来
こ
の
絵
巻
の
一
図
と
確
認
、
提
唱
さ
れ

た
「
若
紫
北
山
図
」
〈
現
東
京
国
立
博
物
館
〉
は
、
後
世
の
補
筆
甚
し
く
、
原
図

を
著
し
く
害
っ
て
い
る
が
、
X
線
写
真
に
よ
り
当
初
の
人
物
の
顔
の
輪
郭
、
と

く
に
山
僧
の
鼻
の
描
写
な
ど
が
確
認
で
き
る
の
で
こ
こ
で
も
対
象
と
し
て
加
え

た
。
）
な
お
男
性
に
比
べ
て
女
性
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
「
こ
の
絵
巻
は

一
四
二
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や
や
過
剰
な
ま
で
に
女
房
を
描
き
込
む
場
面
を
採
用
」
し
た
か
ら
で
、
こ
れ
は

当
時
貴
族
生
活
の
現
実
を
踏
ま
え
た
も
の
か
、
或
い
は
華
や
か
な
画
面
（
色
彩
）

効
果
を
狙
っ
た
意
図
的
な
も
の
か
、
と
の
解
釈
も
で
き
よ
う
。

　
七
五
人
の
う
ち
斜
め
前
面
の
顔
は
四
七
、
斜
め
後
面
の
顔
は
二
八
で
、
各
画

面
に
こ
の
二
種
の
向
き
の
顔
が
巧
み
に
と
り
混
ぜ
ら
れ
物
語
画
面
が
構
成
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
男
女
各
二
種
、
合
せ
て
四
つ
の
定
め
ら
れ
た
顔
面
の
パ
タ
ー
ン

の
組
み
合
わ
せ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
画
面
に
変
化
と
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
絵
巻
の
登
場
人
物
の
殆
ど
は
引
目
鉤
鼻
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
原
則
を
守
っ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
引
目
鉤
鼻
で
な
い
横

顔
の
者
も
数
人
認
め
ら
れ
る
。
努
で
は
「
若
紫
」
の
僧
都
で
、
X
線
が
示
す
通

り
原
画
で
は
横
顔
に
鼻
が
ち
ゃ
ん
と
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
「
蓬
生
」
の
惟
光

（
源
氏
の
従
者
）
、
女
で
は
同
段
の
老
侍
女
、
「
早
蕨
」
と
「
東
屋
二
」
に
登
場
す

る
弁
の
尼
で
、
明
ら
か
に
鼻
が
添
え
ら
れ
横
顔
で
描
か
れ
て
い
る
。
（
な
お
、
「
早

蕨
」
の
女
房
の
一
人
も
引
目
鉤
鼻
風
の
顔
に
鼻
の
如
き
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、

頬
骨
の
脹
ら
み
を
表
わ
し
た
も
の
と
も
み
ら
れ
、
一
応
考
察
か
ら
除
外
し
た

い
。
）
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
公
卿
、
貴
族
、
女
房
な
ど
は
専
ら
引
目
鉤
鼻
の
原
則

で
描
か
れ
、
そ
れ
以
外
の
身
分
の
異
る
僧
都
や
尼
、
従
者
、
老
女
な
ど
に
は
、

鼻
や
口
の
あ
る
横
顔
が
与
え
ら
れ
る
場
合
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
人
物
の
顔
（
「
若
紫
」
の
山
僧
は
原
画
の
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
）
は
、
鼻

と
口
を
表
す
と
同
時
に
、
片
方
の
眉
と
目
が
完
全
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
点
に

注
目
さ
れ
る
。
先
に
検
討
し
た
斜
め
後
方
（
後
側
面
）
の
顔
で
は
眉
と
目
は
途

中
で
顔
の
輸
郭
の
向
う
側
に
消
え
、
約
半
分
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ



れ
ら
の
横
顔
で
は
顔
の
輸
郭
線
（
眉
間
の
あ
た
り
）
の
や
や
内
側
に
距
離
を
空

け
て
眉
、
目
が
完
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
側
面
か
ら
の
横
顔
で
あ
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
（
図
1
4
－
1
7
）
。
斜
め
後
方
の
顔
と
、
横
顔
と
は
は
っ

き
り
区
別
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
に
登
場
す
る
人
物
の
大
半
（
貴
族
の
男
女
）

は
引
目
鉤
鼻
の
原
則
を
遵
守
し
て
描
か
れ
、
そ
こ
に
は
顔
の
向
き
に
よ
る
二
種

の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
一
つ
は
斜
め
前
方
か
ら
見
た
斜
め
前
面
の
顔
、
も
う
一
つ

は
従
来
「
横
顔
」
と
称
さ
れ
て
き
た
顔
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
は
実
際
に
は
側

面
で
は
な
く
、
か
な
り
後
方
か
ら
と
ら
え
た
「
斜
め
後
面
」
な
い
し
は
「
後
方

側
面
」
と
で
も
い
え
る
顔
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
絵
巻
に
は

こ
れ
と
は
別
に
真
の
横
顔
と
い
う
べ
き
顔
貌
描
写
が
存
在
し
、
両
者
は
ま
さ
に

合
理
的
な
観
念
の
も
と
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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右
の
こ
と
か
ら
引
目
鉤
鼻
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
顔
　
　
斜
め
前
面
と
斜
め
後

　
面
　
　
と
は
方
向
的
に
も
相
対
応
し
、
あ
た
か
も
表
裏
の
関
係
を
な
す
こ
と
が

　
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
各
図
を
眺

　
め
る
と
、
ま
た
新
し
い
画
面
の
イ
メ
ー
ジ
が
得
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
柏
木
二
」

　
の
病
床
の
柏
木
を
見
舞
う
夕
霧
の
顔
は
、
一
見
横
を
向
く
よ
う
で
あ
る
が
、
顔

　
の
前
面
に
あ
る
は
ず
の
左
目
の
残
り
半
分
と
右
目
の
存
在
、
位
置
を
勘
案
す
れ

　
ば
、
相
手
の
顔
に
き
ち
ん
と
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
（
図
8
）
。

　
ま
た
「
横
笛
」
で
は
乳
母
の
顔
は
赤
子
に
、
夕
霧
の
顔
は
こ
れ
を
抱
く
妻
の
雲

　
居
雁
に
対
面
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
子
と
妻
に
関
心
の
目
を
注
い
で
い
る
（
図
9
）
。

　
「
鈴
虫
二
」
で
は
画
面
左
奥
に
坐
り
斜
め
前
面
を
見
せ
る
冷
泉
院
に
対
坐
す
る

　
源
氏
の
顔
は
、
や
は
り
横
で
は
な
く
斜
め
後
方
か
ら
と
ら
え
た
も
の
で
、
斜
め

　
前
方
の
院
の
顔
と
正
し
く
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
（
図
1
0
）
。
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し
て
彼
ら
の
背
後
に
半
円
形
に
居
並
ぶ
四
人
の
公
達
の
う
ち
左
右
両
端
の
二
人

は
と
も
に
斜
め
前
面
の
顔
で
視
線
を
平
行
的
に
屋
外
に
向
け
、
内
の
二
人
は
斜

め
後
面
の
顔
を
屋
内
に
向
け
る
な
ど
、
登
場
人
物
六
人
を
各
三
人
ず
つ
二
種
の

顔
に
描
き
分
け
て
、
静
讃
な
画
面
の
中
に
一
つ
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
出
し
て
い

る
。
ま
た
「
宿
木
一
」
で
は
対
面
し
て
碁
盤
を
囲
む
今
上
と
薫
の
君
の
二
人
を

描
く
が
、
こ
ち
ら
向
き
の
今
上
（
斜
め
前
面
）
に
対
し
薫
は
あ
た
か
も
横
を
向

い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
斜
め
後
方
か
ら
の
顔
貌
描
写
で
あ
る
こ
と

を
思
え
ば
、
相
手
の
石
を
打
つ
指
に
正
確
に
視
線
が
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

認
識
で
き
る
の
で
あ
る
（
図
u
）
。

　
引
目
鉤
鼻
に
は
意
外
に
も
以
上
述
べ
た
よ
う
な
現
実
に
適
っ
た
合
理
的
側
面

が
あ
る
一
方
、
現
実
を
無
視
し
て
造
形
上
の
理
想
を
追
求
す
る
傾
向
も
強
く
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
顔
貌
が
実
際
に
美
し
い
か
否
か
は
別
と
し
て
、
当
時
の

美
貌
に
対
す
る
観
念
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
、
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
違
い

な
い
。
次
に
こ
う
し
た
側
面
か
ら
引
目
鉤
鼻
の
実
態
を
見
て
み
た
い
。

二
、
類
型
の
意
図

　
引
目
鉤
鼻
が
特
色
と
す
る
非
個
性
的
、
没
感
情
的
表
現
は
、
貴
族
の
顔
を
一

様
に
類
型
化
す
る
こ
と
に
繋
り
、
或
い
は
逆
に
類
型
化
す
る
が
た
め
に
個
性
や

感
情
を
害
う
緒
果
を
招
い
て
い
る
。
要
す
る
に
個
々
の
特
性
や
時
に
応
じ
た
心

中
の
変
化
を
抑
制
す
る
こ
と
と
類
型
表
現
と
は
一
体
を
な
す
。
そ
れ
は
ま
た
彼

ら
の
顔
を
非
現
実
的
な
も
の
に
導
く
が
、
そ
の
裏
に
彼
ら
の
一
つ
の
理
想
が
潜

一
四
四

ん
で
い
る
わ
け
で
も
あ
る
。
貴
人
、
美
人
は
極
力
標
識
化
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
に

