
よ
う
こ
そ
我
が
ゼ
ミ
へ

　

年
齢
・
職
業
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
し
も
「
こ
れ
で
よ
い
の
か
」
と
い
う
思
い
を
抱

き
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。
教
師
の
場
合
、
教
壇
の
上
で
常
に
「
こ
れ
で
よ
い
の
か
」

と
考
え
な
が
ら
授
業
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。「
こ
れ
で
よ
い
の
か
」
と
煩
悶
す

る
内
容
は
様
々
で
、
ア
レ
は
ど
う
だ
？
コ
レ
は
ど
う
だ
？
と
思
い
巡
ら
せ
て
い
る
う

ち
に
、
悪
く
す
る
と
自
分
の
資
質
を
疑
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し

た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
「
こ
れ
で
よ
い
の
か
」
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
嬉
し
い
「
こ
れ
で

よ
い
の
か
」
の
例
を
紹
介
し
た
い
。

　

世
界
教
養
学
科
の
学
生
も
三
年
生
に
な
る
と
ゼ
ミ
を
受
講
す
る
。「
あ
な
た
方
は
物

好
き
で
す
ね
」
と
い
う
言
葉
に
熱
烈
歓
迎
の
意
を
込
め
迎
え
た
学
生
は
若
干
名
だ
っ

た
が
、
あ
の
ゼ
ミ
紹
介
に
釣
ら
れ
た
学
生
な
の
だ
か
ら
、
煮
よ
う
が
焼
こ
う
が
料
理

人
の
勝
手
、
少
々
熱
く
て
も
頑
張
る
の
だ
ぞ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

　

そ
も
そ
も
ゼ
ミ
の
説
明
会
で
配
布
し
た
私
の
釣
書
は
以
下
の
通
り
。

「
資
料
を
じ
っ
く
り
読
み
進
め
な
が
ら
問
題
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
て
レ

ポ
ー
ト
を
書
く
こ
と
を
目
指
す
。
資
料
と
し
て
は
、
地
元
名
古
屋
や
名
古
屋
周
辺
の

地
域
で
書
か
れ
た
文
献
で
、
そ
の
時
代
の
思
潮
や
制
度
な
ど
を
大
い
に
反
映
す
る
も

の
を
読
ん
で
い
き
た
い
。

　

二
〇
一
七
年
度
Ⅰ
期
は
、
近
世
（
江
戸
時
代
）
名
古
屋
の
武
士
の
家
に
伝
わ
る
家
訓

を
取
り
あ
げ
た
い
。
最
初
は
尾
張
藩
の
初
代
藩
主
徳
川
義
直
の
家
訓
を
読
む
。
尾
張

藩
は
御
三
家
の
筆
頭
と
い
う
立
場
に
あ
る
の
で
、
大
名
と
は
い
え
、
特
殊
な
立
場
に

置
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
立
場
が
藩
主
の
家
訓
に
ど
う
反
映
し
て
い
る
か
等
、
読

み
取
っ
て
い
き
た
い
。
藩
主
の
次
に
藩
士
の
家
訓
を
読
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。」

こ
れ
に
具
体
的
な
授
業
の
進
め
方
を
付
け
加
え
て
い
た
。

　

こ
の
釣
書
に
つ
ら
れ
た
我
が
ゼ
ミ
生
は
、
お
だ
や
か
、
に
こ
や
か
、
す
こ
や
か
。

こ
の
よ
う
な
学
生
に
、
熱
く
て
も
我
慢
し
て
頑
張
れ
、
と
言
う
の
は
酷
な
の
で
は
な

い
か
。

さ
あ
、
始
め
ま
し
ょ
う

　

私
た
ち
が
読
み
始
め
た
の
は
、
尾
張
藩
初
代
藩
主
徳
川
義
直
（
一
六
〇
〇
―
一
六

五
〇　

在
位
：
一
六
〇
七
―
五
〇
）
が
継
嗣
光
友
（
一
六
二
五
―
一
七
〇
〇　

在
位
：

一
六
五
〇
―
九
三
）
に
遺
し
た
と
さ
れ
る
家
訓
で
あ
る
。　

　

