
一
「
気
高
し
」
の
欠
如
し
た
中
の
君

（
�
）

『
夜
の
寝
覚
』
は
、
中
の
君
と
い
う
一
人
の
女
性
を
中
心
人
物
と
し
て
描

く
物
語
で
あ
る
。『
無
名
草
子
』
に
、「
は
じ
め
よ
り
、
た
だ
、
人
ひ
と
り
の

こ
と
に
て
、
散
る
心
も
な
く
、
し
め
じ
め
と
あ
は
れ
に
、
心
入
り
て
作
り
出

（
�
）

で
け
む
ほ
ど
思
ひ
や
ら
れ
て
、」（
二
二
四
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
間
欠

巻
部
や
末
尾
欠
巻
部
に
お
い
て
も
、
中
の
君
が
一
貫
し
て
物
語
の
中
心
人
物

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、『
無
名
草
子
』
が
「
心
入
り
て
作
り
出
で
け
む
」
と
注
目
し

た
『
夜
の
寝
覚
』
の
工
夫
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
考
え
る
際
、
女
性
を
中
心
人
物
と
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
難

し
さ
へ
の
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
横
井
孝
氏
の
論
で
は
、
次
の
よ
う
に
注

意
を
促
し
て
い
る
。

い
ま
、『
寝
覚
物
語
』
の
〈
主
人
公
〉
を
寝
覚
の
上
と
す
る
こ
と
に
異

議
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
。
だ
が
、
古
来
の
「
物
語
」
が
、
超
人
的
な

美
質
を
備
え
た
〈
男
主
人
公
〉
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
紡
が
れ
て

い
っ
た
事
実
、
│
例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
長
篇
化
は
光
源
氏
な
く

し
て
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
『
寝
覚
』
の
周
辺
で
も
、『
狭

衣
物
語
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
〈
男
の
物
語
〉
と

称
す
べ
き
物
語
史
的
展
望
の
も
と
に
俯
瞰
し
う
る
事
実
を
思
い
み
る
べ

（
�
）

き
で
あ
ろ
う
。

『
夜
の
寝
覚
』
が
女
性
を
中
心
人
物
に
据
え
た
こ
と
は
、
物
語
史
を
見
渡
し

て
み
て
も
特
異
で
あ
る
。
物
語
の
中
心
人
物
は
多
く
男
性
で
あ
っ
た
。
こ
の

背
景
に
は
、
男
性
と
女
性
の
行
動
の
範
囲
の
差
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
男
性
は
公
私
に
わ
た
っ
て
幅
広
い
交
流
を
持
つ
。
一
方
、
家
に
い
る

女
性
は
交
流
も
限
ら
れ
て
く
る
。
女
性
を
中
心
人
物
と
す
る
場
合
、
物
語
を

進
展
さ
せ
る
事
件
も
容
易
に
は
起
こ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
男
性
が
中

心
人
物
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
く
物
語
と
は
別
の
方
法
が
、『
夜
の
寝
覚
』

に
は
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
考

│
│
物
語
を
展
開
さ
せ
る
中
の
君
の
欠
点
│
│

池

田

彩

音
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五



一
人
の
女
性
を
中
心
人
物
に
据
え
て
物
語
を
展
開
さ
せ
る
時
、
そ
の
造
型

に
も
何
ら
か
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考

え
る
上
で
、
次
の
父
入
道
の
言
葉
は
示
唆
的
で
あ
る
。
父
入
道
が
中
の
君
の

娘
の
石
山
の
姫
君
と
対
面
し
、
中
の
君
の
幼
い
頃
か
ら
の
印
象
を
語
る
場
面

を
取
り
上
げ
る
。

む
す
め

「
…
…
母
君
を
こ
そ
、
我
が
女
と
も
言
は
じ
、
世
に
類
な
き
一
つ
物
と
、

幼
く
よ
り
見
し
を
、
か
れ
〔
中
の
君
※
稿
者
注
。
以
下
同
じ
。〕
は
せ
ち
に

愛
敬
づ
き
、
う
つ
く
し
く
に
ほ
ひ
過
ぎ
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、
気
高
き
か

た
や
、
た
だ
す
こ
し
後
れ
た
る
心
地
す
る
と
見
る
を
、
こ
れ
〔
石
山
の

姫
君
〕
は
、
今
か
ら
、
か
ば
か
り
き
び
は
な
る
御
程
に
、
い
と
気
高

く
、
う
ち
見
む
に
た
だ
人
と
は
お
ぼ
え
ず
、
か
た
じ
け
な
き
さ
ま
さ
へ

添
ひ
た
ま
ひ
つ
る
を
。
か
か
る
人
の
、
ま
た
世
に
出
で
お
は
す
る
世
に

（
�
）

こ
そ
あ
り
け
れ
」

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
・
四
六
九
頁
）

父
入
道
は
、「
世
に
類
な
き
一
つ
物
と
、
幼
く
よ
り
見
し
」
と
語
る
よ
う
に
、

中
の
君
が
幼
い
頃
か
ら
、
そ
の
美
貌
と
才
能
を
評
価
し
て
き
た
。
し
か
し
、

石
山
の
姫
君
と
の
対
面
に
至
り
、
傍
線
部
「
気
高
き
か
た
や
、
た
だ
す
こ
し

後
れ
た
る
心
地
す
る
と
見
る
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
中
の
君
の
「
気
高
」
さ
が
劣

る
と
語
る
。
一
方
、
石
山
の
姫
君
に
つ
い
て
は
「
気
高
」
さ
を
第
一
に
評
価

し
て
い
る
。
石
山
の
姫
君
を
評
価
す
る
た
め
と
は
い
え
、
な
ぜ
こ
の
場
面
で

中
の
君
の
欠
点
と
し
て
「
気
高
し
」
が
劣
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。

永
井
和
子
氏
は
、
当
該
箇
所
を
引
き
、「
石
山
の
姫
君
に
く
ら
べ
て
中
の

（
�
）

君
は
気
品
に
乏
し
い
、
と
の
記
述
は
注
目
に
値
す
る
。」
と
し
な
が
ら
、
物

語
第
一
部
で
の
中
の
君
の
「
に
ほ
ひ
」
多
き
描
写
を
例
示
し
、
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
に
ほ
ふ
」
が
ご
と
き
、
豊
か
に
し
て
健
康
な
、
生
き

生
き
と
し
た
美
貌
を
持
つ
女
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て

指
摘
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
一
人
の
女
性
に
多
く
の
男
性
を
配
し
て
動

か
す
物
語
の
必
然
で
あ
る
が
、
他
の
物
語
の
ご
と
き
逆
の
関
係
、
即
ち

一
人
の
男
性
に
多
く
の
女
性
を
配
す
る
場
合
の
男
性
の
造
型
│
例
え
ば

光
源
氏
│
の
よ
う
な
わ
け
に
は
い
か
ず
、
ま
た
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
な
拒