統
一
し
、
庶
民
、
醜
人
は
こ
と
さ
ら
個
別
的
表
現
に
努
め
る
。
そ
こ
に
は
貴
族

た
ち
の
自
ら
の
階
層
と
他
の
社
会
と
を
区
別
す
る
強
い
意
識
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

　
引
目
鉤
鼻
の
造
形
上
の
特
色
の
一
つ
は
、
ま
ず
下
脹
れ
の
ふ
く
よ
か
な
丸
顔

に
あ
る
。
平
安
当
時
の
貴
族
の
男
女
が
す
べ
て
一
様
に
丸
い
顔
面
形
態
で
あ
っ

た
は
ず
も
な
く
、
こ
れ
は
彼
ら
の
好
み
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
み
る
以
外
に
な

い
。
例
え
ば
先
の
「
柏
木
二
」
（
図
8
）
に
お
け
る
病
床
に
伏
せ
る
柏
木
の
顔
を

見
る
が
よ
い
。
詞
書
（
及
び
物
語
原
文
）
に
は
「
髪
義
も
乱
れ
…
痩
せ
さ
ら
ぼ

ひ
給
へ
る
（
た
る
）
」
と
あ
る
が
、
絵
は
他
の
人
々
と
変
り
な
く
、
丸
々
と
脹
よ

か
な
顔
を
示
し
、
詞
の
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
引
目
鉤
鼻
の
原
則
に
忠
実
で
、
そ

の
縛
り
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
丸
顔
に
一
つ
の
理
想
を
求
め
る
の
は
、
す

で
に
奈
良
時
代
の
正
倉
院
の
鳥
毛
立
女
図
（
樹
下
美
人
図
）
に
例
が
見
ら
れ
、

そ
こ
に
は
唐
時
代
の
高
貴
な
女
性
の
顔
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
遡
っ
て
七
世
紀
末
、
八
世
紀
初
頭
と
さ
れ
る
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
人
物
像
に

も
同
様
な
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
東
西
両
壁
に
男
女
各
四
人
ず
つ
、
計
十
六
人

の
群
像
が
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
顔
は
お
よ
そ
頬
や
顎
が
た
っ
ぷ
り
と
脹
ら

み
を
も
っ
た
豊
満
な
形
を
示
し
、
引
目
鉤
鼻
の
源
流
と
も
い
う
べ
き
形
態
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
興
味
深
い
の
は
こ
れ
ら
十
六
人
の
顔
は
、
斜
め
前
面

が
十
二
人
、
側
面
二
人
、
正
面
二
人
と
三
種
に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ

れ
の
顔
の
形
が
同
型
で
、
三
種
の
型
紙
を
使
用
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　
＾
5
）

る
こ
と
だ
。
そ
の
正
否
は
と
も
角
と
し
て
、
同
じ
向
き
の
顔
が
そ
れ
ぞ
れ
パ
タ
ー



ン
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
典
型
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
の
ち
の
引
目
鉤
鼻
の
形

式
を
考
え
る
上
に
注
目
さ
れ
る
。

　
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
男
女
は
服
飾
な
ど
は
高
句
麗
壁
画
の
そ
れ
に
近
い
が
、

人
物
の
表
現
法
は
む
し
ろ
初
唐
の
絵
画
に
倣
う
も
の
と
み
ら
れ
、
烏
毛
立
女
図

な
ど
と
と
も
に
中
国
人
物
画
の
顔
貌
に
そ
の
理
想
的
形
式
を
求
め
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
豊
頬
、
下
脹
れ
の
面
相
を
尊
ぶ
風
潮
は
、
平
安
時

代
に
も
貴
族
の
間
で
踏
襲
さ
れ
た
。
脹
よ
か
な
顔
は
ま
ず
仏
像
の
そ
れ
を
想
い

浮
か
べ
る
ま
で
も
な
く
、
円
満
具
足
の
相
を
印
象
づ
け
、
ま
た
富
や
精
神
の
豊

か
さ
を
象
徴
的
に
表
す
。
貴
族
は
何
よ
り
も
物
：
心
と
も
に
裕
り
あ
る
こ
と
が

大
切
だ
と
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
引
目
鉤
鼻
が
範
と
し
た
の
は
ま
さ
に
大
陸
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
貴
人
の
豊
満
な
面
貌
の
輸
郭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
顔
面
の
中

の
つ
く
り
は
大
き
く
異
る
。
例
え
ば
眉
は
鳥
毛
立
女
図
や
同
じ
奈
良
時
代
の
吉

祥
天
像
、
さ
ら
に
聖
徳
太
子
像
な
ど
、
い
ず
れ
も
太
め
の
濃
い
墨
を
横
に
長
く

引
い
て
描
か
れ
る
が
、
眉
頭
の
先
端
は
細
く
、
形
も
三
日
月
型
に
孤
を
描
く
い

わ
ゆ
る
蛾
眉
で
表
さ
れ
る
。
一
方
引
目
鉤
鼻
で
は
や
は
り
太
く
濃
い
墨
で
あ
る

が
、
長
さ
が
短
く
、
横
に
水
平
の
直
線
で
太
さ
も
変
ら
ず
、
き
わ
め
て
シ
ン
ブ

ル
に
作
ら
れ
る
。
（
こ
れ
は
後
述
す
る
通
り
、
或
い
は
後
者
が
平
安
時
代
の
眉
墨

に
よ
る
眉
薔
き
の
形
を
そ
の
ま
ま
示
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
）

　
目
は
鳥
毛
立
女
図
な
ど
奈
良
時
代
の
三
像
で
は
、
上
下
の
瞼
を
は
っ
き
り
描

き
分
け
、
白
眼
の
中
に
は
瞳
を
入
れ
て
表
す
が
、
引
目
で
は
文
字
通
り
横
の
直

線
を
一
本
引
い
た
だ
け
の
、
あ
た
か
も
閉
じ
た
状
態
の
形
で
示
さ
れ
る
。
鼻
も

一
方
が
鼻
根
（
鼻
の
上
端
部
）
を
窪
ま
せ
鼻
梁
は
微
妙
な
カ
ー
ヴ
を
描
き
な
が

引
目
鉤
鼻
考

ら
長
く
引
き
下
し
、
鼻
尖
の
部
分
は
丸
く
曲
り
、
小
鼻
や
鼻
孔
、
さ
ら
に
そ
の

下
に
人
中
ま
で
も
描
出
す
る
現
実
的
な
形
を
再
現
す
る
の
に
対
し
、
他
方
の
鉤

鼻
で
は
短
い
折
線
の
「
く
」
の
字
で
簡
略
化
し
て
し
ま
う
。
口
も
前
者
が
や
は

り
上
下
の
唇
を
具
体
的
な
形
で
描
く
の
に
対
し
、
一
方
は
丸
い
点
で
抽
象
化
し

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
引
目
鉤
鼻
の
描
法
で
は
顔
中
の
造
作
を
小
ぶ
り
に
し
、
な
る
べ

く
曲
線
を
避
け
て
現
実
描
写
を
拒
み
、
直
線
と
点
に
置
き
変
え
て
象
徴
化
、
記

号
化
を
志
向
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
簡
明
な
造
形
は
、
貴

族
の
顔
を
一
律
化
し
、
類
型
的
図
像
を
形
成
す
る
に
は
有
効
、
不
可
欠
な
も
の

で
あ
り
、
ま
た
こ
の
描
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
面
貌
は
、
非
現
実
的
で
は
あ
る

が
、
静
誰
、
温
和
、
さ
ら
に
高
貴
な
趣
き
さ
え
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
余
談
で
あ

る
が
、
か
つ
て
欧
米
で
脳
卒
中
な
ど
の
後
遺
症
で
穏
や
か
な
表
情
に
な
っ
た
患

者
の
顔
の
こ
と
を
「
プ
ッ
ダ
・
フ
ェ
ー
ス
　
昏
麸
訂
武
8
」
と
呼
ん
だ
そ
う
で

あ
る
が
、
こ
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
宗
教
思
想
史
家
の
山
折
哲
雄
氏
は
、
「
悟
り

を
開
い
た
仏
陀
の
顔
が
、
欧
米
の
近
代
精
神
の
眼
か
ら
す
る
と
き
は
、
と
き
に

マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
象
徴
す
る
記
号
に
映
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
に
衝
撃
を

う
け
た
と
述
べ
、
「
仏
陀
の
顔
は
知
恵
と
洞
察
に
輝
く
永
遠
の
相
の
も
と
に
イ
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メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と
も
自
問
し
て
い
る
。
確
か
に
身
心
に

気
力
や
感
情
を
喪
失
し
た
患
者
の
顔
と
瞑
想
す
る
神
聖
な
釈
迦
の
顔
と
が
、

「
穏
和
」
の
も
と
に
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
し
か
し
崇
高
、
神
聖

な
顔
を
画
像
や
彫
像
に
表
す
造
形
的
表
現
法
の
東
西
の
違
い
や
、
受
け
手
側
が

慣
習
的
に
馴
染
ん
で
き
た
観
念
の
相
異
が
意
外
に
大
き
い
こ
と
を
そ
こ
に
認
識

一
四
五



し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
平
安
時
代
の
人
々
は
当
然
な
が
ら
当
時
の
仏
画
や
仏

像
の
温
厚
な
顔
に
、
否
定
的
な
無
気
力
さ
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
し
、
そ
こ
に

は
内
に
秘
め
た
強
い
力
、
救
い
と
慈
悲
の
心
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
引
目
鉤
鼻
に
求
め
た
も
の
は
、
ま
さ
に
仏
菩
薩
の
顔
に
も
通
じ
る
気
高
さ
、

