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そ

て

む

く

り

反
り
や
照
り
、
そ
し
て
起
の
美
し
い
曲
線
と
、
植
物
独
得
の
優
し
さ

を
あ
わ
せ
持
つ
檜
皮
葺
の
屋
根
は
日
本
建
築
の
中
で
も
世
界
に
誇
り
う

る
傑
作
の
―
つ
で
あ
る
。

檜
皮
で
葺
＜
屋
根
は
七
世
紀
か
ら
み
ら
れ
、
一
―

1
0
0年
以
上
の
歴

史
を
も
つ
。
現
在
、
国
が
国
宝
や
重
要
文
化
財
に
指
定
し
て
い
る
建
造

物
の
う
ち
、
約
一
＿
一
割
は
檜
皮
葺
で
あ
る
が
、
今
後
の
国
指
定
や
都
道
府

県
、
市
町
村
の
指
定
文
化
財
を
加
え
る
と
、
そ
の
数
は
益
々
増
大
し
て

い
く
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
檜
皮
葺
屋
根
が
伝
統
的
な
保
存
技
術
保
存
団
体
の
人
々

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
仕
事
の
内

容
は
、
作
品
の
優
雅
さ
に
反
し
て
極
め
て
地
味
で
あ
り
、
し
か
も
根
気

と
長
年
の
鍛
練
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
業
界
全
体
を
通
じ
て
数
も
減

檜

皮

葺

二
0
年
ぶ
り
の
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
日
、
檜
皮
の
里
、
兵
庫
県
山
南

も
と
か
わ

町
を
訪
れ
、
檜
皮
葺
師
村
上
栄
一
氏
、
原
皮
師
前
田
信
次
氏
、
竹
釘
製

造
の
石
塚
芳
春
氏
に
お
話
を
お
聞
き
し
た
。

山
南
町
は
大
き
な
産
業
も
な
く
、
山
に
囲
ま
れ
た
地
方
で
あ
る
。
檜

な
ど
の
樹
木
が
豊
富
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
土
地
柄
を
反
映
し
て
以
前

か
ら
「
檜
皮
の
里
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
戦
前
に
は
葺
師
八

0
名
、
原

皮
師
七

0
名
を
数
え
た
と
い
う
。
現
在
、
葺
師
一
三
名
、
原
皮
師
六
名

が
従
事
し
て
い
る
。
ま
た
石
塚
氏
は
全
国
で
唯
一
の
竹
釘
製
造
を
営
ん

で
い
る
。

山
南
町
で
の
檜
皮
業
は
、
江
戸
時
代
か
ら
主
に
京
都
方
面
に
出
稼
ぎ

少
し
、
き
び
し
い
条
件
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

後

藤

佐

雅

夫
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姿
冬
期
に
は
手
が

凍
る
よ
う
な
冷
た
さ

で
あ
る
。

檜
皮
葺
に
は
欠
か

せ
な
い
原
皮
を
採
集

し
て
い
る
原
皮
師
前

田
信
次
氏
は
七
一
歳

の
高
齢
で
あ
る
が
良

質
の
皮
を
求
め
て
丹

波
、
山
城
、
伊
賀

r

南
河
内
方
面
ま
で
歩

き
回
る
そ
う
で
あ

る
。
こ
の
原
皮
師

（
通
称
む
き
や
）
前
田

氏
の
話
に
よ
る
と

r

近
年
は
原
皮
を
採
取
さ
せ
て
く
れ
る
山
林
の
所
有
者
が
減
り
f
檜
の
山

林
そ
の
も
の
も
減
少
し
て
い
る
た
め
に

r

原
皮
師
の
数
は
極
端
に
少
な

く
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
り
、
文
化
財
の
保
存
に
も
影
響
が
で
て
い
る

と
い
う
。

原
皮
師
の
作
業
は
ざ
っ
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
生
し
て
い
る
檜
で
樹
齢
五