こ
こ
で
、
義
直
に
つ
い
て
若
干
解
説
し
た
い
。
最
近
、
名
古
屋
城
正
門
前
に
「
義
直

ゾ
ー
ン
」
な
る
飲
食
店
街
が
出
現
し
、
少
々
知
名
度
が
上
が
っ
た
そ
の
「
義
直
」
で

あ
る
。
尾
張
藩
の
初
代
藩
主
と
し
て
藩
の
礎
を
固
め
た
英
明
な
藩
主
で
、
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）
に
「
御
仕
置
」
を
開
始
す
る
や
、
法
度
の
制
定
、
藩
の
諸
機
構
の
整
備

を
し
、
家
臣
の
知
行
の
増
加
も
行
い
、
入
鹿
池
を
開
鑿
し
農
業
の
振
興
も
図
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
私
は
専
門
の
関
係
か
ら
、
特
に
学
問
環
境
を
整
え
た
殿
様
と
し
て
学
生

に
紹
介
し
て
き
た
。
義
直
が
実
際
に
尾
張
の
政
治
を
執
る
の
は
、
大
坂
夏
の
陣
（
元

和
元
年
）
の
後
、
い
わ
ゆ
る
「
元
和
偃
武
」
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
義

直
は
大
坂
へ
出
陣
も
し
て
お
り
、
戦
闘
の
悲
惨
さ
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま

だ
、
時
代
と
し
て
は
戦
い
の
臭
い
が
立
ち
こ
め
る
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代

に
文
武
両
道
を
掲
げ
、
戦
闘
の
た
め
の
「
武
」
だ
け
で
な
く
、「
文
」
学
問
を
重
視
し

外
大
生
に
て
候
へ
ど
も

鵜
飼 

尚
代
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エッセイ

た
こ
と
の
先
見
性
を
学
生
に
伝
え
た
か
っ
た
。
こ
の
義
直
の
姿
勢
が
よ
く
表
れ
、
か

つ
次
世
代
以
降
に
も
継
承
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
志
が
表
れ
て
い
る
の
が
義
直
の
遺
し

た
「
君
戒
」
で
あ
り
「
初
学
文
宗
」
で
あ
っ
た
。

　
「
初
学
文
宗
」
は
、
不
特
定
の
人
々
に
向
け
て
、
わ
か
り
や
す
く
人
の
道
を
説
き
、

生
活
信
条
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
儒
教
を
信
奉
し
た
義
直
ら
し
さ
が
よ

く
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
「
君
戒
」
を
選
ん
だ
の
だ
が
、「
君
戒
」
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
田
辺

裕
氏
が
「
君
戒
」
は
義
直
自
身
が
撰
述
し
た
も
の
で
は
な
い
と
論
証
さ
れ
た
。
田
辺
氏

は
、「
君
戒
」
は
、
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
細
川
勝
元
（
一
四
三
〇
―
七
三
）
が
将

軍
足
利
義
政
（
一
四
三
九
―
九
〇
）
に
奉
っ
た
「
君
慎
」
と
文
章
が
全
く
同
一
で
あ
る

こ
と
、
実
は
「
君
戒
」
は
義
直
の
「
御
反
古
二
十
五
冊
」
中
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
な
っ
て
修
復
し
、「
君
戒
」
と
題
さ
れ
「
御
宝
訓
」
と
も

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
拠
に
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
田
辺
氏
は
実
に

丹
念
に
論
証
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
は
お
叱
り
を
受
け
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
論
文
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、

　
　

 

恐
ら
く
、
義
直
は
当
時
既
に
存
在
し
た
「
君
慎
」
の
内
容
が
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
の

で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
一
字
一
句
も
違
へ
ず
書
き
写
し
て
、
子
孫
の
教
誡
の
た