否
的
存
在
と
も
な
り
得
な
い
。
必
然
的
に
一
方
で
軽
さ
・
浮
薄
・
色
ご

の
み
に
つ
な
が
る
危
う
い
部
分
を
内
包
し
、
中
の
君
は
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
恥
の
意
識
を
濃
厚
に
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
ず
、「
人
目
」
を
異
常

に
気
に
し
、
ま
た
他
か
ら
の
批
判
を
極
端
に
恐
れ
る
。

永
井
氏
の
指
摘
は
、
中
の
君
の
美
貌
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
負
の
側
面
が
、

「
一
人
の
女
性
に
多
く
の
男
性
を
配
し
て
動
か
す
物
語
の
必
然
」
で
あ
り
、

一
方
で
中
の
君
の
内
面
に
も
働
き
か
け
る
も
の
と
す
る
点
で
的
を
射
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
る
に
あ
た
っ

て
、「
気
高
し
」
に
つ
い
て
は
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
父
入
道
の
言
葉

に
お
い
て
、
中
の
君
の
「
に
ほ
ひ
」
多
き
女
性
と
し
て
の
魅
力
を
強
調
す
る

た
め
だ
け
な
ら
、「
気
高
し
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な

四
六



い
か
。
中
の
君
の
負
の
側
面
と
し
て
「
気
高
」
さ
の
乏
し
さ
が
特
に
語
ら
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
中
の
君
に
対
し
て
「
気
高
し
」
が
劣
る
と
さ
れ
る
意
味
を
明

ら
か
に
す
る
。
加
え
て
、『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
の
「
気
高
し
」
の
用

い
方
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
中
の
君
の
造
型
に
お
け
る
「
気

高
し
」
の
欠
如
の
果
た
し
た
機
能
に
つ
い
て
提
示
す
る
。

二
「
気
高
し
」
に
よ
る
評
価

ま
ず
、『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
「
気
高
し
」
の
特
徴
に
つ
い
て
、
特
に

女
性
に
対
す
る
評
価
の
用
例
を
中
心
に
確
認
す
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
は
二
十
一
例
あ
る
。「
気
高
し
」
を
備
え
て

い
る
と
さ
れ
る
人
物
は
、
大
君
（
六
例
）、
帝
（
四
例
）、
女
一
の
宮
（
三

例
）、
男
君
・
中
宮
・
宰
相
中
将
の
上
〔
故
関
白
の
次
女
〕・
新
中
納
言
〔
中
の

君
の
次
兄
〕・
石
山
の
姫
君
（
各
一
例
）
の
八
名
（
計
十
八
例
）
で
あ
る
。
残

り
の
三
例
は
、
中
の
君
と
大
皇
の
宮
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
気
高
し
」
を

打
ち
消
し
の
形
で
用
い
た
り
、
欠
如
を
語
る
文
脈
で
用
い
た
り
す
る
も
の
で

あ
る
。

「
気
高
し
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
族
、
源
氏
太
政
大
臣
家
、

関
白
家
と
い
っ
た
、
高
貴
な
出
自
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。
中
で
も
、
中
の
君

の
姉
で
あ
る
大
君
に
最
も
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。大

君
は
、
物
語
登
場
当
初
か
ら
「
気
高
し
」
と
さ
れ
る
女
性
で
あ
っ
た
。

大
君
は
、
琵
琶
を
、
御
か
た
ち
は
き
よ
ら
に
、
い
と
気
高
く
て
、
お
ほ

の
か
な
る
も
の
の
音
を
ゆ
る
る
か
に
お
も
し
ろ
く
搔
き
鳴
ら
し
、
中
の

君
は
、
幼
く
小
さ
き
御
程
に
、
今
宵
の
月
の
光
に
も
劣
る
ま
じ
き
さ
ま

し
て
、
筝
の
琴
を
弾
き
た
ま
ふ
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
一
七
頁
）

こ
れ
は
、
大
君
と
中
の
君
の
容
姿
が
初
め
て
形
容
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
大

君
は
太
政
大
臣
の
娘
と
い
う
高
貴
な
出
自
に
相
応
し
く
、
気
品
の
あ
る
美
し

さ
を
持
っ
た
女
性
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
中
の
君
に
は
「
気
高

し
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
大
君
と
中
の
君
の
対
比
は
繰

り
返
し
語
ら
れ
て
お
り
、
大
君
の
「
気
高
」
さ
を
挙
げ
た
後
に
は
中
の
君
の

こ
と
に
も
必
ず
言
及
が
あ
る
。

〔
大
君
は
〕
頭
つ
き
、
様
体
い
と
き
よ
げ
に
て
、
あ
ざ
や
か
に
気
高
く
、

き
よ
ら
な
る
か
た
ち
、
も
て
な
し
、
有
様
も
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
、
よ

し
あ
る
気
色
ぞ
、
人
に
こ
と
な
る
。「
人
の
御
程
、
か
た
ち
、
こ
れ
こ

そ
限
り
な
き
際
な
れ
。〔
中
の
君
の
〕
面
影
は
、
な
ど
て
、
さ
は
様
こ
と

に
す
ぐ
れ
し
ぞ
」
と
、
ま
づ
あ
や
し
き
ま
で
思
ひ
出
で
ら
る
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
五
五
頁
）

右
に
掲
げ
た
の
は
、
男
君
が
大
君
と
結
婚
し
た
後
、
初
め
て
大
君
の
姿
を
昼

に
見
た
場
面
で
あ
る
。
男
君
は
、
大
君
の
身
分
や
容
貌
に
つ
い
て
、
最
上
級

の
も
の
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、
男
君
は
目
の
前
の
大
君
よ
り
も
、
中

の
君
の
面
影
を
思
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
夜
の
寝
覚
』
は
、
大
君
を

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
考

四
七



「
気
高
」
い
女
性
と
印
象
づ
け
る
一
方
で
、
中
の
君
を
「
気
高
し
」
と
対
比

的
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

物
語
第
三
部
で
は
、
男
君
に
よ
っ
て
妻
の
女
一
の
宮
と
中
の
君
が
比
較
さ

れ
る
場
面
で
、「
気
高
し
」
が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

わ
ろ

こ
れ
〔
女
一
の
宮
〕
を
、
悪
う
お
は
し
ま
す
と
お
ぼ
ゆ
る
に
は
あ
ら
ず
、

気
高
く
、
き
よ
ら
か
に
、
う
る
は
し
う
、
あ
て
な
る
御
け
は
ひ
、
有

様
、「
か
う
こ
そ
は
、
帝
の
御
女
は
お
は
す
べ
け
れ
」
と
、
限
り
な
く

見
た
て
ま
つ
り
な
が
ら
、「〔
中
の
君
か
ら
〕
う
ち
退
き
て
、
年
ご
ろ
隔

て
つ
る
を
り
は
、
お
の
づ
か
ら
う
ち
紛
れ
け
り
。
か
や
う
に
、
い
と
気

高
く
、
静
や
か
に
は
あ
ら
ず
、
い
と
ま
こ
と
に
う
つ
く
し
う
、
た
を
や

か
な
る
け
は
ひ
、
有
様
の
、
似
る
も
の
な
き
は
や
」
と
、
う
ち
思
ひ
く

ら
ぶ
る
に
、
心
地
う
ち
騒
ぎ
て
、
（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
・
三
四
二
頁
）