崇
高
さ
で
あ
り
、
没
個
性
、
没
感
情
を
通
じ
て
貴
族
と
し
て
の
気
品
、
落
ち
着

き
、
円
満
、
安
穏
と
い
っ
た
理
想
的
特
性
の
表
出
を
志
向
し
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
照
す
る
一
般
的
庶
民
は
、
種
々
雑
多
で
あ
り
、
個
別
的
で
あ
り
、
活

動
的
で
、
感
情
を
露
わ
に
し
、
粗
野
に
振
舞
う
と
い
う
観
念
の
も
と
に
、
多
彩

で
特
徴
的
な
顔
貌
を
与
え
て
引
目
鉤
鼻
と
は
別
の
描
法
で
描
き
分
け
を
行
う
。

そ
れ
は
同
じ
仏
画
に
あ
っ
て
も
例
え
ば
浬
葉
図
中
に
集
う
諸
菩
薩
と
羅
漢
な
ど

の
描
写
の
違
い
に
愉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
引
目
鉤
鼻
が
仏
菩
薩
の
顔
に
も

通
じ
る
個
性
や
感
情
を
抑
制
し
た
静
的
描
写
に
終
始
す
る
所
以
は
、
何
よ
り
も

貴
族
は
他
の
階
層
よ
り
優
越
し
て
い
る
と
い
う
自
意
識
に
立
脚
す
る
も
の
と
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
貴
族
が
同
じ
類
型
の
描
写
に
統
一
さ
れ
る
の
は
、

自
ら
の
属
性
を
他
の
階
層
か
ら
区
別
す
る
と
い
う
同
族
意
識
、
階
級
意
識
の
表

れ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
特
定
性
を
排
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
典
型
を
確
立
し

た
裏
に
は
、
貴
族
の
存
在
の
恒
久
性
、
普
遍
性
を
願
う
自
ら
の
理
想
が
強
く
反

映
さ
れ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
。

　
平
安
貴
族
は
引
目
鉤
鼻
と
い
う
理
想
的
な
顔
貌
表
現
を
創
り
上
げ
た
。
理
想

は
現
実
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
実
際
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
あ

ま
り
飛
躍
し
た
ま
っ
た
く
の
空
想
で
あ
っ
て
は
意
味
を
な
さ
ず
、
そ
の
根
底
に

現
実
の
内
在
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
引
目
鉤
鼻

一
四
六

も
当
時
の
日
本
人
の
顔
の
理
想
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
そ
の
特
性
、
実
態
を

か
な
り
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
一
般
に
平
均
的
日
本
人
の
体
形
や
顔
立
ち
は
、
短
足
胴
長
で
扁
平
な
顔
、
一

重
ま
ぶ
た
に
細
い
目
、
そ
れ
に
低
い
鼻
、
と
い
っ
た
特
徴
で
い
い
あ
ら
わ
す
場

　
　
　
＾
7
〕

合
が
多
い
」
と
さ
れ
る
。
今
日
で
こ
そ
、
日
本
人
は
欧
米
の
生
活
様
式
を
と
り

入
れ
て
そ
の
体
形
や
顔
立
ち
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
が
、
右
に
あ
げ
た
特
徴
は

長
年
に
わ
た
っ
て
大
半
の
日
本
人
の
民
族
性
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

は
今
か
ら
二
万
年
前
の
氷
河
期
に
地
球
上
の
平
均
気
温
が
大
き
く
下
り
、
そ
の

よ
う
な
気
候
条
件
に
か
ら
だ
を
適
応
さ
せ
て
、
骨
格
や
顔
の
形
態
を
次
第
に
変

化
さ
せ
、
「
と
り
わ
け
厳
寒
地
方
で
は
、
体
温
の
発
散
を
最
小
眼
に
防
ぐ
た
め
、

…
…
顔
は
扁
平
に
な
り
、
眼
裂
は
細
く
、
ま
ぶ
た
に
脂
肪
が
つ
き
、
鼻
が
低
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
畠
一

な
っ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。
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こ
う
し
た
日
本
人
の
顔
の
扁
平
性
を
、
美
術
解
剖
学
の
西
田
正
秋
氏
の
説
く

と
こ
ろ
に
よ
り
、
も
う
少
し
詳
し
く
分
析
す
る
と
、
「
眉
弓
（
眉
毛
の
生
え
て
い

る
部
分
の
骨
）
の
突
出
が
少
く
、
鼻
根
部
（
眉
間
か
ら
鼻
へ
移
る
部
分
の
骨
）

が
低
く
、
上
瞼
の
皮
大
脂
肪
が
豊
富
だ
と
、
額
か
ら
眉
弓
、
鼻
根
部
、
鼻
梁
等

が
一
体
に
な
だ
ら
か
に
な
り
、
…
目
は
細
く
な
り
、
上
瞼
縁
は
一
重
瞼
に
な

　
　
　
　
　
　
　
さ
昔
　
　
　
　
あ
ご

る
」
。
ま
た
「
鼻
の
尖
か
ら
頭
の
尖
へ
引
い
た
直
線
を
見
る
と
、
西
洋
人
で
は
口

の
辺
り
の
輸
郭
が
す
べ
て
直
線
の
内
側
に
入
り
、
日
本
人
で
は
直
線
に
触
れ
る

…
」
よ
う
に
起
伏
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。

　
古
来
日
本
人
の
顔
は
凹
凸
の
少
い
平
面
的
な
形
態
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
顔

貌
に
馴
染
ん
で
き
た
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
、
と
く
に
白
ら
の
国
風
文
化
を
成
立
さ



せ
た
平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
平
面
性
の
中
に
あ
る
種
の
美

の
典
型
を
認
識
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
扁
平
な
顔
面
の
中
に

収
ま
る
目
鼻
の
造
形
も
な
る
べ
く
目
立
た
ぬ
よ
う
に
控
え
め
な
描
写
が
求
め
ら

れ
た
。
目
と
口
は
顔
の
中
で
も
可
動
性
を
も
っ
た
器
官
で
、
目
は
「
目
で
訴
え

る
、
目
で
語
る
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
表
現
豊
か
で
あ
る
が
、
と
く
に
大

き
く
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
驚
き
、
怒
り
、
威
嚇
、
好
奇
な
ど
の
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
粗
野
な
感
情
を
あ
か
ら
さ
ま
に
訴
え
る
。
口
も
開
閉
自
在
の
機
能
を
活

か
し
て
喋
る
、
食
べ
る
、
飲
む
と
い
っ
た
即
物
的
な
行
為
を
遂
行
し
、
こ
れ
も

穏
や
か
に
閉
じ
て
い
る
方
が
品
位
を
害
わ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
鼻
や
耳
は
そ
れ

自
体
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
存
在
そ
の
も
の
が
強
い
イ
メ
ー
ジ
を
も

ち
、
と
く
に
鼻
は
顔
面
の
中
央
に
位
置
し
、
最
も
高
く
突
出
し
て
い
る
の
で
面

貌
の
印
象
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
。
（
こ
れ
に
関
し
て
は
次
章
で
詳
し
く
触

れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
）
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
力
豊
か
で
、
或
い
は
存
在
感

あ
る
目
や
鼻
や
口
な
ど
の
諸
器
官
を
、
あ
え
て
細
く
、
小
さ
く
、
簡
略
に
表
す

点
に
引
目
鉤
鼻
の
特
性
が
う
か
が
え
る
。

　
日
本
人
の
顔
は
、
ふ
つ
う
成
人
で
は
口
の
横
幅
は
鼻
翼
間
幅
（
小
鼻
の
横
幅
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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よ
り
広
く
、
両
黒
目
の
内
側
間
の
幅
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
さ
れ
る
。
引
目
鉤
鼻
の

　
　
　
　
　
　
、

口
で
は
小
鼻
（
く
の
字
の
下
半
の
一
辺
）
よ
り
小
さ
く
、
ま
た
両
黒
目
の
間
よ

り
も
は
る
か
に
狭
く
、
異
常
に
小
さ
い
。
逆
に
両
目
の
間
隔
は
広
す
ぎ
る
。
引

目
鉤
鼻
は
、
実
際
の
顔
に
比
べ
て
個
々
の
器
官
の
大
き
さ
、
位
置
が
か
な
り
不

正
確
で
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で

絵
の
技
何
の
間
題
で
は
な
く
、
顔
貌
を
彼
ら
の
理
想
に
導
く
た
め
の
意
図
的
試

引
目
鉤
鼻
考

み
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
唐
美
人
の
パ
タ
ー
ン
は
、
一
つ
の
憧

僚
で
あ
り
、
偶
像
的
形
式
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
、
貴
ば
れ
た
。
し
か
し
あ
ら

ゆ
る
面
で
独
自
の
和
様
文
化
を
達
成
し
た
平
安
貴
族
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
自

身
の
身
を
置
く
社
会
や
自
ら
の
物
語
の
人
物
を
絵
画
化
す
る
た
め
の
典
型
が
必

要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
目
鼻
立
ち
の
大
き
い
外
来
の
大
陸
美
人
で
は
な

く
、
彼
ら
の
感
覚
、
好
尚
に
適
っ
た
控
え
目
な
造
作
の
も
ち
主
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
人
間
の
顔
は
個
々
の
部
位
の
形
や
大
き
さ
を
改
め
る
の
は
難
し
い

が
、
化
粧
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
印
象
を
変
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し

た
中
で
と
く
に
眉
は
古
く
か
ら
剃
毛
や
眉
書
き
に
よ
っ
て
変
形
が
白
由
に
行
わ

れ
た
。
『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
に
は
「
ま
よ
ひ
き
」
「
ま
よ
が
き
」
の
語
が