め
に
子
の
光
友
に
遺
し
た
の
が
事
実

と
言
う
。
私
も
こ
の
こ
と
ば
に
共
感
し
、
義
直
が
「
君
戒
」
を
よ
し
と
し
た
姿
勢
を

重
視
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

と
も
か
く
学
生
に
は
、
概
論
で
は
な
く
一
次
資
料
か
ら
事
実
を
読
み
取
っ
て
も
ら

い
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
幸
い
「
君
戒
」
は
た
い
へ
ん
読
み
や
す
く
、
わ
か
り
や
す

い
。
第
一
短
い
。
し
か
し
、
義
直
が
感
心
し
た
だ
け
あ
り
「
君
戒
」
に
は
風
格
が
あ

り
、
私
も
魅
了
さ
れ
た
が
、
学
生
の
心
も
摑
ん
で
い
く
。
全
十
二
条
の
内
容
は
、

　
　

①　

 

君
主
が
身
を
つ
つ
し
む
こ
と
が
国
家
安
泰
の
も
と
。

　
　

②　

 

君
主
の
行
い
は
学
問
か
ら
学
べ
。
し
か
し
、
目
前
の
臣
下
そ
れ
ぞ
れ
に
適

し
た
こ
と
ば
が
け
も
大
切
。

　
　

③　

 

芸
能
を
嗜
む
こ
と
は
文
化
人
と
し
て
大
切
だ
が
、
ほ
ど
ほ
ど
で
あ
る
こ
と

が
重
要
。

　
　

④　

若
い
と
き
は
ま
ず
武
具
を
揃
え
よ
。
他
の
物
を
欲
し
が
ら
な
い
こ
と
。

　
　

⑤　

臣
下
の
諌
言
を
聴
け
。

　
　

⑥　

臣
下
の
器
量
を
し
っ
か
り
把
握
し
た
上
で
、
臣
下
を
用
い
よ
。

　
　

⑦　

 

気
後
れ
し
た
様
子
を
見
せ
て
は
い
け
な
い
。
昔
の
合
戦
の
話
は
最
後
ま
で

聴
け
。
ま
た
、
昔
の
合
戦
か
ら
学
べ
。

　
　

⑧　

 

旅
に
出
た
時
は
時
間
を
厳
守
し
、
目
配
り
を
忘
れ
ず
、
身
な
り
を
整
え
て
。

　
　

⑨　

 

礼
拝
・
会
合
の
時
は
身
分
を
考
え
、
礼
に
則
り
行
動
せ
よ
。

　
　

⑩　

 

物
事
に
傾
注
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。

　
　

⑪　

 

身
の
た
し
な
み
（
つ
つ
し
み
）
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

　
　

⑫　

 

事
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
諌
言
を
聴
け
。

と
要
約
で
き
そ
う
だ
。
が
、
要
約
で
は
風
格
が
伝
わ
ら
な
い
。
こ
こ
に
テ
キ
ス
ト
に

し
た
「
君
戒
」（『
名
古
屋
叢
書　

文
教
編
』
所
収
）
の
最
初
の
三
箇
条
を
示
し
て
お

こ
う
。
た
だ
し
、『
名
古
屋
叢
書　

文
教
編
』
所
収
の
「
君
戒
」
に
付
さ
れ
た
漢
字
は

筆
者
が
削
除
し
た
。

一
、  

君
た
る
事
は
、
萬
民
を
し
た
が
へ
、
民
の
心
ざ
し
を
見
る
事
な
り
。
君
の
か
う

せ
き
あ
し
け
れ
ば
、
民
し
た
が
は
ず
。
上
に
は
し
た
が
ふ
と
い
へ
ど
も
、
大
事

に
及
ん
で
は
い
づ
れ
も
そ
む
く
も
の
な
り
。
其
上
、
君
の
か
う
せ
き
を
ま
な
び
、

国
の
風
に
い
た
る
ま
で
、
皆
あ
し
く
な
る
も
の
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、
君
の