女
一
の
宮
は
、
傍
線
部
「
気
高
く
、
き
よ
ら
か
に
、
う
る
は
し
う
、
あ
て
な

（
�
）

る
御
け
は
ひ
、
有
様
」
が
皇
女
ら
し
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
大
君
と
同

様
、
高
貴
な
出
自
に
相
応
し
い
様
子
が
好
ま
し
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
中
の
君
は
、「
気
高
」
さ
に
つ
い
て
女
一
の
宮
と
比
べ
て
否
定

的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
気
高
し
」
は
高
貴
な
出
自
を
持
つ
人
物
に
用
い
ら
れ
、

そ
の
出
自
に
相
応
し
い
気
品
の
あ
る
様
子
を
評
価
す
る
言
葉
で
あ
る
。
だ
が

そ
の
一
方
で
、
繰
り
返
し
中
の
君
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
も
、「
気
高
し
」
の

特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
現
存
部
分
を
見
る
限
り
、
中
の
君
は
一
貫
し
て
「
気

高
し
」
と
い
う
語
を
あ
え
て
避
け
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

ち
な
み
に
、『
源
氏
物
語
』
で
は
明
石
の
君
に
「
気
高
し
」
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
出
自
の
低
さ
を
個
人
の
性
質
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
意
識
が
窺

え
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
出
自
の
同
じ
大
君
と
中
の
君
に
「
気
高
し
」
の
有

無
の
差
が
あ
る
の
は
、
中
の
君
個
人
の
性
質
に
原
因
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

三
「
気
高
し
」
と
対
比
さ
れ
る
中
の
君
の
魅
力

中
の
君
に
は
、「
気
高
し
」
と
い
う
評
価
が
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、

「
気
高
し
」
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
、
中
の
君
の
性

質
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
掲
げ
る
の
は
、
女
房
に
よ
る
大
君
と
中
の
君
の
比
較
で
あ
る
。

中
納
言
の
上
〔
大
君
〕
は
、
い
と
気
高
く
、
も
の
遠
き
さ
ま
し
て
、
御

け
は
ひ
も
う
る
は
し
く
重
り
か
に
の
み
お
は
す
れ
ば
、
う
ち
と
け
が
た

き
も
の
に
、
女
房
な
ど
も
み
な
つ
つ
み
き
こ
え
て
、
こ
の
君
〔
中
の
君
〕

は
、
け
近
く
も
ら
う
た
げ
に
も
お
は
す
れ
ば
、
つ
か
う
ま
つ
る
も
、
い

と
さ
ぶ
ら
ひ
よ
く
の
み
な
ら
ひ
た
る
に
、

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
六
二
頁
）

中
の
君
は
、
傍
線
部
「
け
近
く
も
ら
う
た
げ
に
も
」
と
、
親
し
み
や
す
さ
や

か
わ
い
ら
し
さ
が
特
徴
で
、
女
房
か
ら
お
仕
え
し
や
す
い
と
思
わ
れ
て
い

四
八



る
。
一
方
大
君
は
、
破
線
部
「
い
と
気
高
く
、
も
の
遠
き
さ
ま
し
て
」
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
気
高
し
」
と
と
も
に
「
も
の
遠
き
さ
ま
」
や

「
う
ち
と
け
が
た
き
も
の
に
、
女
房
な
ど
も
み
な
つ
つ
み
き
こ
え
て
」
と
、

大
君
の
近
づ
き
に
く
さ
や
親
し
み
に
く
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
に
は
「
気
高
し
」
と
「
も
の
遠
し
」
が
続
け
て
用
い
ら
れ

る
例
が
、
あ
と
二
つ
あ
る
。
一
例
は
男
君
に
、
も
う
一
例
は
大
皇
の
宮
に
否

定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

〔
男
君
の
〕
御
様
、
か
た
ち
は
、
め
で
た
く
き
よ
ら
に
な
ま
め
き
て
、
人

を
、
な
べ
て
は
、
さ
ら
に
見
入
れ
馴
ら
し
た
ま
は
ず
、
気
高
く
、
も
の

遠
き
御
有
様
に
、〔
但
馬
守
三
女
を
〕
わ
ざ
と
見
入
れ
た
ま
ひ
て
、
事
に

ふ
れ
て
、
な
つ
か
し
く
お
ぼ
し
お
き
て
た
ま
ふ
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
六
七
頁
）

〔
大
皇
の
宮
は
〕
親
と
申
し
な
が
ら
も
、
も
の
に
い
と
気
高
く
、
も
の
遠

く
は
お
は
し
ま
さ
ず
、
い
と
け
近
う
、
わ
ら
ら
か
に
の
み
お
は
し
ま
す

に
、〔
帝
は
〕
す
こ
し
う
ち
と
け
て
、（『

夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
〇
頁
）

「
気
高
し
」
は
近
寄
り
が
た
さ
や
親
し
み
に
く
さ
を
感
じ
さ
せ
る
性
質
と
し

て
、「
な
つ
か
し
」
や
「
け
近
し
」
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
気
高

し
」
は
、
単
に
気
品
の
高
さ
を
表
わ
す
だ
け
で
は
な
く
、
目
下
の
者
を
近
寄

ら
せ
な
い
よ
う
な
性
質
を
表
わ
す
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
中
の
君
は
中
宮
の
「
気
高
」
さ
と
も
比
較
さ
れ
て
い
る
。
中
宮

の
も
と
に
仕
え
る
新
少
将
に
よ
っ
て
、
中
宮
と
中
の
君
が
対
比
的
に
語
ら
れ

る
場
面
を
引
用
す
る
。

〔
中
宮
は
〕
い
と
気
高
う
、
に
ぎ
は
は
し
き
御
様
限
り
な
け
れ
ど
、
源
氏

の
大
殿
の
中
の
君
の
御
か
た
ち
の
な
つ
か
し
さ
に
は
、
え
並
ば
せ
た
ま

ふ
ま
じ
か
め
り
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
六
八
頁
）

中
宮
の
「
気
高
」
さ
と
は
対
比
的
に
、
中
の
君
の
「
な
つ
か
し
さ
」
が
優
れ

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
男
女
問
わ
ず
、
周
囲
の
人
物
を
惹
き
つ
け

る
中
の
君
の
「
な
つ
か
し
さ
」
は
、
他
の
女
性
た
ち
に
は
な
い
魅
力
で
あ

る
。
し
か
し
、
中
宮
の
よ
う
な
、
身
分
の
高
さ
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
華

や
か
さ
と
、
中
の
君
の
親
し
み
や
す
さ
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は