0
年
以
上
の
通
称
「
鬼
皮
」
を
七
月
の

土
用
か
ら
翌
年
―
―
一
月
ま
で
の
間
に

r

樹
皮
の
甘
肌
と
鬼
皮
の
形
成
層
を

檜皮葦作業の様子

へ
ら

一
枚
残
し
、
そ
の
部
分
に
箆
を
入
れ
て
破
り
、
順
次
下
部
よ
り
め
く
り

あ
げ
な
が
ら
ロ
ー
プ
を
巧
み
に
使
い
、
上
方
へ
剥
ぎ
と
り
、
最
後
に
腰

に
付
け
た
「
芦
」
で
切
り
落
と
す
。

剥
ぎ
と
っ
た
長
い
ま
ま
の
檜
皮
は
何
枚
怠
丁
寧
に
重
ね
な
が
ら
、
定

尺
（
七
五

c

m

)

も
の
一
束
（
―
-
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
な
る
よ
う
結
東
す
る
。

通
常
五
束
「
一
駄
」
（
一
六

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
と
し
て
取
引
し
、
檜
皮
師

に
納
め
る
。
こ
の
仕
事
は
重
労
働
の
う
え
に
作
業
が
難
し
く
体
力
的
に

は
能
率
の
あ
が
る
年
齢
は
四
十
歳
位
ま
で
で
、
そ
の
後
は
仕
事
も
は

か
ど
ら
な
い
。
し
か
し
、
腕
の
方
は
こ
の
頃
か
ら
上
達
し
て
く
る
の

で
、
老
人
に
な
っ
て
も
仕
事
は
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
仕
事

に
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

葺
師
の
村
上
氏
は
二
代
目
で
息
子
さ
ん
も
葺
師
の
技
術
を
習
得
中
で

あ
る
。
仕
事
の
八
〇
劣
は
国
指
定
文
化
財
の
修
理
工
事
で
あ
り
、
村
上

氏
は
京
都
府
を
始
め
、
全
国
に
足
を
延
は
し
工
事
を
受
注
し
て
い
る
。

一
般
に
屋
根
葺
業
者
は
零
細
で
、
経
営
者
が
経
営
面
の
仕
事
を
す
る
と

と
も
に
、
技
術
者
と
し
て
危
工
事
に
携
わ
っ
て
い
る

C

村
上
氏
は
自
ら
仕
事
を
す
る
傍
ら

r

七
名
の
従
業
員
を
常
に
慟
か
せ

る
だ
け
の
仕
事
を
受
注
す
る
と
と
も
に
、
工
事
に
必
要
な
材
料
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
仕
事
量
は
、
指
定
文
化
財
の
葺
工
事

を
中
心
に
、
従
業
員
に
応
じ
た
量
が
確
保
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し

r

最
大
の
問
題
は
f
原
材
料
の
不
足
で
あ
る
。

元
来
檜
皮
は
、
生
産
量
自
体
丞
き
わ
め
て
少
な
く
、
し
か
も
戦
後
は

山
林
の
減
少
に
加
え
、
檜
皮
を
と
る
技
術
者
が
減
っ
た
た
め
、
檜
皮
の

生
産
最
は
、
随
分
減
少
し
て
い
る
。

村
上
氏
の
方
で
は
、
檜
皮
の
質
が
よ
く
、
生
産
量
の
多
い
地
元
、
丹

波
地
方
か
ら
所
要
量
の
大
半
を
仕
入
れ
て
い
る
が
、
不
足
分
は
原
皮
師

の
前
田
氏
に
依
頼
し
、
他
の
地
域
の
も
の
ま
で
確
保
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
全
国
的
に
み
た
場
合
、
葺
師
は
不
足
ぎ
み
で
、
さ
き
に
文
化

庁
が
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
六

0
代
、
七

0
代
の
技
術
者
が
断
然
多

?
¥
-
0代
や
二

0
代
の
若
者
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は

後
継
者
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
一

0
年
前
に

社
団
法
人
の
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
（
三
八
社
）
が
主
体
と