か
う
せ
き
、
ひ
と
り
あ
る
所
を
つ
ゝ
し
め
ば
、
臣
下
も
其
身
を
つ
ゝ
し
み
、
法

礼
を
み
だ
ら
ず
、
法
礼
を
み
だ
ら
ざ
れ
ば
、
国
家
よ
く
お
さ
ま
る
も
の
な
り
。

二
、  

か
う
せ
き
は
常
に
学
の
心
を
よ
く
知
る
を
か
ん
や
う
と
す
る
な
り
。
然
れ
ど
も
、

心
を
其
道
に
よ
せ
て
、
臣
下
に
ま
み
ゆ
る
時
は
、
先
こ
れ
に
た
い
め
ん
し
て
、
其

品
々
に
よ
つ
て
其
こ
と
ば
を
か
け
、
其
人
に
よ
り
物
語
を
す
る
。
学
を
す
れ
ば

と
て
、
こ
の
事
に
お
こ
た
れ
ば
萬
事
に
あ
し
き
也
。
い
は
ん
や
よ
の
事
に
お
ゐ

て
を
や
。

三
、  

げ
い
の
う
の
事
し
ら
ざ
れ
ば
野
人
に
お
な
じ
。
し
か
る
時
は
す
こ
し
は
知
り
た

（
１
）

（
２
）
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る
も
よ
し
。
然
れ
ど
も
其
道
は
お
も
し
ろ
き
に
よ
り
、
実
な
る
事
を
ば
次
に
す

る
も
の
な
り
。
其
心
を
も
つ
て
能
た
し
な
む
べ
き
事
な
り
。

以
後
、
十
二
条
ま
で
続
く
。
漢
字
と
平
仮
名
を
使
い
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
よ

め
る
、
読
め
る
。
辞
書
な
ど
引
か
な
く
て
も
お
お
よ
そ
の
意
味
は
読
み
取
れ
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
昔
の
殿
様
は
生
ま
れ
つ
い
て
の
殿
様
で
、
殿
様
に
な
る
べ
く
努
力
を
し

た
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
ら
し
い
学
生
た
ち
は
、
内
容
に
つ
い

て
感
想
を
訊
ね
て
も
、
ヘ
ー
ッ
と
い
う
反
応
。
理
解
を
超
え
る
内
容
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
予
想
外
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
が
、
こ
の
反
応
は
拒
絶
に
終
わ
る
の

で
は
な
く
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
踏
み
出
す
合
図
と
な
っ
た
。

　

読
め
そ
う
だ
と
い
う
自
信
を
つ
け
た
学
生
た
ち
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
武
家
の
家

訓
と
の
違
い
を
読
み
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
思
い
か
ら
提
示
し
た
商
家
の
家
訓
に

は
な
か
っ
た
。
読
め
る
も
の
の
学
生
の
反
応
は
今
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

　
さ
て
、
レ
ポ
ー
ト
へ

　

鵜
飼
ゼ
ミ
の
約
束
事
と
し
て
、ゼ
ミ
生
は
一
セ
メ
ス
タ
ー
に
一
本
レ
ポ
ー
ト
を
書
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ポ
ー
ト
の
テ
ー
マ
は
、
私
の
守
備
範
囲
を
大
き
く
逸
脱
し

な
け
れ
ば
何
で
も
よ
い
！
と
言
っ
た
も
の
の
、
家
訓
を
そ
れ
な
り
に
読
み
進
め
て
き

た
か
ら
、
皆
家
訓
に
テ
ー
マ
を
求
め
る
と
思
い
き
や
、
意
外
に
勝
手
な
こ
と
を
言
う
。

地
元
の
伝
統
芸
能
に
し
よ
う
か
、
伝
統
産
業
も
お
も
し
ろ
そ
う
だ
等
々
…
…　

だ
が
、

一
人
だ
け
「
君
戒
」
に
こ
だ
わ
る
学
生
が
い
た
。

　

