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ジ
ー
パ
ン
の
娘
さ
ん
で
も
立
膝
姿
は
行
儀
か
良
い
と

は
言
え
な
い
た
ろ
う
。
ま
し
て
お
客
様
を
前
に
し
て
、

晴
嗜
で
そ
ん
な
恰
好
を
し
た
ら
、
覧
盛
を
買
う
こ
と
は

ま
ず
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
今
で
こ
そ
無
作
法
と
い
わ
れ
る
こ
の
立
膝

姿
は
、
か
つ
て
は
わ
が
国
で
も
礼
法
に
か
な
っ
た
座
り

方
で
あ
っ
た
。

神
功
皇
后
像
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
奈
良
薬
師
寺
蔵
の

女
神
像
や
宇
迦
乃
御
魂
命
像
と
称
さ
れ
る
滋
賀
県
小
津

神
社
の
女
神
像
は
い
ず
れ
も
九
世
紀
後
半
の
作
と
さ
れ

て
い
る
が
、
共
に
左
膝
を
立
て
た
姿
に
彫
像
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
十
二
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら

立

〔
随
想
〕

膝

考
れ
て
い
る
病
草
紙
絵
巻
に
も
下
級
官
人
の
男
女
が
右
あ

る
い
は
左
膝
を
立
て
て
座
っ
て
い
る
姿
が
多
数
描
か
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
下
っ
て
は
十
五
世
紀
の
京
都
三
時
知

恩
寺
蔵
の
酒
飯
論
絵
巻
に
も
、
客
に
酒
食
を
も
て
な
す

女
性
が
右
膝
を
立
て
て
銚
子
を
持
っ
て
い
る
様
子
か
、

ま
た
屏
風
の
後
に
ひ
か
え
る
武
士
や
給
仕
の
少
年
か
共

に
左
あ
る
い
は
右
膝
を
立
て
て
い
る
態
が
抽
か
れ
て
い

る。
こ
の
よ
う
な
立
膝
の
風
習
が
中
世
を
経
て
、
近
世
初

頭
に
ま
で
一
般
的
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
絵
画
資

料
だ
け
で
な
く
、
能
に
今
日
ま
で
そ
の
座
り
方
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
十
分
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来

北

村

哲

郎

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
文
化
財
鑑
査
官
）

そ
れ
で
は
、
こ
の
立
膝
を
礼
法
に
か
な
っ
た
座
り
方

と
し
て
認
め
て
き
た
の
は
、
い
つ
頃
ま
で
の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
残
念
な
か
ら
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
な
い

か
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
初
世
ま
で
続
い
て
き
た
こ

と
は
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
0

)

刊
行
の
「
女
鏡
秘
伝
」

こ＇ 

ゐ
や
う
は
、
左
の
ひ
ざ
を
下
に
右
の
ひ
ざ
を
上
に
の

せ
か
け
て
、
左
の
手
を
左
の
か
た
の
身
の
ま
ん
中
ほ

ど
に
つ
き
、
身
を
前
に
か
か
り
ゐ
た
ま
ふ
べ
し

と
あ
る
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
立
膝
の
風
習
は
わ
か
国
で
も
か
な

り
古
く
か
ら
、
近
世
に
至
る
ま
で
永
く
行
わ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
か
、
一
方
八
世
紀
初
め
の
像
造
で
あ
る
法
隆

寺
五
重
塔
内
安
置
の
塑
像
の
多
く
は
、
雨
膝
を
折
っ
て

の
正
座
の
姿
に
作
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
同
様
に
九
世

紀
後
半
の
作
と
さ
れ
る
京
都
松
尾
神
社
の
女
神
像
も
正

座
の
態
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
絵
巻
物
な

ど
に
よ
っ
て
も
、
正
座
や
安
座
の
姿
は
多
く
見
か
け
ら

れ
る
か
ら
、
正
座
、
安
座
か
立
膝
と
共
に
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

正
座
、
安
座
、
立
膝
と
い
う
よ
う
な
座
り
方
は
、
腰

掛
け
で
な
く
、
床
に
座
る
こ
と
を
常
と
し
て
き
た
民
族

で
は
、
ど
こ
で
で
も
な
さ
れ
て
き
た
か
、
今
日
な
お
立

る
で
あ
ろ
う
。
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膝
が
伝
統
的
礼
法
と
し
て
守
ら
れ
て
い
る
の
は
韓
国
の

み
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
へ
は
恐
ら
く
こ
の
韓
国
の
礼
法
が
伝
え
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
韓
国
で
は
右
膝
を
立
て
る

の
が
今
で
は
通
例
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国

で
は
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
九
世
紀
後
半
の
女
神
像

で
は
左
膝
を
立
て
て
い
る
し
、
十
二
世
紀
か
ら
十
五
世

紀
に
か
け
て
の
絵
画
資
料
な
ど
で
は
左
右
両
様
が
み
ら

れ
、
一
定
は
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
八
世

紀
末
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
伊
勢
貞
丈
の
「
貞
丈
雑
記
」

こ
士

,~’~ 

古
は
貴
人
の
御
前
に
伺
候
す
る
に
は
、
左
の
ひ
ざ
を

立
、
右
の
ひ
ざ
を
ふ
せ
て
坐
し
け
る
也
。
宗
五
一
冊

抜
書
に
云
、
人
之
相
伴
の
事
、
貴
人
の
前
に
て
は
、

ひ
ざ
を
左
の
方
を
立
て
あ
る
べ
し
。
…
•
（
中
略
）

．．．．． 

酌
を
と
る
時
は
、
右
の
ひ
ざ
を
立
る
也
、
條
々
聞
書
、

酌
井
記
等
に
あ
り
…
…

と
あ
っ
て
、
室
町
時
代
に
も
両
様
の
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
で
は
酒
の
酌
を