檜皮を剥ぎとる

な
見
文
化
庁
の
補
助
を
得
て
技
術
者
の
養
成
に
の
り
出
し
た
。
更

に
、
昭
和
五
七
年
に
は
、
兵
庫
県
山
南
町
篠
場
に
お
年
玉
付
き
年
賀
状

の
収
益
金
八

0
0万
円
の
補
助
を
受
け
て
、
総
工
費
一

0
0
0万
円
で

鉄
骨
モ
ル
タ
ル
塗
り
二
階
建
て
の
技
術
研
修
七
ン
タ
ー
が
完
成
し
た
。

そ
し
て

r

従
前
は
、
奈
良
県
桜
井
市
で
行
わ
れ
て
い
た
養
成
事
業
は
、

完
成
と
同
時
に
こ
の
地
に
移
り
、
当
初
四
名
の
研
究
生
が
受
譜
し
た
。

五
九
年
度
は
六
名
の
受
講
者
が
内
定
し
て
い
る
。

村
上
氏
は
、
研
修
所
の
所
長
も
兼
ね
て
お
り
、
後
進
の
指
導
に
あ
た

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
研
修
所
を
卒
業
し
て
も
、
一
人
前
の
技
術
者
に

な
る
た
め
に
は
最
低
五
年
の
修
業
が
必
要
で
、
し
か
も
先
輩
の
仕
事
を

見
習
い
な
が
ら
、
体
得
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
に
並
大
抵

で
は
な
い
。

檜
皮
葺
を
行
う
た
め
に
は
、
原
皮
師
か
ら
皮
を
購
入
し
用
途
に
よ
っ

こ
し
ら

て
皮
控
え
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
材
料
の
下
掠
え
は
大
変
手
間
の

か
か
る
仕
事
で
屋
根
を
葺
く
仕
事
の
二
倍
の
時
間
を
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
皮
控
え
と
は
、
仕
入
れ
た
檜
皮
か
ら
硬
い
表
皮
を
と
り
r

さ
ら

に
二
枚
、
三
枚
と
は
ぎ
、
一
定
の
寸
法
に
ま
と
め
る
仕
事
で
あ
る
。

工
程
は
軒
付
か
ら
平
葺
へ
と
進
め
て
い
く
。
ま
ず
蛇
腹
（
叫
ら
の
赤
味

材
）
な
い
し
裏
板
を
裏
甲
等
に
取
付
け
、
そ
の
上
に
軒
付
用
檜
皮
を
順

番
に
積
み
上
げ
る
。
軒
付
完
了
後

r

水
切
銅
板
を
入
れ
上
目
皮
、
平
葺

と
所
定
の
葺
足
で
葺
い
て
い
く
が
、
止
釘
は
主
に
竹
釘
を
用
い
、
要
所

を
鉄
釘
で
止
め
て
い
く
。
葺
く
前
に
皮
を
水
に
つ
け
て
使
用
す
る
た
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歌
舞
伎
は
”
役
者
の
芸
術
II

だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
歌
舞
伎
の
本

質
を
つ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
ま
た
こ
れ
程
沢
山
の
裏
方

に
支
え
ら
れ
て
い
る
芸
術
は
他
に
無
い
と
も
言
え
よ
う
。
大
道
具
は
も

と
よ
り
、
小
道
具
に
し
ろ
衣
裳
に
し
ろ
こ
れ
を
製
作
す
る
人
た
ち
ま
で

入
れ
る
と
、
幣
し
い
人
数
の
裏
方
が
蔭
で
歌
舞
伎
を
支
え
て
い
る
。
そ

う
し
た
中
で
も
か
つ
ら
は
、
他
の
道
具
・
衣
裳
類
と
違
い
、
一
公
演
が

終
わ
る
ご
と
に
バ
ラ
さ
れ
、
同
じ
俳
優
が
次
に
同
じ
役
を
演
じ
る
時
で

も
、
そ
の
都
度
全
く
新
た
に
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と

言
う
の
も
髪
型
は
い
わ
ば
俳
優
の
身
体
の
一
部
で
あ
り
、
後
に
記
す
よ

う
に
そ
の
時
々
に
微
妙
に
変
化
す
る
生
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た