示
唆
的
で
あ
る
。
中
の
君
の
魅
力
は
、
中
宮
の
よ
う
に
身
分
の
重
さ
や
華
や

か
さ
を
得
る
に
は
繋
が
っ
て
い
な
い
。

中
の
君
の
「
な
つ
か
し
さ
」
を
考
え
る
上
で
、
帝
に
よ
る
中
の
君
の
評
価

は
注
目
で
き
る
。
帝
が
初
め
て
中
の
君
を
垣
間
見
た
場
面
を
挙
げ
る
。

〔
中
の
君
の
〕
た
を
た
を
と
、
な
つ
か
し
く
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
な
ど
、

「
長
恨
歌
の
后
の
、
高
殿
よ
り
通
ひ
た
り
け
む
か
た
ち
も
、
う
る
は
し

う
き
よ
げ
に
こ
そ
あ
り
け
め
、
い
と
か
う
、
愛
敬
こ
ぼ
れ
て
う
つ
く
し

う
に
ほ
ひ
た
る
さ
ま
は
、
え
こ
れ
〔
中
の
君
〕
に
及
ば
ざ
り
け
む
」
と

ぞ
、
お
ぼ
し
知
ら
る
る
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
四
頁
）

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
考

四
九



傍
線
部
「
た
を
た
を
と
、
な
つ
か
し
く
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
」
と
い
う
中
の

君
の
魅
力
的
な
姿
に
つ
い
て
、
破
線
部
「
愛
敬
こ
ぼ
れ
て
う
つ
く
し
う
に
ほ

ひ
た
る
さ
ま
」
が
「
長
恨
歌
の
后
」
す
ら
及
ば
な
い
ほ
ど
卓
越
し
て
い
る
と

帝
は
語
る
。
こ
こ
で
、
中
の
君
の
「
気
高
し
」
の
欠
如
が
父
入
道
に
語
ら
れ

る
場
面
を
再
び
掲
げ
、
中
の
君
の
特
徴
を
確
認
す
る
。

か
れ
は
せ
ち
に
愛
敬
づ
き
、
う
つ
く
し
く
に
ほ
ひ
過
ぎ
た
ま
へ
る
ほ
ど

に
、
気
高
き
か
た
や
、
た
だ
す
こ
し
後
れ
た
る
心
地
す
る
と
見
る
を
、

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
・
四
六
九
頁
）

「
せ
ち
に
愛
敬
づ
き
、
う
つ
く
し
く
に
ほ
ひ
過
ぎ
た
ま
へ
る
」
と
い
う
表
現

は
、
破
線
部
「
愛
敬
こ
ぼ
れ
て
う
つ
く
し
う
に
ほ
ひ
た
る
さ
ま
」
と
、
ほ
と

ん
ど
一
致
し
て
い
る
。「
気
高
し
」
の
欠
如
と
と
も
に
語
ら
れ
た
中
の
君
の

特
徴
は
、
人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
と
通
う
も
の
で
あ
っ
た
。

帝
は
人
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
中
の
君
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
も
語
る
。

は
ら
か
ら

「
…
…
〔
中
の
君
の
〕
か
ば
か
り
の
さ
ま
を
、
兄
姉
の
か
た
は
ら
に
あ
り

け
む
に
、
ほ
の
か
に
も
見
聞
い
て
、
い
か
で
か
人
の
や
す
く
も
あ
ら

む
。
心
な
ら
で
、
か
な
ら
ず
、
こ
の
人
の
名
は
今
も
立
ち
な
む
。

…
…
」

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
八
│
二
五
九
頁
）

兄
姉
し
か
中
の
君
の
傍
に
い
な
い
よ
う
な
状
況
な
ら
ば
、
中
の
君
の
美
し
さ

を
見
聞
き
し
た
人
は
、
心
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
ず
、
必
ず
や
中
の
君
の
浮
名

が
立
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
意
図
せ
ず
人
を
惑
わ
し
て
し
ま
う
ほ

ど
に
、
中
の
君
の
魅
力
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
後
帝
は
中
の
君

に
言
い
寄
り
、
中
の
君
は
帝
と
の
噂
を
流
さ
れ
て
し
ま
う
。

中
の
君
は
、
帝
を
も
魅
了
し
て
や
ま
な
い
女
性
で
あ
る
。「
気
高
し
」
と

対
比
さ
れ
る
こ
と
で
強
調
さ
れ
る
「
な
つ
か
し
さ
」
は
、
他
者
を
惹
き
つ

け
、
そ
の
人
物
を
衝
動
的
に
動
か
し
て
し
ま
う
と
い
う
力
を
持
つ
。
こ
の
性

質
は
、
中
の
君
に
と
っ
て
協
力
者
を
得
る
の
に
有
利
に
も
働
く
一
方
で
、
思

わ
ぬ
男
性
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
危
う
い
状
況
を
も
招
く

も
の
で
あ
っ
た
。

四

入
内
を
期
待
さ
せ
る
「
気
高
し
」

中
の
君
が
「
気
高
し
」
と
対
比
的
に
描
か
れ
る
の
は
、「
気
高
し
」
の
持

つ
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
と
い
う
性
質
を
中
の
君
か
ら
遠
ざ
け
、
代
わ
り
に
人

を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
「
な
つ
か
し
さ
」
を
強
調
し
、
物
語
を
展
開
さ
せ

る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
中
の
君
と
の
関
係
に
お
い
て
、
石
山
の
姫
君
が
「
気
高
し
」

と
評
価
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
物
語
は
中
の
君
の
「
気
高
し
」
と
対

比
的
な
様
子
を
、
他
の
女
君
と
の
比
較
に
お
い
て
は
否
定
的
に
は
語
ら
ず
、

む
し
ろ
中
の
君
の
優
れ
た
さ
ま
を
強
調
し
て
き
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
そ
の
姿

勢
を
崩
し
、
中
の
君
の
欠
点
を
語
る
の
は
、
物
語
が
転
換
点
を
迎
え
た
こ
と

を
示
す
の
で
は
な
い
か
。

五
〇



男
君
が
中
の
君
の
父
入
道
に
対
し
て
、
石
山
の
姫
君
が
中
の
君
と
の
間
に

生
れ
た
娘
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
告
白
し
た
際
、
石
山
の
姫
君
の
将
来
に
つ

い
て
言
及
す
る
場
面
を
掲
げ
る
。

「
…
…
〔
石
山
の
姫
君
は
〕
や
う
や
う
お
よ
す
け
ま
か
る
年
ご
ろ
に
、
い

ま
一
つ
二
つ
の
年
も
加
は
り
は
べ
り
な
ば
、
後
の
宿
世
は
知
ら
ず
、
宮

仕
へ
に
も
出
だ
し
た
て
む
と
思
ひ
た
ま
へ
掟
て
た
る
に
、
限
り
な
き
心

ざ
し
は
べ
れ
ど
、
男
は
限
り
は
べ
り
。
…
…
」

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
・
四
五
七
頁
）

こ
の
時
石
山
の
姫
君
は
十
一
歳
で
あ
る
。
男
君
は
、
あ
と
一
、
二
年
も
す
れ

ば
石
山
の
姫
君
を
宮
仕
え
に
出
そ
う
と
考
え
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
中