見
え
て
、
す
で
に
眉
作
り
が
一
部
で
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に

，
日
本
書
紀
』
「
神
功
皇
后
神
託
を
聞
き
給
う
」
条
に
は
「
愈
一
虹
国
一
而
有
二
宝
国

　
　
　
　
　
　
圭
よ
ぴ
き

一
警
如
二
処
女
之
瞭
・
有
二
向
レ
津
国
一
」
と
あ
っ
て
、
蓬
か
海
上
に
長
く
横
た
わ
る

新
羅
の
国
土
を
乙
女
の
眉
に
警
え
て
お
り
、
「
細
く
長
い
眉
を
以
て
美
人
の
相
と

　
＾
1
1
）

し
た
」
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
女
性
像
の
眉
の
形
態
に

符
合
す
る
も
の
で
、
眉
に
は
当
時
の
国
内
で
親
し
ま
れ
て
い
た
好
み
が
と
り
入

れ
ら
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
一
方
奈
良
時
代
に
は
唐
か
ら
の
新
し
い
影
響
の
も

と
に
、
鳥
毛
立
女
図
や
吉
祥
天
像
の
如
く
、
濃
く
太
い
墨
で
引
い
て
上
縁
を
鮮

や
か
に
際
立
た
せ
た
三
ヶ
月
形
の
、
い
わ
ゆ
る
蛾
眉
が
唐
代
美
人
の
典
型
と
し

て
行
わ
れ
た
。
眉
頭
（
眉
間
側
の
先
端
一
を
細
く
シ
ャ
ー
プ
に
象
り
、
中
央
を

一
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弩
曲
さ
せ
る
こ
の
形
態
は
、
眉
そ
の
も
の
に
豊
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
平
安
時
代
に
は
や
や
高
め
の
位
置
に
新
た
に

眉
墨
を
も
っ
て
細
長
い
棒
を
描
き
、
両
端
を
隈
取
る
眉
作
り
が
貴
族
の
間
で
流

行
し
た
。
こ
れ
は
階
級
表
現
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
は
じ
め
は
女
性
の

み
の
化
粧
法
で
あ
っ
た
が
、
院
政
の
始
ま
る
十
一
世
紀
後
半
に
は
公
卿
に
も
及

　
　
　
　
　
　
　
お
L
ろ
い

び
、
男
も
顔
面
を
白
粉
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
眉
を
描
く
同
様
の
化
粧
様
式
が
用
い

　
　
＾
1
2
〕

ら
れ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
男
色
の
風
潮
が
盛
ん
と
な
っ
た
当
時
の
世
相
を
反

映
し
て
生
ま
れ
た
よ
う
で
、
お
歯
黒
の
使
用
と
と
も
に
、
男
女
の
差
を
失
し
て

公
卿
が
中
性
化
し
た
一
傾
向
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
平
安
末
期
に
は
さ
ら
に
広

ま
り
、
平
家
公
達
の
如
き
、
戦
場
へ
も
薄
化
粧
で
臨
む
風
も
現
れ
た
。

　
ま
さ
に
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
等
の
引
目
鉤
鼻
の
顔
の
表
現
法
が
男
女
同
じ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

あ
る
こ
と
、
と
く
に
顔
面
が
鉛
白
で
白
く
塗
ら
れ
、
ま
た
眉
を
横
に
棒
状
に
引

い
て
両
端
が
う
す
く
姫
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
は
こ
う
し
た
当
時
行
わ
れ
た

顔
作
り
の
現
実
と
か
な
り
一
致
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
引
目
鉤

鼻
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
風
潮
、
実
態
を
反
映
し
つ
つ
成
立
し
、
そ
の
特
徴

を
造
形
的
に
整
え
、
象
徴
化
し
な
が
ら
一
つ
の
理
想
的
パ
タ
ー
ン
と
し
て
創
り

上
げ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
そ
の
時
期
は
、
お
よ
そ
院
政
の
始
っ

た
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

背
景
に
は
彼
ら
の
貴
族
と
し
て
の
優
越
感
に
富
ん
だ
階
級
意
識
、
同
族
意
識
が

根
底
に
う
か
が
え
、
ま
た
そ
の
同
族
と
し
て
の
一
体
感
が
没
個
性
的
表
現
を
助

長
し
、
類
型
化
を
徹
底
さ
せ
、
男
女
共
通
の
、
文
字
通
り
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
顔

貌
表
現
を
達
成
さ
せ
た
と
い
え
る
。

三
、
正
・
側
面
描
写
の
忌
避

一
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人
物
の
顔
を
画
面
に
描
く
と
き
、
最
も
一
般
的
に
行
わ
れ
る
の
が
斜
め
前
方

か
ら
観
察
し
た
、
つ
ま
り
そ
の
対
象
者
の
斜
め
前
面
の
顔
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
立
体
的
な
対
象
物
を
描
く
場
合
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る

傾
向
で
あ
り
、
そ
の
も
の
の
全
貌
を
端
的
に
確
認
す
る
に
は
有
効
な
手
法
と
い

え
る
。
斜
め
の
視
点
は
正
面
と
側
面
の
二
方
の
観
察
を
具
備
し
た
も
の
で
、
建

築
物
で
い
え
ば
間
口
と
奥
行
き
を
同
時
に
把
握
で
き
る
特
徴
を
も
つ
。
顔
貌
の

場
合
は
正
面
か
ら
の
視
線
で
は
そ
の
前
面
の
全
体
像
を
平
面
的
に
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
あ
た
か
も
地
図
の
よ
う
に
高
低
、
凹
凸
の
具
合
は
つ
か
め
な

い
。
ま
た
側
面
描
写
は
顔
の
凹
凸
は
確
認
で
き
て
も
、
横
の
広
が
り
は
殆
ど
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
一
面
性
の
弱
点
を
補
い
、
あ
る
程
度
の
広
が

り
と
起
伏
－
立
体
性
を
も
っ
て
顔
の
形
状
を
把
握
す
る
に
は
斜
め
前
方
か
ら

の
描
写
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
付
言
す
れ
ば
、
顔
の
よ
う
に
左

右
が
ほ
ぼ
対
称
の
対
象
物
で
は
、
一
方
の
隠
れ
た
部
分
を
他
方
の
形
状
で
補
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
斜
め
前
方
の
描
写
は
さ
ら
に
有
効
と
い
え
る
。

　
日
本
の
絵
画
の
人
物
描
写
を
通
観
す
る
と
き
、
人
物
画
、
と
く
に
肖
像
画
に

は
斜
め
前
面
の
顔
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
（
も
ち

ろ
ん
群
像
描
写
の
よ
う
な
多
勢
の
人
物
の
集
合
場
面
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物

の
向
き
が
要
求
さ
れ
る
の
で
多
角
的
な
顔
の
向
き
が
描
き
出
さ
れ
る
。
一
そ
の

点
引
目
鉤
鼻
で
は
、
顔
の
向
き
が
二
種
に
眼
定
さ
れ
、
仮
に
多
人
数
が
集
合
す



表
現
し
た
「
市
河
米
庵
像
」
（
図

1
2
）
の
如
き
す
ぐ
れ
た
正
面
画

像
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
例
は
、
顔
料
の
濃
淡
の

駆
使
に
よ
る
陰
影
描
法
の
発
達

が
、
積
極
的
に
顔
の
正
面
像
の

る
物
語
中
の
場
面
で
あ
っ
て
も
、
斜
め
前
面
を
主
体
と
し
な
が
ら
も
、
面
貌
表

現
に
は
殆
ど
効
果
の
な
い
斜
め
後
面
が
併
せ
て
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
正
面
向

き
の
皆
無
と
と
も
に
引
目
鉤
鼻
の
著
し
い
特
殊
性
と
し
て
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
因
み
に
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
で
は
斜
め
後
面
描
写
の
顔
が
全
体
の
約
四

割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

　
さ
て
人
物
そ
の
も
の
の
描
写
に
主
眼
を
置
く
肖
像
画
に
目
を
向
け
る
と
、
桃

山
以
前
の
画
像
に
正
面
向
き
の
作
例
は
殆
ど
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
は
説
明
的
な

描
線
を
主
体
に
構
成
さ
れ
る
日
本
の
絵
画
の
陰
影
感
欠
如
が
一
つ
の
原
因
と
み

ら
れ
、
と
く
に
鼻
の
隆
起
を
立
体
的
に
表
す
の
に
真
正
面
の
画
像
は
不
向
き
だ

か
ら
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
、
十
七
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
よ
う

や
く
喜
多
元
規
筆
「
隠
元
和
尚
像
」
や
喜
多
宗
雲
筆
「
木
庵
和
尚
像
」
な
ど
の

正
面
画
像
の
作
例
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
来
日
の
黄
葉
僧
を
描

く
頂
相
で
あ
り
、
中
国
肖
像
画
の
伝
統
披
法
に
基
き
な
が
ら
も
、
輸
郭
線
に
沿
っ

た
強
い
ぼ
か
し
に
よ
る
陰
影
法
を
生
か
し
て
迫
真
的
な
顔
貌
表
現
を
生
み
出
し

て
い
る
。
そ
し
て
江
戸
後
期
、
十
九
世
紀
に
は
渡
辺
畢
山
が
西
洋
絵
画
の
陰
影

画
法
を
と
り
入
れ
て
描
線
か
ら
解
放
さ
れ
た
色
の
濃
淡
の
み
で
凹
凸
を
巧
み
に
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引
目
鉤
鼻
考

制
作
を
促
し
た
結
果
と
も
み
ら
れ
る
。
高
松
塚
古
墳
壁
画
中
に
も
二
人
の
正
面

画
像
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
に
も
正
面
向
き
の
顔
貌
描
写
が
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
M
〕