•
と
こ
や
ま

が
っ
て
歌
舞
伎
の
千
変
万
化
す
る
髪
型
の
伝
承
は
、
一
に
床
山
の
腕
ひ

と
つ
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。

ー
伝
統
芸
術
を
蔭
で
支
え
る
職
人
魂
ー
ー

歌
舞
伎
の
か
つ
ら

『'―

3

1

:

i

． 
床
山

か
つ
ら
と
床
山
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こ
け
ら
葺
等
に
必
要
な
竹
釘
を
製
造
し
て
い
る
の
は
全
国

は
自
由
自
在
に
木
を
昇
り
な
が
ら
身
軽
に
作
業
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
木
昇
り
だ
け
で
三
、
四
年
の
修
業
が
必
要
と
さ
れ
る
。
剥
ぐ

時
に
、
木
の
甘
肌
を
傷
つ
け
ず
、
紙
一
重
残
し
て
箆
を
入
れ
る
技
術
を

習
得
す
る
ま
で
に
は
四
・
五
年
か
か
り
、
そ
の
割
に
収
入
が
少
な
い
こ

と
も
、
原
皮
師
に
な
る
人
を
少
な
く
し
て
い
る
理
由
の
―
つ
で
あ
る
と

し
ぅ檜

皮
葺
、

竹釘の製造

．
 

で
石
塚
氏
唯
一
人
で
あ
る
。
石
塚
氏
は
一
一
代
目
で
、
以
前
は
す
べ
て
手

作
業
で
あ
っ
た
が
、
氏
の
考
案
さ
れ
た
機
械
に
よ
っ
て
随
分
と
楽
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
始
め
に
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
、
直
径
一
五
セ
ン
チ
の
孟
宗
竹
の
節

廻
り
を
削
っ
て
か
ら
、
幅
三
セ
ン
チ
の
小
割
り
に
し
て
荒
削
の
機
械
に

か
け
、
更
に
仕
上
げ
を
行
い
、
ひ
ご
状
に
し
て
か
ら
所
定
の
寸
法
に
裁

断
す
る
。
年
間
七

0
箱
（
一
箱
―
―
1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
製
造
す
る
が
、
こ

の
た
め
に
は
、
良
質
の
竹
と
後
継
者
が
必
要
で
あ
る
。
幸
い
京
都
府
宮

津
市
か
ら
、
現
在
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
竹
を
入
手
出
来
、
今
は
自
動
車

会
社
に
勤
め
る
息
子
さ
ん
が
将
来
は
石
塚
氏
の
跡
を
継
ぐ
そ
う
で
あ

る。
京
都
は
一

0
0
0年
以
上
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
で
あ
り
、

現
在
で
も
質
、
量
と
も
に
す
ぐ
れ
た
文
化
財
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
文
化
財
を
支
え
、
守
る
仕
事
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
本
稿

で
と
り
あ
げ
た
檜
皮
葺
は
、
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
一
人
で
も
多

く
の
方
々
に
労
苦
の
一
端
を
認
識
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
紹
介
す

る
こ
と
と
し
た
。

（
京
都
府
教
育
委
員
会
指
導
部
文
化
財
保
護
課
修
理
係
長
）

歌
舞
伎
の
か
つ
ら
は
現
在
、
東
京
と
大
阪
に
一
軒
ず
つ
残
る
か
つ
ら

屋
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
小
林
演
劇
か
つ
ら
株
式
会
社
と
、
野
田
福

か
つ
ら
店
で
あ
る
。
こ
の
か
つ
ら
屋
の
職
人
た
ち
が
公
演
の
前
に
俳
優

の
頭
に
合
わ
せ
て
赤
銅
で
台
金
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
一
本
一
本
毛
を
植

え
込
ん
だ
羽
二
重
を
貼
り
つ
け
て
、
か
つ
ら
の
土
台
を
作
る
。
勿
論
手と

こ

づ
く
り
で
、
大
変
な
手
間
と
技
術
を
要
す
る
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
を
床

や
ま山

へ
渡
し
、
床
山
が
髪
を
結
い
上
げ
て
仕
上
げ
る
の
で
あ
る
。

床
山
は
立
役
（
男
の
役
）
専
門
と
女
形
専
門
と
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
鴨
治
床
山
K
•
K