の
君
の
父
入
道
も
、
石
山
の
姫
君
の
入
内
へ
の
期
待
を
語
る
。

「
こ
の
御
母
君
〔
中
の
君
〕
を
、
い
み
じ
く
か
な
し
く
思
ひ
き
こ
え
し
か

ど
、
そ
は
心
や
す
か
り
け
り
。
こ
れ
〔
石
山
の
姫
君
〕
は
、
い
と
殊
に

め
づ
ら
し
く
、
母
君
の
御
契
り
の
思
ひ
し
よ
り
は
口
惜
し
く
、
我
も
雲

居
ま
で
は
思
ひ
寄
り
き
こ
え
ず
な
り
に
し
が
い
と
胸
痛
き
代
は
り
に
、

こ
の
御
有
様
を
だ
に
、
本
意
の
ご
と
く
見
聞
き
た
て
ま
つ
る
ま
で
の
命

は
惜
し
く
」
ぞ
お
ぼ
さ
る
る
や
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
・
四
九
七
│
四
九
八
頁
）

父
入
道
に
と
っ
て
、
中
の
君
が
入
内
し
な
か
っ
た
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
点

で
あ
っ
た
。
大
君
の
将
来
を
考
え
た
時
に
は
、
帝
の
中
宮
へ
の
寵
愛
の
厚
さ

や
、
東
宮
の
幼
さ
の
た
め
、
入
内
は
選
択
肢
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

後
、
帝
か
ら
中
の
君
の
入
内
が
求
め
ら
れ
た
際
、
父
入
道
は
「
は
か
ば
か
し

き
後
見
な
し
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
九
頁
）
と
言
い
、
こ
れ
を
固
辞

し
て
い
る
。
中
間
欠
巻
部
に
当
た
る
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
の

君
と
男
君
と
の
間
に
噂
が
あ
っ
た
の
を
苦
慮
し
て
の
判
断
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
父
入
道
が
中
の
君
と
石
山
の
姫
君
を
比
較
す
る
の
は
、
中
の
君
よ
り
も

石
山
の
姫
君
が
入
内
す
る
に
相
応
し
い
点
を
見
出
し
、
入
内
が
実
現
す
る
確

信
を
得
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
入
内
す
る
に
相
応
し
い
と
確
信
で
き

る
要
素
が
、
中
の
君
と
石
山
の
姫
君
に
対
照
的
に
用
い
ら
れ
た
「
気
高
し
」

だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
、『
夜
の
寝
覚
』
に
お
い
て
、「
気
高
し
」
は
入
内
に
相
応

し
い
女
性
の
特
徴
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
大
君
は
実
際
に
は
入
内
し

な
か
っ
た
も
の
の
、
父
入
道
は
大
君
の
結
婚
を
考
え
る
際
に
ま
ず
入
内
の
可

能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
。
ま
た
、「
気
高
し
」
は
中
宮
の
特
徴
で
も

あ
っ
た
。

そ
の
上
、
中
の
君
の
夫
の
故
関
白
の
次
女
は
、「
気
高
し
」
が
特
徴
で
あ

る
。
故
関
白
の
次
女
は
、「
あ
る
が
中
に
、
殿
〔
故
関
白
〕
の
や
む
ご
と
な
く

心
ざ
し
た
ま
ひ
け
む
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
・
五
二
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う

に
、
三
人
の
娘
の
中
で
も
最
も
期
待
を
か
け
ら
れ
て
い
た
。
次
女
は
「
い
と

あ
て
に
気
高
く
、
も
の
き
よ
げ
な
る
御
か
た
ち
、
も
て
な
し
、
用
意
い
と
静

か
に
、
心
に
く
き
さ
ま
は
、
こ
れ
し
も
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
」（『
夜
の
寝
覚
』

巻
四
・
三
四
八
│
三
四
九
頁
）
と
語
ら
れ
、
気
品
が
あ
る
容
貌
、
落
ち
着
い

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
考

五
一



た
物
腰
、
奥
ゆ
か
し
い
様
子
が
優
れ
て
い
た
と
い
う
。
参
考
と
し
て
中
村
本

を
挙
げ
る
と
、「
十
三
に
な
り
給
ふ
〔
次
女
〕
を
ば
、
東
宮
に
と
思
し
た

（
�
）

り
。」（
巻
三
・
二
六
四
頁
）、「
こ
の
君
〔
次
女
〕
を
ば
、
け
だ
か
く
い
み
じ

き
さ
ま
し
給
へ
る
と
て
、
内
へ
奉
ら
ん
と
の
た
ま
ひ
し
か
ど
、」（
巻
四
・
二

九
五
頁
）
と
あ
る
。
次
女
は
東
宮
へ
の
入
内
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で

き
る
。

後
に
中
の
君
と
間
違
わ
れ
て
宮
の
宰
相
中
将
に
盗
ま
れ
て
し
ま
う
た
め
、

次
女
の
入
内
は
実
現
し
な
い
も
の
の
、「
気
高
し
」
と
い
う
性
質
を
備
え
た

女
性
が
格
別
に
入
内
へ
の
期
待
を
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。
中
の
君
が
あ
え
て
「
気
高
さ
」
を
避
け
て
描
か
れ
る
の
は
、
入
内
し
、

后
と
な
っ
て
栄
華
を
極
め
る
と
い
う
よ
う
な
筋
で
は
な
く
、
中
の
君
の
苦
悩

を
ひ
た
す
ら
描
く
と
い
う
物
語
の
構
成
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

現
存
部
で
は
記
述
が
な
い
も
の
の
、
末
尾
欠
巻
部
に
お
い
て
石
山
の
姫
君

の
入
内
は
果
た
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。『
風
葉
和
歌
集
』
に
は
、
中
の
君
の

父
入
道
の
七
十
の
賀
の
際
、
中
宮
の
行
啓
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

七
十
の
よ
は
ひ
を
娘
の
賀
し
侍
り
け
る
時
、
中
宮
行
啓
な
ど
侍
り

け
る
に
よ
み
侍
り
け
る

寝
覚
の
入
道
太
政
大
臣

今
は
と
て
戸
ぼ
そ
閉
ぢ
て
し
草
の
庵
に
さ
や
け
き
空
の
光
を
ぞ
見
る（�

）

（『
風
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
八

雑
三

一
四
〇
八
）

入
道
の
七
十
の
賀
で
、「
草
の
庵
」
ま
で
中
宮
が
行
啓
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

入
道
の
期
待
通
り
、
石
山
の
姫
君
が
中
宮
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
無
名
草
子
』
で
は
、
立
后
と
立
太
子
が
一
度
に

行
わ
れ
た
際
、
中
の
君
が
そ
の
感
慨
を
詠
む
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。

ま
た
、
后
の
宮
、
東
宮
な
ど
一
度
に
立
ち
た
ま
ふ
折
、
中
の
上
ゐ
ざ
り

出
で
て
、

寝
覚
め
せ
し
昔
の
こ
と
も
わ
す
ら
れ
て
今
日
の
円
居
に
ゆ
く
心
か

な

と
言
は
れ
た
る
ほ
ど
、
い
と
憎
し
。

（『
無
名
草
子
』
二
三
二
頁
）

こ
こ
で
東
宮
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
現
存
巻
五
の
終
盤
に
中
の
君