Ｋ
さ
ん
は
義
直
の
「
君
戒
」
と
水
戸
光
圀
が
遺
し
た
家
訓
と
を
比
較
し
て
み
た
い
と

言
う
。
同
じ
御
三
家
、
光
圀
は
伯
父
に
あ
た
る
義
直
を
尊
敬
し
て
い
た
ら
し
い
。
義

直
が
子
孫
に
遺
そ
う
と
し
た
こ
と
ば
と
、
光
圀
が
残
し
た
こ
と
ば
、
時
代
的
に
も
立

場
的
に
も
大
き
な
ズ
レ
は
な
い
。
い
い
で
は
な
い
か
。

　

レ
ポ
ー
ト
準
備
と
な
る
と
、
ゼ
ミ
の
様
子
は
一
変
す
る
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
ズ

の
「
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
」
よ
ろ
し
く
、
書
き
方
の
指
導
と
内
容
指
導
の
場
に
な
っ

て
し
ま
う
。
学
生
は
毎
回
、
進
捗
状
況
を
問
わ
れ
、
あ
れ
を
し
ろ
、
こ
れ
を
し
ろ
と

ア
ド
バ
イ
ス
（
命
令
？
）
を
受
け
、
レ
ポ
ー
ト
の
完
成
を
目
指
し
て
走
る
。
そ
の
間
、

中
間
発
表
で
冷
や
汗
、
あ
ぶ
ら
汗
を
流
す
こ
と
に
も
な
る
の
だ
。

　

提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
の
だ
が
、
こ
ん
な
に
テ
ー
マ
が

バ
ラ
バ
ラ
で
、
以
後
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
と
続
く
ゼ
ミ
を
ど
う
運
営
し
て
い
こ
う
か
と
、
教

員
側
は
悩
ん
で
し
ま
っ
た
。

や
は
り
家
訓
へ

　

し
か
し
、
教
養
ゼ
ミ
Ⅱ
が
始
ま
る
と
、
教
養
ゼ
ミ
Ⅰ
で
長
良
川
の
鵜
飼
い
に
つ
い

て
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
Ｉ
さ
ん
が
、
や
は
り
家
訓
関
連
で
書
き
た
い
と
言
い
出
し
た
。

ゼ
ミ
Ⅰ
で
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
は
、
レ
ポ
ー
ト
の
体
裁
こ
そ
取
っ
て
い
る
が
、
い
く

つ
か
の
先
行
研
究
の
成
果
を
切
り
貼
り
し
て
論
を
展
開
し
て
お
り
、
い
さ
さ
か
達
成

感
に
欠
け
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
次
資
料
に
向
き
合
っ
て
み
よ
う
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
も
Ｉ
さ
ん
は
史
料
を
決
め
て
き
て
い
た
。
武
家
家
訓
の
最

初
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
今
川
状
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
探
っ
て
み
た
い
と
い
う
の
だ
。

い
い
で
は
な
い
か
。

　

も
う
ひ
と
り
Ｓ
さ
ん
は
、
尾
張
藩
七
代
藩
主
徳
川
宗
春
（
一
六
九
六
―
一
七
六
四　

在
位
：
一
七
三
〇
―
三
九
）
に
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
家
訓
で
は
な
く
政
治
の

指
針
を
示
し
た
「
温
知
政
要
」
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
い
う
。
い
い
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、
新
た
に
仲
間
入
り
し
た
Ｍ
さ
ん
は
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
で
レ
ポ
ー

ト
を
書
く
と
言
う
。
私
と
し
て
は
山
本
常
朝
の
「
葉
隠
」
が
よ
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、

ま
あ
、
い
い
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
家
訓
の
周
辺
に
も
ど
っ
て
き
た
学
生
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
も
が
き

苦
し
み
な
が
ら
問
題
を
深
め
て
い
く
。
Ｋ
さ
ん
は
、
さ
ら
に
譜
代
大
名
井
伊
直
孝
の

家
訓
か
ら
、
外
様
大
名
島
津
綱
貴
の
家
訓
へ
。
立
場
の
違
い
、
考
え
方
の
違
い
を
家
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エッセイ

訓
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。

　