と
有
限
会
社
光
峯
床
山
で
担
当
し
て
い
る
。

鴨
治
床
山
は
鴨
治
虎
尾
氏
が
、
光
峯
床
山
は
大
沢
峯
松
氏
が
、
そ
れ
ま
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女形の霊を結う大沢峯松氏

市川門之助丈に霊をかける大沢氏

芝
居
に
於
け
る
結
髪
の
難
し
さ

氏
で
徒
弟
制
だ
っ
た
こ

尾虎
の
世
界
を
ま
と
め
近

鴫
代
的
な
給
料
制
を
導

治と
入
し
、
戦
後
に
会
社

丈痘
組
織
に
改
め
た
も
の

n
 

i

r
 

団
で
あ
る
。
鴨
治
氏
は

）
 

市

現

在

現

場

か

ら

退

代
き
、
鴨
治
床
山
は
二

目1
人
の
息
子
さ
ん
と
那

ヽ
~

るす
須
さ
ん
折
橋
さ
ん
な

扮に
ど
約
二
二
名
が
立
役

慶弁
の
床
山
を
つ
と
め
て

J
い
る
。
大
沢
氏
は
今

の帳進
も
現
場
に
あ
っ
て
、

r
息
子
さ
ん
、
三
浦
さ

勧

ん
ら
一

0
名
を
ひ
き
い
て
女
形
の
床
山
を
つ
と
め
て
い
る
。
歌
舞
伎
の

か
つ
ら
は
多
い
時
で
一
公
演
一

0
0枚
以
上
あ
り

r

国
立
劇
場
、
歌
舞

伎
座
の
公
演
は
も
と
よ
り
、
都
内
や
名
古
屋
、
大
阪
京
都
の
各
劇
楊

や
地
方
巡
業
ま
で
あ
る
と
r

そ
の
数
た
る
や
厚
う
大
な
も
の
と
な
る
。

そ
の
全
て
を
、
こ
れ
だ
け
の
の
床
山
さ
ん
が
結
い
上
げ
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
。

ぷ
ん

同
じ
髪
型
も
芝
居
の
役
ど
こ
ろ
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
。
例
え
ば
文

金
島
田
で
も
『
鏡
獅
子
』
の
弥
生
は
御
殿
の
お
小
姓
な
の
で
丸
雹
の
文

金
で

r

『
娘
道
成
寺
』
の
花
子
は
丸
馨
の
中
高
島
田
で
飾
り
を
い
ろ
い

る
つ
け
る
。
更
に
同
じ
狂
言
の
同
一
人
物
で
も
揚
面
の
雰
囲
気
に
よ
っ

て
髪
を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
。
『
御
所
五
郎
蔵
』
の
五
郎
蔵
は
、
仲
の

町
出
会
い
の
場
が
”
七
本
車
嚢
の
の
ん
こ
II

、
縁
切
り
の
場
は
”
本
毛

ヽ

r

f

撰
の
の
ん
こ
II

と
な
る
。
前
が
時
代
が
か
っ
た
派
手
な
場
面

r

後
が
世

話
が
か
っ
た
沈
う
つ
な
楊
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
応
っ
と
細
か
い
の
は

歌
舞
伎
の
床
山
の
基
本

歌
舞
伎
の
髪
型
は
数
え
切
れ
ぬ
く
ら
い
種
類
が
多
く
、
ひ
と
口
に
二

0
0と
も
一
―

1
0
0と
も
言
わ
れ
る
が
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
判
ら
な
い
。

微
妙
な
点
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

立
役
の
か
つ
ら
は
大
別
し
℃
璧
の
有
る
の
と
無
い
の
と
、
つ
ま
り

後
頸
部
の
毛
を
張
り
出
す
も
の
と
張
り
出
さ
ず
に
泊
で
固
め
て
研
ぎ

ふ

く

ろ

つ

ぎ

あ

ぶ

ら

つ

ぎ

出
す
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
を
袋
付
、
後
者
を
油
付
と
称
し
、
袋