の
義
理
の
娘
が
産
ん
だ
皇
子
で
あ
る
。
娘
や
、
義
理
で
は
あ
る
が
孫
と
い
っ

た
身
内
の
者
が
、
中
宮
や
東
宮
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
の
感
慨
が
、
こ
こ
で
は

表
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
石
山
の
姫
君
は
実
際

に
中
宮
と
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

中
の
君
は
、
最
も
事
実
を
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
父
入
道
に
、
石
山
の
姫

君
と
の
関
係
が
知
ら
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、「
気
高
し
」
の
欠
如
が
欠
点

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
中
の
君
の
欠
点
は
、「
気
高
し
」
を
備
え
た
石
山
の
姫

君
の
存
在
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、
中
の
君
は
「
中
宮
の
母
」
と
い
う
身
分
の
重

さ
や
栄
華
に
近
づ
く
。
現
存
部
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、「
気
高
し
」
と
い

う
語
を
鍵
と
し
て
物
語
が
さ
ら
に
続
い
て
い
く
こ
と
を
、
中
の
君
と
石
山
の

姫
君
の
比
較
は
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
二



五
「
気
高
し
」
欠
如
の
先
蹤
│
『
源
氏
物
語
』
か
ら
│

と
こ
ろ
で
、『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
と
「
な
つ
か
し
」
の
対
比
関

係
は
徹
底
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
夜
の
寝
覚
』
が
特
に
意
図
し

た
点
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
夜
の
寝
覚
』
が

影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
気
高
し
」

と
「
な
つ
か
し
」
を
兼
ね
備
え
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次

に
挙
げ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
宇
治
の
中
の
君
が
姉
大
君
に
つ
い
て
語

る
場
面
で
あ
る
。

か
れ
〔
宇
治
の
大
君
〕
は
、
限
り
な
く
あ
て
に
気
高
き
も
の
か
ら
、
な

つ
か
し
う
な
よ
よ
か
に
、
か
た
は
な
る
ま
で
、
な
よ
な
よ
と
た
わ
み
た

（
�
）

る
さ
ま
の
し
た
ま
へ
り
し
に
こ
そ
、
…
…

（
東
屋
巻
・
⑥
七
三
頁
）

根
来
司
氏
は
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
挙
げ
、「
思
う
に
『
な
つ
か

し
』
と
『
け
高
し
』
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
て
も
、
こ
れ
を
両

（

）

立
さ
せ
る
の
が
平
安
朝
の
理
想
の
形
で
は
な
か
っ
た
か
。」
と
、「
な
つ
か

し
」
と
「
気
高
し
」
を
兼
ね
備
え
る
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
は
、
物
語
中
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
か
ら
優
れ
た
人

物
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
で
理
想
と
さ
れ
た
よ
う

な
「
気
高
し
」
と
「
な
つ
か
し
」
を
兼
ね
備
え
る
人
物
に
は
描
か
れ
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
柏
木
が
女
三
の
宮
に
初
め
て
忍
び
寄
っ
た
場
面
に
お
い
て
、

女
三
の
宮
の
「
気
高
し
」
を
否
定
的
に
語
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

〔
女
三
の
宮
は
〕
い
と
さ
ば
か
り
気
高
う
恥
づ
か
し
げ
に
は
あ
ら
で
、
な

つ
か
し
く
ら
う
た
げ
に
、
や
は
や
は
と
の
み
見
え
た
ま
ふ
御
け
は
ひ

の
、
あ
て
に
い
み
じ
く
思
ゆ
る
こ
と
ぞ
、
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
け

る
。
さ
か
し
く
思
ひ
し
づ
む
る
心
も
失
せ
て
、
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
率

て
隠
し
た
て
ま
つ
り
て
、
わ
が
身
も
世
に
経
る
さ
ま
な
ら
ず
、
跡
絶
え

て
や
み
な
ば
や
と
ま
で
思
ひ
乱
れ
ぬ
。

（
若
菜
下
巻
・
④
二
二
五
│
二
二
六
頁
）

女
三
の
宮
は
、
皇
女
と
い
う
高
い
身
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
傍
線
部
「
い
と

さ
ば
か
り
気
高
う
恥
づ
か
し
げ
に
は
あ
ら
で
」
と
、
柏
木
の
視
点
か
ら
捉
え

ら
れ
る
。
破
線
部
「
な
つ
か
し
く
ら
う
た
げ
に
、
や
は
や
は
と
の
み
見
え
た

ま
ふ
御
け
は
ひ
の
、
あ
て
に
い
み
じ
く
思
ゆ
る
」
こ
と
が
、
女
三
の
宮
の
特

徴
で
あ
る
と
い
う
。
柏
木
は
女
三
の
宮
を
間
近
に
見
て
、
女
三
の
宮
へ
の
欲

望
を
押
さ
え
き
れ
な
く
な
り
、
つ
い
に
密
通
へ
と
至
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
榎
本
正
純
氏
は
、「
つ
ま
り
、
か
の
女
の
『
け
た

か
』
さ
の
欠
落
と
『
あ
て
』
な
る
物
腰
が
柏
木
の
情
念
に
火
を
つ
け
た
の
だ

（

）

と
物
語
は
言
い
た
げ
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
女
三
の
宮
の
性
質
を

柏
木
の
視
点
か
ら
語
る
際
、「
気
高
さ
」
で
は
な
く
「
あ
て
」
が
意
図
的
に

選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
物
語
は
柏
木
を
衝
動
的
に
動

か
し
、
密
通
と
い
う
展
開
を
導
き
出
し
て
い
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
考

五
三



女
三
の
宮
は
「
気
高
」
い
性
質
を
否
定
さ
れ
、「
な
つ
か
し
く
ら
う
た
げ

に
、
や
は
や
は
と
の
み
見
え
た
ま
ふ
御
け
は
ひ
」、
つ
ま
り
親
し
み
や
す
く
、

か
わ
い
ら
し
く
、
な
よ
な
よ
と
し
た
優
美
な
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
造
型
は
、
近
寄
り
が
た
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
他
者
を
惹
き
つ
け
る
。

前
に
見
た
よ
う
に
、『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
は
常
に
「
気
高
」
い
女
性
と

比
較
さ
れ
な
が
ら
、
女
三
の
宮
の
よ
う
に
、「
な
つ
か
し
く
ら
う
た
げ
」
な

様
子
が
何
度
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
女
三
の
宮
の
描
き
方
を
『
夜

の
寝
覚
』
が
踏
ま
え
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
方
法
と
し
て
意
識
的
に
用
い
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
気
高
し
」
は
四
十
五
例
あ
る
。
そ
の
中
で
、
女
三