Ｉ
さ
ん
は
、
今
川
家
の
「
今
川
状
」
が
「
女
今
川
」「
百
姓
今
川
」
等
々
に
姿
を
変

え
、「
今
川
」
は
教
訓
ほ
ど
の
意
に
な
っ
た
も
の
の
、「
今
川
」
と
言
う
以
上
、「
今
川

状
」
と
何
ら
か
の
共
通
点
が
あ
る
は
ず
と
、
追
究
す
る
。

　

Ｓ
さ
ん
は
、「
温
知
政
要
」
が
ど
の
よ
う
に
政
治
に
反
映
し
、
当
時
の
人
々
が
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
に
関
心
を
も
つ
。
政
治
へ
の
反
映
、
そ
の
得
失
は
研
究

し
尽
く
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
り
、
人
々
の
生
活
実
態
を
書
き
留
め
た
文
献
は
な
い
も

の
か
と
探
求
す
る
。

こ
れ
で
よ
い
の
か

　

学
生
た
ち
が
果
敢
に
一
次
資
料
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
が
、
私
に
は
た
い
そ
う

頼
も
し
く
思
え
る
。

　

教
養
教
育
の
改
革
が
行
わ
れ
る
以
前
、
教
養
ゼ
ミ
と
称
し
、
二
年
生
に
レ
ポ
ー
ト
を

書
か
せ
る
科
目
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト

ウ
の
『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
』
を
読
み
は
じ
め
た
。
十
代
の
若
さ
で
通
訳
生
と

し
て
来
日
し
て
以
来
、
通
算
二
十
五
年
も
の
間
、
日
本
で
見
聞
し
た
こ
と
を
、
晩
年

イ
ギ
リ
ス
で
ま
と
め
た
書
物
で
、
好
奇
心
が
強
く
、
勉
強
家
で
、
親
日
家
の
サ
ト
ウ

が
見
た
日
本
の
様
子
が
、
こ
と
の
大
局
と
特
記
す
べ
き
細
部
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
、

実
に
う
ま
く
描
か
れ
て
い
る
。
受
講
生
は
そ
れ
な
り
に
関
心
を
示
す
の
だ
が
、
イ
ギ

リ
ス
人
特
有
の
言
い
回
し
を
翻
訳
し
た
日
本
語
は
い
さ
さ
か
読
み
に
く
く
、『
一
外
交

官
の
見
た
明
治
維
新
』
を
さ
ら
に
読
み
進
め
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う
と
す
る
学
生
は
、

数
年
間
で
数
人
で
あ
っ
た
。

　

今
、
世
界
教
養
学
科
の
ゼ
ミ
生
が
取
り
組
み
つ
つ
あ
る
の
は
、
そ
れ
程
難
し
く
は

な
い
に
し
て
も
江
戸
時
代
の
文
献
、
い
わ
ゆ
る
古
文
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
そ
れ
な
り
に
読
み
進
め
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
冒
頭
に
立
ち
返
る
、「
こ

れ
で
よ
い
の
か
」
で
あ
る
。

　

教
養
ゼ
ミ
の
受
講
生
は
一
セ
メ
ス
タ
ー
で
二
単
位
取
得
す
れ
ば
そ
れ
き
り
だ
っ
た
。

し
か
し
、
世
界
教
養
学
科
の
ゼ
ミ
は
、
本
人
が
希
望
す
れ
ば
同
一
ゼ
ミ
で
三
年
生
・
四

年
生
の
四
セ
メ
ス
タ
ー
八
単
位
、
そ
れ
に
卒
業
論
文
の
二
単
位
を
加
え
れ
ば
十
単
位

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
は
三
年
生
・
四
年
生
の
ゼ
ミ
を
固
定
す
る
学
生
が

ほ
と
ん
ど
の
よ
う
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
も
う
少
し
高
い
レ
ベ
ル
で
一
次
資
料
を
読
む
力

が
育
成
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
活
字
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
読
み
始
め
た
が
、
く

ず
し
字
、
変
体
仮
名
の
ま
ま
読
め
ば
よ
か
っ
た
と
、
つ
く
づ
く
思
う
の
で
あ
る
。

　