す
る
時
に
だ
け
右
膝
を
立
て
た
よ
う
に
読
め
る
が
、
同

じ
く
室
町
期
の
著
述
に
な
る
「
奉
公
覚
悟
之
事
」
と
い

う
書
物
に
は
、

主
人
貴
人
之
御
相
伴
に
し
こ
う
候
は
ゞ
、
あ
ま
り
に

（
路
）

打
ま
か
せ
て
可
坐
事
如
何
、
然
と
て
つ
く
ば
う
べ
き

と
み
え
、
上
座
の
位
置
に
よ
っ
て
立
て
る
べ
き
膝
の
左

右
は
決
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
通
例
は

「
貞
丈
雑
記
」
に
あ
る
よ
う
に
、
左
の
膝
を
立
て
て
い

た
よ
う
で
、
能
の
左
膝
を
立
て
て
の
座
り
方
は
、
そ
の

名
残
と
み
ら
れ
よ
う
。

七
世
紀
後
半
以
後
、
わ
が
国
で
は
な
ぜ
無
作
法
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
明
確
で
な
い
。

し
か
し
、
韓
国
と
日
本
の
衣
服
形
態
の
違
い
は
、
主
因

と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
か
な
り
大
き
な
要
素
の
一
っ

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
．

近
世
の
韓
国
の
女
性
の
服
は
チ
ョ
ゴ
リ
と
い
う
丈
の

短
い
上
衣
と
チ
マ
と
呼
ば
れ
る
長
い
ス
カ
ー
ト
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
下
半
身
は
長
く
幅
の
広
い
ス
カ
ー
ト
で 国宝・木造神功皇后坐像（薬師寺蔵）

韓
国
に
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
立
膝
の
礼
法
が

（
浮
か
し
て
）

事
も
如
何
、
上
座
の
方
の
ひ
ざ
を
少
う
け
て
河
坐
也

完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
．
し
た
が
っ
て
、
．
立
膝
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
裾
の
乱
れ
を
心
配
す
る
こ
と
は
全
く
な

く
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
姿
を
み
せ
て
い
た
。
九
世
紀
の

わ
が
国
の
女
子
の
服
装
も
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
わ
が
国
で
は
そ
の
後
の
服
装
の
簡
略
化
と
い

う
変
化
に
よ
っ
て
、
裳
や
袴
が
後
退
脱
落
し
、
十
六
世

紀
以
後
、
社
会
の
中
心
的
衣
服
は
現
在
の
き
も
の
形
式

の
も
の
と
な
っ
た
。
一
枚
の
長
着
で
あ
る
き
も
の
は
十

六
世
紀
末
、
十
七
世
紀
初
め
の
頃
に
は
身
幅
も
広
く
、

立
膝
に
対
応
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
十
七
世
紀
後

半
以
後
の
身
幅
の
狭
い
仕
立
は
、
立
膝
に
は
甚
だ
具
合

い
の
悪
い
も
の
と
な
っ
た
。
小
笠
原
流
と
い
う
礼
法
が

一
般
に
普
及
し
た
の
は
十
七
世
紀
末
の
元
禄
以
後
の
こ

と
だ
が
、
細
身
に
み
せ
る
身
幅
の
狭
い
き
も
の
の
仕
立

は
、
そ
の
普
及
に
大
い
に
役
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

川
柳
柳
多
留
に

立
ひ
ざ
で
文
を
書
く
の
も
す
が
た
な
り

と
の
一
句
が
あ
る
か
ら
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
立
膝
姿

は
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
み
え
る
。
そ
し
て
、
明
治

初
年
に
刊
行
さ
れ
た
仮
名
垣
魯
文
の
「
安
愚
楽
鍋
」
に
、

も
ち
ま
え
の
で
ん
ぽ
う
の
し
っ
ぽ
が
あ
ら
わ
れ
、
た

て
ひ
ざ
に
な
り
て
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
立
膝
は
ま
と
も
な
人
の
座
り
方
と
は

み
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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定

価

年
間
購
読
料

編

0

最
近
、
若
い
人
た
ち
に
伝
統
芸
能
へ
の
関
心

が
高
ま
っ
て
い
る
。
藤
波
隆
之
氏
も
書
い
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
、
と
く
に
文
楽
に
若
者
の
愛
好

者
が
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

C

長
い
年
月
の
中
て
磨
か
れ
て
き
た
伝
統
芸
能
は
、

現
代
の
若
者
に
も
訴
え
る
何
か
を
秘
め
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

0

如
月
青
子
氏
は
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
楽
し

さ
に
つ
い
て
、
人
形
、
義
太
夫
節
、
三
味
線
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
“
魅
力
“
に
つ
い
て
述

べ
て
お
ら
れ
る
か
、
文
楽
鑑
賞
の
手
び
き
と
し

て
参
考
に
な
る
の
て
は
な
か
ろ
う
か

C

ま
た
、

我
が
国
の
国
際
文
化
交
流
に
つ
い
て
は
‘
つ
と

に
そ
の
充
実
が
望
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

か
、
国
際
交
流
基
金
に
お
け
る
文
化
交
流
の
現

状
等
を
草
楊
宗
春
氏
に
解
説
し
て
い
た
た
い
た
。

0
今
月
の
表
紙
は
、
昨
年
国
立
西
洋
美
術
館
が

購
入
し
た
ナ
テ
ィ
エ
の
作
品
を
紹
介
し
た
。

(

O

)
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