の
宮
だ
け
で
は
な
く
、
夕
顔
、
浮
舟
に
つ
い
て
も
「
気
高
し
」
と
対
比
的
な

表
現
が
見
え
る
。
こ
の
二
人
の
女
君
の
「
気
高
し
」
と
「
な
つ
か
し
」
の
用

い
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
お
く
。

夕
顔
は
、
生
前
仕
え
て
い
た
右
近
か
ら
、
娘
の
玉
鬘
と
対
比
的
に
回
想
さ

れ
る
。母

君
は
、
た
だ
い
と
若
や
か
に
お
ほ
ど
か
に
て
、
や
は
や
は
と
ぞ
た
を

や
ぎ
た
ま
へ
り
し
、
こ
れ
は
気
高
く
、
も
て
な
し
な
ど
恥
づ
か
し
げ

に
、
よ
し
め
き
た
ま
へ
り
。

（
玉
鬘
巻
・
③
一
一
七
頁
）

母
と
娘
が
「
気
高
し
」
に
つ
い
て
対
比
的
に
語
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
中

の
君
と
石
山
の
姫
君
に
つ
い
て
の
入
道
の
言
葉
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、「
気
高
し
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
夕
顔
の
「
な
つ
か
し
さ
」
が

強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
玉
鬘
は
父
の
血
筋
を
受
け
継
い
で
い
る

こ
と
で
、
母
に
は
な
か
っ
た
「
気
高
」
さ
が
あ
る
。
夕
顔
と
玉
鬘
の
「
気
高

し
」
の
有
無
の
差
は
、
そ
の
出
自
の
差
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
中
の
君

は
同
じ
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
大
君
と
の
間
に
「
気
高
し
」
の
有
無
の
差
が
あ

り
、『
夜
の
寝
覚
』
で
は
出
自
の
差
よ
り
も
、
そ
の
親
し
み
や
す
さ
、
近
づ

き
や
す
さ
に
描
き
分
け
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
身
分
の
大
き
く
異
な
る

夕
顔
と
中
の
君
で
は
、
同
じ
母
娘
の
対
比
と
い
う
文
脈
で
も
、「
気
高
し
」

と
対
比
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
合
い
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

浮
舟
の
物
語
を
、「
気
高
し
」
の
用
例
を
中
心
に
簡
単
に
見
通
す
と
す
れ

ば
、
母
中
将
の
君
に
よ
る
「
気
高
し
」
へ
の
渇
望
か
ら
、「
気
高
」
い
匂
宮

や
薫
と
の
関
係
を
持
ち
、「
気
高
」
く
な
い
出
自
ゆ
え
に
死
を
決
意
し
た
女

君
の
物
語
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
中
将
の
君
か
ら
、「
面
だ
た

し
う
気
高
き
こ
と
を
せ
ん
」（
東
屋
巻
・
⑥
二
三
頁
）
と
、「
気
高
」
い
男
君

と
の
縁
組
を
望
ま
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
薫
や
匂
宮
と
の
関
係
に
悩
む
よ
う

に
な
っ
た
浮
舟
は
死
を
決
意
す
る
。
そ
の
時
に
語
り
手
か
ら
、「
児
め
き
お

ほ
ど
か
に
、
た
を
た
を
と
見
ゆ
れ
ど
、
気
高
う
世
の
あ
り
さ
ま
を
も
知
る
方

少
な
く
て
生
ほ
し
た
て
た
る
人
に
し
あ
れ
ば
、
す
こ
し
お
ず
か
る
べ
き
こ
と

を
思
ひ
寄
る
な
り
け
む
か
し
。」（
浮
舟
巻
・
⑥
一
八
五
頁
）
と
、
そ
の
出
自

（

）

の
低
さ
が
死
の
決
意
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
を
見
て
も
、「
気
高
し
」
と
の
対
比
が
「
な
つ
か
し
」
を

強
調
す
る
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
、
浮
舟

に
「
な
つ
か
し
」
が
用
い
ら
れ
る
例
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

五
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紛
る
る
こ
と
な
く
の
ど
け
き
春
の
日
に
、〔
匂
宮
は
浮
舟
を
〕
見
れ
ど
も

見
れ
ど
も
飽
か
ず
、
そ
の
こ
と
ぞ
と
お
ぼ
ゆ
る
隈
な
く
、
愛
敬
づ
き
、

な
つ
か
し
く
を
か
し
げ
な
り
。
さ
る
は
、
か
の
対
の
御
方
〔
宇
治
の
中

の
君
〕
に
は
劣
り
た
り
、
大
殿
の
君
〔
夕
霧
の
六
の
君
〕
の
盛
り
に
に
ほ

ひ
た
ま
へ
る
あ
た
り
に
て
は
、
こ
よ
な
か
る
べ
き
ほ
ど
の
人
を
、
た
ぐ

ひ
な
う
思
さ
る
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
ま
た
知
ら
ず
を
か
し
と
の
み
見
た
ま

ふ
。

（
浮
舟
巻
・
⑥
一
三
二
頁
）

匂
宮
は
、
浮
舟
を
「
な
つ
か
し
く
を
か
し
げ
」
と
見
る
。
そ
れ
に
対
し
て
語

り
手
は
、
宇
治
の
中
の
君
や
夕
霧
の
六
の
君
と
比
べ
て
、
実
際
は
劣
っ
て
い

る
の
だ
と
し
、
浮
舟
へ
の
評
価
が
匂
宮
の
主
観
に
拠
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

中
の
君
と
六
の
君
は
他
の
場
面
で
「
気
高
し
」
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
も
の

の
、
匂
宮
が
浮
舟
と
直
接
比
較
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
や
は
り
「
な
つ
か

し
」
と
「
気
高
し
」
を
対
比
す
る
よ
う
な
描
き
方
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
夕
顔
や
浮
舟
の
場
合
と
比
べ
て
、
女
三
の
宮
は
、
次
の
二
点
で

『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
の
描
き
方
と
一
致
し
て
い
る
。
一
点
目
は
、
高
貴

な
出
自
の
女
君
が
、
本
来
あ
る
は
ず
の
十
分
な
「
気
高
」
さ
を
備
え
て
い
な

い
、
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
は
、「
気
高
し
」
の
欠
如
に
よ
っ
て
、

「
な
つ
か
し
」
が
強
調
さ
れ
、
他
者
の
衝
動
的
な
行
動
を
導
き
出
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、『
夜
の
寝
覚
』
は
女
三
の
宮
の
例
を
踏
ま
え
て

「
気
高
し
」
と
「
な
つ
か
し
」
の
対
比
関
係
を
綿
密
に
積
み
上
げ
、
中
の
君

を
造
型
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

負
の
側
面
を
抱
え
た
造
型
の
意
味

中
の
君
は
巻
一
か
ら
一
貫
し
て
「
気
高
し
」
と
意
識
的
に
対
比
さ
れ
、
人

を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
「
な
つ
か
し
さ
」
が
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
の
性
質
が
柏
木
を
密
通
へ
と
駆
り

立
て
た
よ
う
に
、
中
の
君
の
周
囲
の
人
物
を
動
か
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
気
高
し
」
の
欠
如
し
た
中
の
君
の
特
徴
は
、
石
山
の
姫
君