た
く
無
か
っ
た
と
は
い
い
難
い
が
、
実
例
を
あ
げ
る
の
は
困
難
で
、
実
際
に
は

真
正
面
向
き
の
顔
貌
は
敬
遠
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
顔
貌
が
真
正
面
か
ら
描
か
れ
た
も
の
か
、
や
や
斜
め
か

ら
の
も
の
か
を
判
別
す
る
に
は
鼻
の
描
写
を
見
れ
ば
よ
い
。
正
面
か
ら
や
や
横

に
振
っ
た
視
点
か
ら
の
描
写
で
は
、
鼻
は
一
本
の
鼻
梁
の
中
央
（
尾
根
）
の
線

が
下
に
伸
び
、
や
が
て
ど
ち
ら
か
に
カ
ー
ヴ
し
て
小
鼻
を
結
ぶ
。
こ
れ
は
片
方

に
視
点
が
寄
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
一
方
真
正
面
か
ら
描
い
た
場
合
は
鼻
梁

の
中
央
の
稜
線
は
な
く
、
両
裾
を
左
右
二
本
の
線
で
表
し
、
小
鼻
も
両
側
に
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
〕

た
く
対
称
的
な
形
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
物
の
顔
を
正
面
か
ら
描
線
で

描
く
と
、
鼻
が
ま
っ
た
く
左
右
対
称
に
つ
く
ら
れ
、
隆
起
を
伴
わ
ぬ
平
面
的
な

形
態
に
表
さ
れ
、
何
と
も
異
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
引
目
鉤
鼻
が
正
面
顔
を
拒

否
し
た
理
由
に
こ
う
し
た
造
形
的
側
面
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
く
」
の

字
型
の
鼻
を
正
面
か
ら
描
け
ば
、
三
角
形
に
作
る
こ
と
に
な
り
、
滑
稽
至
極
で

様
に
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
仏
画
の
尊
像
に
は
正
面
向
き
の
顔
が
む
し
ろ
多
い
の
は
、
い
ま
さ

ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
仏
菩
薩
は
礼
拝
の
対
象
と
し
て
作
ら
れ
、
多
く
の

場
合
正
面
観
性
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
鼻
は
左
右
相
称
で
、
決
し
て
造

形
的
に
美
し
い
も
の
と
は
い
い
難
い
が
、
仏
画
特
有
の
尊
像
全
体
の
平
面
性
、

立
体
的
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
を
控
え
た
肉
身
の
表
現
に
も
適
合
し
、
ま
た
左
右
の
均

整
と
れ
た
相
称
性
は
仏
菩
薩
の
普
遍
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
繋
り
、
鼻
の
描
写
の
造

一
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形
的
な
マ
イ
ナ
ス
面
を
差
引
い
て
も
な
お
、
正
面
性
を
尊
重
し
た
所
以
が
理
解

で
き
る
。

　
さ
て
次
は
側
面
描
写
で
あ
る
が
、
日
本
の
画
像
に
横
顔
が
希
少
な
点
も
指
摘
、

検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
群
像
、
集
合
像
に
は
、
高
松
塚
古
墳
壁
画

を
は
じ
め
、
絵
巻
な
ど
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
肖
像
画
の
例
は
ま
こ
と
に
稀
で

あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
は
貨
幣
や
切
手
な
ど
に
も
多
用
さ
れ
、
ま
た
プ
ロ
フ
ィ

ル
（
｝
o
昌
①
）
な
る
語
が
独
立
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
横
顔
の
描
写
は

決
し
て
珍
し
く
な
い
が
、
わ
が
国
で
は
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
一
部
で

流
行
し
た
横
顔
に
よ
る
影
絵
肖
像
（
影
法
師
）
な
ど
に
よ
う
や
く
見
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
「
公
家
列
影
図
巻
」
に
収
め
る
五
十
七
人
の
画
像
の

う
ち
、
平
清
盛
、
藤
原
隆
忠
二
像
の
顔
は
側
面
が
描
か
れ
、
ま
た
江
戸
時
代
、

谷
文
晃
筆
と
称
さ
れ
る
「
近
世
名
家
肖
像
図
巻
」
中
に
も
皆
川
洪
園
像
な
ど
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
集
合
的
な
肖
像
画
集
に
は
変
化
を
も
た
せ
る
意

味
も
あ
っ
て
時
折
扱
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
側
面
描
写
の
条
件
は
、
眉
、
目
、
耳
は
各
片
方
の
完
形
が
一
つ
、
鼻
、
口
は

片
側
半
分
が
描
か
れ
、
と
く
に
眉
と
目
は
眉
間
の
あ
た
り
の
顔
の
輸
郭
よ
り
わ

ず
か
に
間
を
空
け
て
顔
の
内
側
に
入
り
こ
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
た

か
も
顔
を
縦
の
中
心
線
で
断
じ
た
半
面
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
と
に
中
央
部
の

額
か
ら
眉
間
、
鼻
梁
、
人
中
、
口
、
顎
へ
と
連
な
る
断
面
の
凹
凸
が
明
確
に
把

握
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
古
来
、
日
本
人
の
顔
は
こ
の
断
面
の
輸
郭
の
起
伏
に
乏

し
い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
が
、
し
か
し
日
本
で
「
横
顔
と
云
う
も
の
を
避
け
て

殆
ど
描
か
な
い
の
は
、
一
つ
に
は
日
本
人
の
顔
が
平
面
的
で
横
か
ら
見
ば
え
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

　
　
　
　
　
＾
帖
一

し
な
い
か
ら
だ
」
と
理
由
づ
け
る
の
は
い
さ
さ
か
短
絡
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。

確
か
に
現
代
の
日
本
人
は
欧
米
風
の
生
活
様
式
の
影
響
を
う
け
て
体
形
や
顔
の

骨
相
も
大
き
く
変
り
、
同
時
に
相
貌
に
対
す
る
好
み
に
も
変
化
を
き
た
し
た
。

鼻
は
鼻
梁
の
通
っ
た
高
い
鼻
が
よ
し
と
さ
れ
、
全
体
に
彫
り
の
深
い
顔
が
好
ま

れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
感
覚

で
あ
っ
て
、
平
安
時
代
の
好
み
に
も
通
じ
る
と
は
眼
る
ま
い
。
当
時
は
む
し
ろ

大
き
い
鼻
は
敬
遠
さ
れ
、
全
体
の
造
作
も
控
え
目
な
も
の
が
歓
迎
さ
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
と
り
上
げ
た
い
の
が
鼻
と
横
顔
の
関
係
で
あ
る
。

　
日
本
の
人
物
画
に
横
顔
が
少
い
の
は
、
ま
ず
側
面
描
写
だ
と
ど
う
し
て
も
鼻

の
隆
起
を
そ
の
ま
ま
表
す
必
然
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
最
も
一
般
的
な
斜

め
前
面
の
顔
の
場
合
も
、
鼻
は
頬
の
輸
郭
の
内
側
に
納
め
ら
れ
、
顔
面
の
外
に

突
出
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
人
物
画
を
得
意
と
し
、
わ
が
国
の
肖
像
画
に

新
生
面
を
拓
い
た
渡
辺
畢
山
は
数
多
く
の
肖
像
画
稿
を
の
こ
し
て
い
る
が
、
正

面
、
側
面
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
顔
の
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
て
い
る
。

斜
め
前
方
か
ら
と
ら
え
た
顔
の
中
に
は
立
原
翠
軒
（
図
1
3
）
や
渡
辺
巴
州
な
ど
、

鼻
が
顔
面
の
輪
郭
か
ら
突
き
出
し
、
か
な
り
側
面
に
近
い
視
点
か
ら
ね
ら
っ
た

も
の
も
認
め
ら
れ
る
。
興
味
深
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立

の
は
佐
藤
一
斎
像
で
、
十
枚
余
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
．
一
一
一

の
画
稿
を
の
こ
す
が
、
初
め
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堆
像

は
鼻
が
顔
面
か
ら
飛
び
出
す
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
翠

の
、
次
第
に
輸
郭
の
内
に
お
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

り
、
そ
し
て
完
成
画
で
は
か
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図



図14　「蓬生」老侍女
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図17　「束屋二」弁の尼　図16　「早蕨」弁の尼

内
に
引
っ
込
ん
だ
顔
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
、
や
は
り
肖
像
画
と
し
て
納

ま
り
の
よ
い
顔
の
向
き
が
最
終
的
に
は
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尖
っ
た

鼻
先
が
顔
の
輪
郭
を
飛
び
出
す
と
い
う
不
安
定
で
煩
わ
し
い
面
貌
表
現
は
、
大

鼻
を
嫌
う
平
安
朝
以
来
の
日
本
人
の
伝
統
的
観
念
と
相
侯
っ
て
、
横
顔
な
い
し

側
面
に
近
い
描
写
を
回
避
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
今
い
ち
ど
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
同
絵
巻
中

に
登
場
す
る
横
顔
は
延
べ
五
人
。
即
ち
「
若
紫
」
の
山
僧
、
「
蓬
生
」
の
惟
光
、

老
侍
女
、
「
早
蕨
」
と
「
東
屋
二
」
の
弁
の
尼
で
あ
る
。
一
図
1
4
－
1
7
）
　
こ
れ
ら

は
僧
、
従
者
、
老
女
、
尼
と
他
の
引
目
鉤
鼻
の
公
卿
や
貴
族
た
ち
と
身
分
を
異

に
す
る
人
物
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
人
物
に
対
し
て
は
時
と
し
て
、
或
い
は
敢

え
て
横
顔
を
与
え
、
突
き
出
た
鼻
を
描
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
他
の
作
品