壱

わ

も

の

お

と

こ

だ

て

付
は
世
話
物
の
町
人
｀
男
達
。
遊
び
人
や
相
撲
と
り
な
ど
に
、
油
付
は

時
代
物
や
世
話
物
の
武
土
な
ど
に
用
い
る
。
鴫
と
正
（
頭
の
左
右
側
面
の

毛
）
を
一
叩
に
ま
と
皇
耐
―
本
で

5
を
結
う
の
が
、
立
役
の
結
髪
の

基
本
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
複
誰
な
手
の
こ
ん
だ
髪
型
応
、
こ
の
元
結
一

本
で
仕
上
げ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
立
役
の
結
髪
の
雌
し
さ
が
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
そ
れ
も
や
た
ら
と
油
で
固
め
す
、
な
る
べ
く
サ
ラ
ッ
と
幻

が
み髪

の
自
然
な
味
わ
い
を
大
切
に
仕
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
粋
と
か
色
気

を
出
す
の
が
世
話
物
の
髪
に
は
大
切
で

r

こ
の
基
本
が
し
っ
か
り
出
来

な
け
れ
ば
時
代
物
の
油
付
の
結
髪
応
生
き
て
こ
な
い
。

女
形
の
方
は
立
役
ほ
ど
種
類
は
多
く
な
い
が
、
複
雑
な
こ
と
r

非
常

に
繊
細
立
点
に
神
経
を
つ
か
う
と
こ
ろ
が
立
役
に
は
な
い
難
し
さ
で
あ

る
。
そ
の
上
に
役
柄
に
応
じ
た
品
格
や
色
気
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

女
形
の
え
も
言
わ
れ
ぬ
雰
囲
気
を
出
す
に
は
年
期
が
必
要
で
虎
る
。

ご
じ
ゅ
う
に
4
つ
か
4
つ
ら

『
寺
子
屋
』
の
松
王
丸
の
”
五
十
日
塁
J
I
で
、
全
く
同
じ
も
の
に
見

え
る
が

r

前
半
と
後
半
で
衣
裳
を
替
え
る
の
に
合
わ
吐
て
徽
妙
に
違
う

二
つ
の
か
つ
ら
を
使
い
分
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
細
か
い
配
慮
が
奥
深

い
味
わ
い
を
生
む
わ
け
で
、
床
山
は
歌
舞
伎
狂
言
の
全
て
に
通
じ
、
役

の
性
根
を
究
め
る
と
共
に
、
衣
裳
や
俳
優
の
芸
風
f
好
み

r

癖
に
ま
で

神
経
を
配
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
点
で
秀
れ
た
床
山
は
f
古

典
は
も
と
よ
り
新
作
や
復
活
狂
言
に
際
し
、
実
に
創
造
的
な
役
割
を
果

た
す
の
で
、
こ
の
道
一

0
年
で
や
っ
と
半
入
前

r

あ
と
は
一
生
修
業
と

い
わ
れ
る
の
も
も
っ
と
も
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
後
継
者

の
羞
成
は
深
刻
た
問
題
で
あ
る
。
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後
継
者
難
と
材
料
入
手
の
困
難
ー
|
今
後
の
課
題

I

現
在
の
歌
舞
伎
興
行
の
シ
ス
テ
ム
は
床
山
に
休
み
を
与
え
て
く
れ
な

い
。
絶
対
数
の
足
り
な
い
上
に
、
常
に
翌
月
の
仕
込
み
に
追
わ
れ
る
仕

事
は
現
今
の
若
者
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
、
新
し
く
入
っ
て
来
て

も
中
途
で
や
め
て
し
ま
う
人
が
少
な
く
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
悩
み
が

材
料
難
で
、
か
つ
ら
の
毛
は
主
に
人
毛
だ
が
、
殆
ん
ど
中
国
か
ら
の
輸

「暫」鎌倉権五郎景政油付簑，油込の前髪五本車霊

入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
人
が
日
本
髪
を
結
わ
な
く
な
っ
て
、