我
が
校
の
学
生
は
素
直
で
、
お
尻
を
た
た
け
ば
頑
張
っ
て
走
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

な
り
の
成
果
も
出
す
。
走
れ
ば
見
え
る
風
景
も
違
っ
て
く
る
は
ず
だ
し
、
走
る
こ
と

が
楽
し
く
も
な
ろ
う
。
教
え
る
側
の
私
が
、「
こ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
ば
」
と
学
生
の
能
力

に
線
を
引
き
、
能
力
も
楽
し
み
も
伸
ば
せ
な
い
で
い
た
気
が
す
る
の
だ
。

　

世
界
教
養
学
科
の
学
生
は
、
多
少
の
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
あ
ま
り
学
問
体
系
に
と

ら
わ
れ
ず
、
そ
の
時
そ
の
時
の
関
心
に
沿
っ
て
授
業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
が
、

ど
う
し
て
も
概
論
的
な
授
業
を
多
数
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
学
問
的
な
深
ま
り
を
欠

く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
ゼ
ミ
は
腰
を
落
ち
着
け
て
問
題
に
取

り
組
め
る
数
少
な
い
機
会
だ
か
ら
、
も
っ
と
達
成
感
に
結
び
つ
く
テ
キ
ス
ト
を
選
び
、

育
成
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
の
だ
。
つ
ま
り
、

 

「
君
戒
」（『
名
古
屋
叢
書　

文
教
編
』
所
収
）

で
読
む
の
で
は
な
く
、

（
３
）
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「
君
戒
一
軸
」（
名
古
屋
市　

左
文
庫
所
蔵
）

で
読
め
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
難
し
く
は
な
い
。
馴
れ
の
問
題
。
学
生
た
ち

は
こ
れ
で
読
ん
だ
方
が
日
本
文
化
の
奥
深
さ
に
触
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
古
文
書

そ
の
も
の
に
関
心
を
も
つ
学
生
も
出
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
私
が
今
関
わ
っ
て
い
る
月
一
回
の
古
文
書
の
会

（
村
上
範
致
古
記
録
研
究
会
）
―
古
文
書
と
し
て
は
格
段
に
読
み
に
く
い
が
―
に

参
加
す
る
学
生
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
英
語
も
古
文
書
も
読
め
る
外
大
生
っ
て
、
教

養
の
は
ば
が
広
く
、
奥
も
深
く
て
、
な
ん
て
素
敵
な
の
で
し
ょ
う
。

注（
１
） 

田
辺
裕
「『
君
戒
』
尾
張
義
直
非
撰
述
考
」（『
藝
林
』
第
二
十
巻
第
二
号
所
収　

昭
和
四
十
四
年
）

（
２
） 

田
辺
「
前
掲
論
文
」
P 

92

（
３
） 

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
著
・
坂
田
精
一
訳
『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
』
上
・
下
（
岩
波
文

庫　

一
九
六
〇
）

（
４
） 

資
料
名
を
「
君
戒
一
軸
」
と
い
う
。「
御
賽
訓
」
は
別
書
名
。
掲
載
分
は
「
君
戒
一
軸
」
の
冒
頭

部
分
。

︹
追
記
︺

　

ゼ
ミ
Ⅳ
で
結
局
Ｉ
さ
ん
・
Ｓ
さ
ん
は
古
文
書
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
読
ま

な
け
れ
ば
卒
業
論
文
が
完
成
し
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ
た
状
況
で
、
二
人
は
踏
み
込

ん
だ
。
時
間
的
余
裕
が
な
い
中
、
懸
命
に
頑
張
り
、
な
ん
と
か
読
め
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
Ｓ
さ
ん
の
言
、「
外
大
入
学
時
に
、
古
文
書
を
読
む
こ
と
に
な
る
と
は
想
像

だ
に
で
き
な
か
っ
た
。」
想
像
を
超
え
る
飛
躍
を
し
た
と
信
じ
ま
し
ょ
う
。

（
４
）

204