　
　
　
　
　
　
引
目
鉤
鼻
考

の
例
を
見
て
み
よ
う
。
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
か
ら
や
や
降
っ
た
十
二
世
紀
中
頃
の

作
と
考
え
ら
れ
る
四
天
王
寺
伝
来
の
〕
扇
面
法
華
経
冊
子
」
に
は
各
層
の
男
女

多
数
が
描
か
れ
る
が
、
横
顔
は
七
例
で
、
身
分
の
低
い
男
女
三
人
の
他
、
僧
、

琵
琶
法
師
、
老
女
房
、
そ
し
て
公
卿
が
一
人
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
公
卿
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
π
）

て
は
特
定
の
儀
式
に
列
席
し
た
実
在
の
人
物
と
の
指
摘
が
あ
り
、
き
わ
め
て
例

外
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
除
く
と
他
は
庶
民
、
僧
、
老
女
房
と
な

り
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
そ
れ
に
も
通
じ
る
対
象
と
し
て
納
得
で
き
る
。
ま
た

長
寛
二
年
（
一
ニ
ハ
四
）
の
「
平
家
納
経
」
見
返
し
絵
に
も
横
顔
が
二
例
見
ら

れ
、
い
ず
れ
も
僧
の
顔
で
あ
る
。

　
引
目
鉤
鼻
の
顔
貌
形
式
は
、
こ
の
よ
う
に
物
語
絵
、
と
き
に
は
作
絵
の
世
界

を
越
え
て
他
の
系
統
の
絵
画
に
お
け
る
貴
族
の
描
写
に
も
波
及
、
応
用
さ
れ
る
。

し
か
し
「
信
資
山
縁
起
」
や
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
中
の
公
卿
や
貴
族
の
顔
も
基

本
的
に
は
、
非
個
性
的
な
穏
や
か
な
貴
族
顔
で
あ
る
が
、
引
き
目
は
短
く
、
鼻

先
に
や
や
丸
味
が
あ
り
、
多
少
現
実
に
近
い
面
貌
に
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

「
信
貴
山
縁
起
」
（
中
巻
）
で
は
、
命
蓮
を
訪
れ
る
勅
使
や
清
涼
殿
に
坐
る
二
人

の
公
卿
は
、
引
目
鉤
鼻
風
の
顔
な
が
ら
、
鼻
の
突
出
を
見
せ
る
横
顔
で
描
か
れ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
作
絵
に
よ
る
物
語
（
日
記
）
絵
で
も
鎌
倉
初
期
の

「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
に
な
る
と
、
引
目
鉤
鼻
の
定
型
を
破
る
変
形
の
顔
貌
が
し

ば
し
ば
現
わ
れ
、
中
に
は
下
級
役
人
、
宿
直
の
老
僧
以
外
に
も
公
卿
、
女
房
各

一
人
の
横
顔
が
登
場
し
、
鎌
倉
の
時
代
性
を
反
映
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
新
し

い
感
覚
を
示
し
た
同
絵
巻
の
特
性
と
し
て
興
味
深
い
。
し
か
し
総
じ
て
平
安
か

ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
作
絵
系
の
作
品
に
見
ら
れ
る
横
顔
の
人
物
は
、
引
目

一
五
一
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図18時代不同歌合絵　慈円像

鉤
鼻
の
対
象
と
な
る
高
貴
な
公
卿
、
貴
族
に
対
し
、
身
分
の
異
る
階
層
、
と
く

に
僧
や
老
女
な
ど
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
い
る
の
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
僧
侶
の
存
在
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
僧
と
大
鼻
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
画
像
や
逸

話
を
通
し
て
鼻
の
大
き
な
僧
の
存
在
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
が
、
藤
末
鎌
初

の
慈
円
は
藤
原
忠
通
の
子
で
摂
関
家
の
出
身
で
あ
っ
た
が
早
く
に
出
家
し
、
の

ち
に
は
天
台
座
主
と
な
っ
た
。
恵
ま
れ
た
環
境
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
公
卿
と
し

て
政
治
家
と
し
て
身
を
立
て
ず
、
出
家
を
志
し
た
根
拠
は
彼
の
面
貌
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
を
提
示
し
た
の
は
赤
松
俊
秀
氏
で
あ
る
。
確
か
に

今
日
、
鎌
倉
以
後
の
写
本
と
し
て
の
こ
る
肖
像
画
や
歌
仙
絵
（
図
1
8
一
が
伝
え

る
彼
の
鼻
は
異
様
に
大
き
く
、
あ
る
も
の
は
団
子
鼻
、
あ
る
も
の
は
鷲
鼻
と
形

は
異
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
巨
大
な
存
在
を
強
調
し
て
お
り
、
大
鼻
の
持
ち
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
赤
松
氏
の
推
説
の
当
否
は
別

一
五
二

に
し
て
も
、
大
鼻
に
よ
る
風
貌
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
は
拭
い
難
く
、
容
姿
が

重
ん
じ
ら
れ
た
公
卿
の
世
界
で
出
世
す
る
に
は
不
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。
こ
の
他
同
時
代
の
貞
慶
や
鎌
倉
後
期
の
忍
性
ら
も
大
き
な
鼻
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

伴
う
肖
像
画
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
禅
珍
内
供
の

話
「
鼻
長
き
僧
の
事
」
が
収
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
鼻
の
大
き
い
僧
の
例
は
少
く
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
浮
ん
で
く
る

の
は
決
し
て
徳
の
高
い
高
僧
の
姿
と
い
う
よ
り
風
貌
を
害
わ
れ
た
不
粋
な
凡
僧

の
印
象
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
本
題
に
立
ち
帰
れ
ば
、
単
に
僧
侶
に
隈
ら
ず

横
顔
－
鼻
－
醜
貌
の
関
係
は
、
中
古
の
人
々
の
不
利
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
と
し

て
根
強
く
温
存
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

．
四
、
顔
貌
の
美
醜
表
現

　
日
本
の
人
物
画
が
正
面
、
側
面
の
顔
貌
描
写
を
回
避
し
て
き
た
所
以
を
前
章

で
述
べ
た
が
、
そ
の
最
も
象
徴
的
な
も
の
が
引
目
鉤
鼻
の
正
・
側
面
の
拒
否
で

あ
っ
た
。
貴
族
た
ち
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
し
て
、
自
ら
の
面
貌
を
不
利
に
見
せ

ぬ
た
め
の
、
有
効
な
ア
ン
グ
ル
を
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
よ
う

に
し
て
出
来
上
っ
た
引
目
鉤
鼻
の
顔
が
平
安
貴
族
に
と
っ
て
実
際
魅
力
的
な
美

し
い
顔
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
高
貴
、
美
貌
の
表
現
を
志

し
た
一
つ
の
理
想
形
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
美
男
、

美
女
の
顔
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
当
時
の
公
卿
や
貴
族

の
男
女
が
す
べ
て
引
目
鉤
鼻
の
範
酵
に
収
ま
る
顔
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
無
論
な



い
。
問
題
な
の
は
美
貌
を
表
現
す
る
の
に
最
大
公
約
数
的
な
型
を
定
め
、
個
性
、

特
徴
を
排
し
て
一
律
の
顔
に
統
一
し
た
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
特
徴
や
感
情
を

抑
え
、
控
え
目
で
奥
ゆ
か
し
く
非
個
性
的
な
姿
に
彼
ら
は
美
し
い
容
貌
を
認
め
、

そ
う
し
た
貴
族
の
好
尚
が
引
目
鉤
鼻
と
い
う
顔
貌
表
現
の
成
立
に
大
き
く
作
用

し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
非
個
別
的
で
中
間
的
な

顔
の
イ
メ
ー
ジ
に
こ
そ
、
「
鑑
賞
者
が
物
語
の
登
場
人
物
の
姿
を
自
由
に
投
影

で
き
る
の
だ
」
と
い
う
プ
ラ
ス
の
解
釈
が
一
般
に
は
支
配
的
で
あ
る
。
確
か
に

理
想
の
像
を
具
体
的
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
表
す
の
は
難
し
い
。
『
枕
草
子
』
に

も
「
絵
に
、
描
き
劣
り
す
る
も
の
…
物
語
に
め
で
た
し
と
い
ひ
た
る
、
男
・
女

　
か
た
ち

の
容
貌
。
」
と
あ
り
、
具
象
的
な
画
像
を
固
定
し
て
読
者
を
縛
り
、
裏
切
る
こ
と

の
危
険
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
普
が
薯
さ
れ
た
頃
に
は
未
だ
引
目

鉤
鼻
と
い
う
、
格
好
の
物
語
絵
の
人
物
表
現
形
式
が
完
全
な
形
で
確
立
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
記
述
と
も
と
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
美
形
に
つ

い
て
語
り
、
具
象
化
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
と
い
う
よ
り
無
益
さ
を
物
語
っ
て

い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
単
に
絵
画
と
い
う
造
形
上
の
間
題
に

止
ま
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
平
安
時
代
の
物
語
文
学
に
は
美
男
美
女
と
思
し
き
人
物
が
多
数
登
場
す
る
が
、

彼
ら
が
一
体
ど
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
た
の
か
、
面
貌
の
描
写
は
殆
ど
記
述
に

及
ん
で
い
な
い
。
と
き
に
顔
色
や
頬
の
脹
よ
か
さ
な
ど
を
語
る
場
合
も
あ
る
が
、

大
方
は
「
お
か
し
」
、
「
ろ
う
た
き
」
、
「
今
め
か
し
」
な
ど
、
抽
象
的
な
表
現
に

止
ま
り
、
筆
者
の
専
ら
の
関
心
は
、
と
く
に
女
性
の
場
合
、
髪
の
形
状
に
注
が

れ
、
そ
こ
に
は
長
々
と
筆
舌
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
、

引
目
鉤
鼻
考

，
栄
華
物
語
』
や
『
宇
津
保
物
語
』
な
ど
に
見
え
る
女
性
の
髪
に
関
す
る
記
述
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
〕