も
っ
と
い

良
質
の
人
毛
は
も
と
よ
り
、
元
結
や
飾
り
も
の
に
も
良
い
品
が
乏
し
く

な
っ
て
来
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
化
学
製
品
で
代
替
で
き
る
も
の
は
少

な
く
、
歌
舞
伎
の
深
い
味
に
ふ
さ
わ
し
い
索
材
を
求
め
る
こ
と
は
大
変

な
苦
労
で
あ
る
。
こ
れ
程
の
苦
労
を
払
っ
て
ま
で
床
山
さ
ん
た
ち
を
仕

事
に
打
込
ま
せ
て
き
た
も
の
は
歌
舞
伎
が
世
界
に
誇
る
我
が
国
の
文
化

財
で
あ
り
、
こ
の
見
事
に
洗
練
さ
れ
つ
く
し
た
芸
術
の
一
端
に
携
わ
る

こ
と
に
誇
り
と
生
き
甲
斐
を
見
出
し
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

豪
放
な
力
感
み
な
ぎ
る
『
暫
』
の
五
本
車
饗
、
江
戸
文
化
の
粋
と
も
言

だ
て
ひ
よ
う
ご

う
べ
き
『
助
六
』
の
生
締
、
あ
る
い
は
女
形
の
絢
爛
た
る
伊
達
兵
庫
、

ぶ
ん
き
ん
し
ま
だ

匂
い
立
つ
よ
う
な
文
金
島
田
等
々
、
歌
舞
伎
の
か
つ
ら
は
文
字
通
り
生

き
た
芸
術
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
今
後
の
国
の
歌

舞
伎
保
存
、
育
成
へ
の
配
慮
が
こ
う
し
た
裏
方
さ
ん
た
ち
に
ま
で
行
届

く
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

（
社
団
法
人
日
本
俳
優
協
会
事
務
長
）
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▽
文
化
財
や
地
域
の
歴
史
の
学
習
は
、
学
校

教
育
、
公
民
館
そ
の
他
の
社
会
教
育
施
設
の

事
業
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
機
会
、
場
を
通
し

て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
文
化
財
等
の

収
集
、
保
管
、
展
示
等
を
行
っ
て
い
る
博
物

館
の
役
割
は
大
き
い
。
従
来
の
博
物
館
は
展

示
物
を
見
る
だ
け
の
場
で
あ
っ
た
が
、
触
れ

て
動
か
せ
る
コ
ー
ナ
ー
の
工
夫
や

O
O講

座
、
教
室
の
盛
況
ぶ
り
か
ら
、
自
ら
が
能
動

的
に
学
習
す
る
場
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

▽
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
り
、
国
や
県

な
ど
に
指
定
さ
れ
た
文
化
財
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
あ
る
日
常
見
落
と
し
が

ち
な
、
そ
れ
こ
そ
路
傍
の
石
仏
か
ら
地
名
あ

る
い
は
古
老
の
話
、
伝
説
な
ど
に
も
目
を
向

け
て
み
る
こ
と
も
、
先
人
の
築
い
た
文
化
を

理
解
す
る
の
に
肝
要
で
あ
る
。

▽
千
葉
県
佐
倉
市
の
我
が
国
唯
一
の
国
立
の

歴
史
博
物
館
で
あ
る
”
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
“
が
開
館
し
て
や
が
て
一
年
に
な
る
。
単

に
社
会
教
育
的
な
博
物
館
と
い
う
使
命
だ
け

で
な
く
、
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て

学
術
研
究
を
行
う
使
命
も
持
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
考
古
学
や
民
俗
学
等
の
最
新
の
研
究

成
果
を
展
示
に
と
り
入
れ
て
い
る
。
展
示
も

概
説
的
な
も
の
で
な
く
、
昔
か
ら
の
日
本
人

の
生
活
の
姿
に
つ
い
て
各
時
代
時
代
に
密
着

し
た
問
題
を
個
別
的
に
打
ち
出
し
て
い
る
の

で
、
入
館
者
各
自
が
そ
の
人
な
り
に
日
本
の

歴
史
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る

。

（

企

画

室

）
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