例
は
突
に
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
髪
の
長
さ
、
豊
か
さ
、
色
つ
や
、

形
状
に
及
び
、
長
さ
も
「
背
丈
に
一
尺
ば
か
り
余
り
て
」
と
か
「
三
寸
ば
か
り

足
り
ぬ
」
と
、
具
体
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
流
れ
る
よ
う
な
黒
い
垂
髪
が
衣

や
床
の
上
に
降
り
て
、
美
し
い
渦
や
波
の
形
を
な
す
様
子
は
絵
画
に
も
し
ば
し

ば
表
現
さ
れ
る
が
（
図
1
9
・
2
0
）
、
光
沢
の
あ
る
長
い
髪
は
美
貌
の
重
要
な
条
件

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
髪
と
と
も
に
美
女
表
現
に
欠
か
せ
ぬ
も
の
と
し
て

指
摘
さ
れ
る
の
が
衣
裳
で
あ
り
、
こ
れ
も
絵
画
同
様
、
文
学
の
世
界
で
も
重
ね

た
衣
の
種
類
は
も
と
よ
り
、
色
や
柄
模
様
の
一
々
ま
で
詳
細
な
筆
が
費
さ
れ
る
。

ま
た
と
き
に
は
髪
と
衣
の
美
し
さ
を
統
合
さ
せ
た
例
　
　
紅
梅
の
図
様
の
織
物

の
裾
に
長
い
髪
が
柳
の
枝
垂
れ
か
か
る
よ
う
な
様
子
（
『
栄
華
物
語
』
「
は
つ
は

な
」
な
ど
）
を
叙
し
た
も
の
も
あ
り
、
当
時
の
趣
向
と
筆
者
の
関
心
の
強
さ
が

う
か
が
え
る
。
髪
や
衣
裳
の
描
写
に
雄
弁
な
の
は
必
ず
し
も
美
女
の
そ
れ
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
ま
ず
そ
れ
が
美
貌
な
い
し
は
そ
れ
を
演
出
す
る
小

遭
具
と
し
て
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
作
り
物
語
で
は
な
く
、
実
在
の
人
物
に
つ
い
て
叙
述
す
る
日
記
文
学
に
お
い
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て
も
顔
の
描
写
の
稀
薄
さ
は
同
様
に
指
摘
で
き
る
。
，
紫
式
部
日
記
』
中
の
「
消

息
文
」
の
冒
頭
部
に
は
「
こ
の
つ
ゐ
で
に
、
人
の
か
た
ち
を
語
り
き
こ
え
せ
ば

…
…
」
の
書
き
出
し
で
、
中
宮
女
房
ら
を
列
記
し
て
そ
れ
ら
の
容
姿
が
述
べ
ら

れ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
髪
の
長
さ
や
肌
の
白
さ
が
賞
さ
れ
る
が
、
顔
に
関
し

て
は
「
口
つ
き
に
恥
づ
か
し
げ
さ
も
、
匂
ひ
や
か
な
る
事
も
そ
ひ
た
り
」
、
「
顔

も
か
ど
く
し
う
、
あ
な
お
か
し
の
人
…
」
、
「
顔
こ
ま
や
か
に
、
見
る
ま
・
に

い
と
お
か
し
く
、
ら
う
た
げ
な
る
け
は
ひ
－
」
な
ど
、
肝
腎
な
と
こ
ろ
は
抽
象

的
な
形
容
詞
で
処
理
さ
れ
る
。
た
だ
五
節
弁
な
る
女
性
に
つ
い
て
は
「
絵
に
か

い
た
る
顔
し
て
、
額
い
た
う
は
れ
た
る
（
広
い
）
人
の
、
目
尻
い
た
う
ひ
き
て
（
長

く
一
…
」
と
、
多
少
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
る
が
、
こ
れ

な
ど
は
む
し
ろ
珍
し
い
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
平
安
当
時
の
人
々
が
女
性
の
面
貌
そ
の
も
の
に
は
あ
ま
り
関
心
が

な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
，
源
氏
物
語
』

「
空
蝉
」
の
中
で
、
空
蝉
と
碁
を
打
つ
義
娘
の
軒
端
荻
の
描
写
で
は
髪
の
表
現
に

加
え
、
珍
し
く
顔
の
形
状
に
も
筆
が
及
び
、
頭
の
形
や
髪
の
生
え
際
が
く
っ
き

り
し
て
美
し
く
、
目
も
と
や
口
も
と
に
愛
嬬
が
あ
ふ
れ
、
華
や
か
な
顔
だ
ち
、

と
し
た
上
で
、
ま
ず
は
欠
点
の
な
い
「
お
か
し
げ
な
る
人
」
（
美
人
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
空
蝉
の
方
は
、
瞼
が
少
し
腫
れ
ほ
っ
た
く
鼻
の
形
も
鮮

や
か
で
な
く
、
老
け
て
見
え
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
器
量
は
よ
く
な
い
、
と
い

い
切
る
。
し
か
し
彼
女
に
は
こ
れ
を
補
っ
て
余
り
あ
る
心
の
嗜
み
の
深
さ
が
あ

り
（
源
氏
も
そ
こ
に
惹
か
れ
て
執
着
す
る
の
で
あ
る
が
）
、
女
性
の
魅
力
は
器
量

の
他
に
も
性
格
、
セ
ン
ス
、
振
舞
い
、
所
作
な
ど
が
大
き
な
要
素
を
占
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

る
こ
と
が
、
物
語
を
通
じ
て
う
か
が
え
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
理
解
で

き
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
美
し
い
女
性
の
容
姿
を
表
現
す
る
に
、
肝
腎

の
顔
の
記
述
が
殆
ど
省
か
れ
る
傾
向
は
否
定
で
き
ず
、
こ
れ
は
や
は
り
美
形
を

言
葉
で
表
す
こ
と
の
難
し
さ
、
さ
ら
に
そ
の
無
用
さ
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
、

そ
れ
は
絵
画
に
お
け
る
引
目
鉤
鼻
の
中
立
的
、
消
極
的
な
ス
タ
ン
ス
と
軌
を
一

に
す
る
特
性
と
し
て
指
摘
し
た
い
。

　
こ
う
し
た
美
貌
表
現
に
筆
を
慎
ん
だ
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
も
、
醜
貌
に
対

し
て
は
に
わ
か
に
雄
弁
に
転
じ
る
。
件
の
末
摘
花
の
容
姿
に
つ
い
て
「
坐
高
が

高
く
、
胴
長
で
、
鼻
は
象
の
そ
れ
の
よ
う
に
高
く
長
く
の
び
て
先
の
方
が
垂
れ

て
赤
く
色
づ
い
て
い
る
。
顔
色
は
青
白
く
、
額
は
だ
だ
っ
広
く
て
顔
全
体
も
長

い
」
と
容
赦
な
く
具
体
的
か
つ
露
骨
に
欠
陥
を
挙
げ
つ
ら
う
。
「
源
氏
物
語
絵

巻
」
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当
す
る
個
所
の
詞
書
だ
け
が
た
ま
た
ま
三
行
分
ほ

ど
断
簡
の
形
で
伝
存
し
、
明
ら
か
に
こ
の
場
面
も
絵
画
化
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
が
、
末
摘
花
の
顔
貌
に
い
か
な
る
描
写
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
、
想
像
す
る

だ
に
興
味
深
い
。

　
さ
て
時
代
は
降
る
が
、
醜
女
の
描
写
に
や
は
り
豊
か
な
筆
が
費
や
さ
れ
る
文
、

画
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
十
三
世
紀
末
の
作
に
な
る
「
男
余
三
郎
絵
巻
」
は

関
束
武
士
の
対
照
的
な
兄
弟
を
テ
ー
マ
と
し
た
絵
巻
で
、
兄
の
吉
見
二
郎
は
宮

仕
え
し
て
い
た
上
臓
女
房
を
妻
に
迎
え
、
弟
の
男
余
三
郎
は
土
地
の
女
を
墾
っ

た
と
い
う
対
照
的
な
生
活
を
描
く
。
兄
の
妻
は
美
女
と
は
記
し
て
い
な
い
が
、

「
二
郎
は
色
を
好
み
た
る
男
に
て
」
都
ぶ
り
の
女
を
迎
え
た
の
だ
か
ら
当
然
美
形

と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
容
貌
に
関
し
て
は
何
も
触
れ
ず
、
一
方
の
弟
の
妻
に
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図21 刎表三郎絵巻
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わ
だ
か
圭

関
し
て
は
、
大
柄
で
、
縮
れ
髪
は
元
結
の
と
こ
ろ
で
幡
り
、
「
顔
に
は
鼻
よ
り
ほ

か
又
見
ゆ
る
も
の
な
し
」
と
し
て
、
や
は
り
鼻
の
大
き
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
口
は
へ
の
字
、
と
弱
点
が
書
き
連
ね
ら
れ
る
。
ま
た
兄
の
娘
は
「
う
つ

く
し
き
姫
君
」
と
あ
り
、
年
頃
に
は
評
判
の
美
人
に
成
長
し
た
が
、
た
だ
「
い

と
艶
め
き
給
へ
り
」
と
素
っ
気
な
い
。
が
他
方
の
娘
は
、
母
に
似
て
「
顔
は
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
圭
｝

様
で
、
し
か
も
中
広
。
目
に
は
金
椀
を
入
れ
た
よ
う
で
、
眉
は
抜
き
繕
っ
た
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
な

に
描
き
加
え
…
…
髪
も
縮
れ
あ
が
っ
て
柔
も
な
い
」
と
細
か
い
指
摘
を
重
ね
て

散
々
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
詞
菩
の
文
章
は
先
行
の
物
語
か
説
話
に
典
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
画
面
は
、
兄
の
嫁
と
娘
（
図
2
1
）
に
は
引
目
鉤
鼻
風
の

古
典
的
な
相
貌
を
与
え
て
淡
々
と
し
た
描
写
で
処
理
し
、
弟
の
妻
（
図
2
2
）
と

娘
（
図
2
3
）
は
縮
れ
髪
に
ど
ん
ぐ
り
目
、
天
狗
の
如
き
高
鼻
と
、
創
造
力
を
邊

引
目
鉤
鼻
考

し
く
し
て
詞
章
に
も
劣
ら
ぬ
豊
か
な
表
現
が
尽
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
醜
怪

な
対
象
に
対
し
、
却
っ
て
筆
が
一
段
と
生
き
生
き
活
気
を
増
す
の
は
絵
画
に
見

ら
れ
る
一
つ
の
傾
向
で
あ
っ
て
、
平
安
末
期
の
「
病
草
紙
」
や
「
餓
鬼
草
紙
」

は
そ
の
好
例
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
画
面
に
は
画
家
の
対
象
へ
の
強
い
好
奇

の
眼
と
、
そ
れ
を
現
実
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
描
筆
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ

と
れ
る
。

　
文
学
と
絵
画
表
現
の
関
係
を
考
え
る
上
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
文
学

作
品
中
に
見
ら
れ
る
「
絵
に
か
き
た
る
や
う
」
、
「
絵
に
か
か
ま
ほ
し
き
」
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
）

の
用
語
で
あ
る
。
佐
野
み
ど
り
氏
は
「
付
表
　
王
朝
物
語
に
見
る
造
形
意
識
」

で
、
平
安
時
代
の
物
語
文
学
に
見
出
さ
れ
る
「
絵
」
に
関
す
る
用
語
例
を
抄
出
、

列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
参
照
す
る
と
先
の
二
つ
の
語
が
か
な
り
多
い
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
と
く
に
重
視
さ
れ
る
の
は
前
者
の
「
絵
に
か
き
た
る
や

う
」
で
、
そ
の
用
例
を
通
覧
す
る
と
、
「
よ
く
絵
に
描
か
れ
る
よ
う
な
馴
染
み
深

い
」
と
か
「
絵
に
描
い
た
よ
う
に
美
し
い
」
或
い
は
「
趣
き
深
い
」
な
ど
、
多

少
の
巾
が
あ
る
も
の
の
、
概
し
て
好
ま
し
い
情
景
や
状
態
の
瞼
え
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
で
は
美
し
い
も
の
を
描
写
す
る
の
に
何
故
「
絵
」
と
い
う
人
為

的
な
造
形
を
も
ち
出
し
、
そ
れ
を
介
し
て
表
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
対
象

と
な
る
事
物
が
ど
の
よ
う
に
美
し
い
の
か
を
具
体
的
に
叙
述
す
る
の
を
回
避
し

て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
絵
」
と
い
う
一
語
に
托
し
て
し
ま
う
理
由
は
何
か
。

そ
し
て
読
者
は
そ
れ
だ
け
で
了
解
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
事
実
、
十
分
に
納

得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
安
時
代
の
絵
が
、
美
し
い
も
の
に
対
し
て

何
人
に
も
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
ほ
ど
類
型
化
、
標
準
化
し
て
い
た
こ
と
を

一
五
五



示
唆
し
、
換
言
す
れ
ば
、
む
し
ろ
約
束
さ
れ
た
類
型
、
標
準
の
中
に
こ
そ
安
心

の
置
け
る
親
近
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
彼
ら
は
一
つ
の
美
の
典
型
を
認
識
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
美
し
い
も
の
は
淡
々
と
控
え
め
に
、
醜
い
も
の
は
具
体
的
で
雄
弁
に
。
そ
こ

に
は
文
学
と
絵
画
に
共
通
す
る
表
現
態
度
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
類

型
表
現
に
徹
し
た
引
目
鉤
鼻
が
平
安
当
時
の
美
貌
の
典
型
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

文
学
と
の
比
較
に
よ
っ
て
よ
り
理
解
が
容
易
と
な
る
。
が
そ
れ
に
し
て
も
醜
貌

に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
あ
の
自
由
な
表
現
が
、
な
に
故
美
貌
に
は
拒
否
さ
れ
続

け
た
か
。
次
な
る
検
討
テ
ー
マ
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
方
面
に
考
察
が
進
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
す
で
に
紙
面
も
尽
き
た
の
で
、
後
稿
に
譲
る

こ
と
に
し
た
い
。

一
↓

（
2
）43＾

5
）

註　
秋
山
光
和
『
平
安
時
代
枇
俗
固
の
研
究
』
一
吉
川
弘
文
館
一
「
源
氏
物
語
絵
巻
の
構
成

と
技
法
」
｝
に
は
「
顔
貌
表
現
の
特
色
く
引
目
鉤
鼻
V
」
と
題
し
て
、
具
体
的
な
技
法
や

各
場
面
で
の
描
き
分
け
、
類
型
表
現
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
考
察
が
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、
鼻
が
な
い
の
で
「
引
目
鉤
鼻
」
の
語
は
本
来
妥
当
で
は
な
い
が
、
同
語

は
こ
の
種
の
貴
族
廠
貌
描
写
を
広
く
さ
し
た
m
川
語
と
み
な
し
、
こ
こ
で
も
従
来
の
慣
用

に
順
っ
て
お
く
。

　
秋
山
光
和
「
〈
源
氏
物
語
絵
巻
V
若
紫
図
断
簡
の
原
形
確
認
」
（
『
同
華
』
一
〇
一
一
号
一
。

　
石
井
正
己
「
描
か
れ
た
女
、
尻
　
　
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
方
法
」
（
『
圃
文
学
』
第
四

四
巻
五
号
）
。
石
丼
氏
は
こ
れ
ら
「
描
か
れ
た
女
房
た
ち
が
語
り
の
間
題
と
関
わ
る
か
ど

う
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
考
察
を
試
み
て
い
る
。

有
加
＾
祥
隆
「
高
松
塚
古
墳
壁
画
」
図
版
解
説
一
，
日
本
美
術
全
集
』
3
　
講
談
社
）
。
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6
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一
五
六

　
山
折
哲
雄
『
日
本
人
の
顔
　
図
像
か
ら
文
化
を
読
む
』
一
「
N
H
K
プ
ッ
ク
ス
」
一
五
〇

一
　
口
本
放
送
出
版
協
会
一
。

　
註
6
の
文
献
。

　
註
6
の
文
献
。

　
西
田
正
秋
『
頗
の
形
態
美
』
　
杉
考
抑
院
。

　
註
9
の
文
献
。

　
江
馬
務
「
化
粧
史
」
（
，
江
馬
務
著
作
集
」
第
四
巻
　
中
央
公
論
社
）
。

　
註
1
ー
の
文
献
。
な
お
白
粉
に
は
酸
化
鉛
の
ほ
か
米
粉
な
ど
が
州
い
ら
れ
た
。

　
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
巾
の
殆
ど
の
男
女
の
顔
は
鉛
白
が
使
わ
れ
て
い
る
（
注
ー
の
論

文
一
。
な
お
近
年
、
こ
の
顔
料
に
つ
い
て
は
、
正
確
に
は
鉛
白
で
は
な
く
、
「
鉛
系
の
白

色
顔
料
」
と
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

　
鎌
倉
時
代
の
「
先
徳
凶
像
」
は
、
印
度
・
巾
国
・
日
本
の
古
人
四
十
六
人
の
像
を
収

め
た
図
巻
で
あ
る
が
、
そ
の
巾
に
先
聖
一
孔
子
一
な
ど
三
人
の
正
而
像
が
見
出
せ
る
。

　
突
際
に
は
真
正
面
の
顔
で
も
、
片
方
か
ら
の
光
級
が
強
け
れ
ば
扉
梁
の
巾
央
の
稜
線

が
現
わ
れ
る
が
、
日
本
の
絵
阿
で
は
江
戸
末
期
以
前
は
光
線
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
考
慮
に
入
れ
な
い
。

　
註
9
の
文
献
。

　
鈴
木
敬
三
氏
は
、
当
人
物
が
仁
平
二
年
一
一
一
五
二
）
正
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た

大
臣
大
饗
の
際
の
内
大
臣
、
藤
原
実
能
の
姿
と
さ
れ
る
一
，
扇
函
法
華
経
の
研
究
』
　
鹿

島
研
究
出
版
会
一
。

　
赤
松
俊
秀
，
続
鎌
倉
仏
教
の
研
究
」
一
平
楽
寺
書
店
一
。

　
宮
鳥
新
一
『
肖
像
画
』
（
吉
川
弘
文
館
一
、
お
よ
び
，
肖
像
画
の
視
線
』
（
同
）
。

　
伊
藤
慎
吾
『
風
俗
上
よ
り
み
た
る
源
氏
物
語
　
描
写
・
時
代
の
研
究
』
　
付
録
第
一

「
女
子
頭
髪
考
」
一
風
間
書
房
一
に
詳
し
い
。

　
佐
野
み
ど
り
，
風
流
　
造
形
　
物
詔
－
日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』
一
ス
カ
イ
ド
ア
）

第
二
獺
第
一
節
。