と
の
比
較
に
お
い
て
、
父
入
道
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
。
石
山
の
姫
君
は
中

の
君
と
の
関
係
に
お
い
て
「
気
高
し
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
、
将
来
の
中

宮
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
。「
気
高
し
」
の
劣
る
中

の
君
は
、
末
尾
欠
巻
部
の
展
開
を
も
導
い
て
い
く
。

本
稿
で
は
「
気
高
し
」
に
着
目
し
、
そ
の
影
響
が
女
三
の
宮
か
ら
の
も
の

で
あ
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
気
高
し
」
と
い
う
語
か
ら
視
野

を
広
げ
、
本
来
の
出
自
よ
り
も
気
品
が
低
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
す
れ

ば
、
物
語
第
一
部
に
お
い
て
、
中
の
君
が
男
君
に
よ
っ
て
但
馬
守
三
女
と
間

違
え
ら
れ
た
こ
と
と
の
関
連
性
も
見
過
ご
せ
な
い
。

中
の
君
が
但
馬
守
三
女
と
間
違
わ
れ
た
こ
と
は
、「
我
な
が
ら
あ
や
し
く

鎮
め
が
た
き
を
、
人
の
程
を
こ
よ
な
き
劣
り
と
思
ふ
に
、
あ
な
づ
ら
は
し

く
、」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
三
〇
頁
）
と
、
男
君
に
身
分
的
に
見
く
び
る

気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
、
二
人
が
契
り
を
結
ぶ
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
は
「
気
高
し
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
気
高
し
」
の
欠
如
が
直
接
的
に
男
君
に
働
き
か
け
た
と
は
言
え
な
い
。
だ

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
考

五
五



が
、
こ
の
二
人
の
出
会
い
の
場
面
に
は
、
光
源
氏
と
夕
顔
の
出
会
い
の
場
面

（

）

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
男
君
と
の

逢
瀬
を
契
機
に
展
開
す
る
物
語
第
一
部
に
は
、
浮
舟
か
ら
の
影
響
が
少
な
か

（

）

ら
ず
あ
る
こ
と
も
、
池
田
和
臣
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
前
に
見
た

よ
う
に
、
夕
顔
、
浮
舟
は
、「
気
高
し
」
と
対
比
的
に
語
ら
れ
る
女
君
で
あ

っ
た
。

但
馬
守
三
女
と
間
違
え
ら
れ
た
中
の
君
は
、
夕
顔
や
浮
舟
の
よ
う
な
身
分

の
低
い
女
君
と
し
て
扱
わ
れ
、
男
君
と
の
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
中
の
君
は
誤
解
が
解
け
て
も
な
お
、
男
君
を
は
じ
め
と
す
る
男
性
た

ち
と
の
関
係
に
翻
弄
さ
れ
る
。「
気
高
し
」
の
欠
如
は
、
こ
う
し
た
夕
顔
や

浮
舟
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
女
君
が
辿
る
に
相
応
し
い
運
命
を
、
高
貴
な
女

三
の
宮
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
中
の
君
の
上
に
必
然
的
な
も
の

と
し
て
負
わ
せ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
出
自

的
に
欠
点
の
な
い
中
の
君
に
、
あ
え
て
「
気
高
し
」
の
欠
如
と
い
う
欠
点
を

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
性
関
係
を
め
ぐ
る
事
件
を
起
こ
し
や
す
く
さ
せ
、

中
の
君
を
中
心
と
す
る
物
語
に
推
進
力
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
�
）
「
中
の
君
」
は
老
関
白
と
結
婚
す
る
以
前
の
呼
称
で
あ
り
、
中
の

君
が
老
関
白
と
結
婚
し
て
か
ら
は
「
寝
覚
の
上
」
と
呼
ば
れ
る
。
本

稿
で
は
便
宜
上
、「
中
の
君
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。

（
�
）
『
無
名
草
子
』
の
引
用
は
、
久
保
木
哲
夫
氏
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

無
名
草
子
』（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。
以
下

同
じ
。
な
お
、「
た
だ
、
人
ひ
と
り
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
た
だ

人
」
を
一
語
と
し
て
扱
う
解
釈
も
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
解
釈

に
よ
っ
て
も
中
の
君
一
人
を
示
す
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
�
）
「〈
女
の
物
語
〉
の
継
承
│
『
寝
覚
物
語
』
論
」（『〈
女
の
物
語
〉

の
な
が
れ
│
古
代
後
期
小
説
史
論
│
』
加
藤
中
道
館
、
一
九
八
四

年
）。

（
�
）
『
夜
の
寝
覚
』
の
引
用
は
、
鈴
木
一
雄
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集

夜
の
寝
覚
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
同

じ
。
傍
線
等
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。

（
�
）
「
寝
覚
物
語
の
方
法
と
表
現
│
「
偏
っ
た
物
語
」
と
し
て
」（『
幻

想
の
平
安
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
年

初
出
『
国
語
と
国
文

学
』
六
八
│
一
一
、
一
九
九
一
年
十
一
月
）。

（
�
）
女
一
の
宮
に
皇
女
ら
し
い
「
気
高
さ
」
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

赤
迫
照
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
女
一
の
宮
試
論
│
「
気
高
さ
」
を
め

ぐ
っ
て
│
」（『
広
島
女
子
大
国
文
』
二
〇
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）
が

着
目
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
気
高
し
」
の
用
例
を
検
討
す
る
も
の

で
は
な
い
。

（
�
）
中
村
本
の
引
用
は
、
鈴
木
一
雄
氏
・
伊
藤
博
氏
・
石
埜
敬
子
氏

『
中
世
王
朝
物
語
全
集

夜
寝
覚
物
語
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九

年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
�
）
『
風
葉
和
歌
集
』
の
引
用
は
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
『
王
朝
物
語
秀
歌

選
（
下
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

（
	
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
・
今
井
源

五
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衛
氏
・
鈴
木
日
出
男
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
』

（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
│
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。
分
冊
を
丸
囲

み
の
算
用
数
字
で
頁
数
の
前
に
示
し
た
。
以
下
同
じ
。
傍
線
等
は
全

て
稿
者
に
よ
る
。

（

）
「
た
け
高
き
道
綱
母
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
八
│
六
、
一
九
八

一
年
六
月
）。

（

）
「
女
三
宮
攷
│
物
語
と
作
者
（
下
）
│
」（『
武
庫
川
国
文
』
三
二
、

一
九
八
八
年
十
一
月
）。

（

）
た
だ
し
、
浮
舟
は
失
踪
後
、「
生
き
た
ま
ひ
て
の
御
宿
世
は
い
と

気
高
く
お
は
せ
し
人
」（
蜻
蛉
巻
・
⑥
二
一
三
頁
）
と
の
評
価
も
右

近
や
侍
従
か
ら
受
け
て
い
る
。

（

）
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

夜
の
寝
覚
』
頭
注
二
六
頁
、
赤
迫

照
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
夕
顔
物
語
引
用
の
方
法
│
「
身

分
違
い
の
恋
」
と
い
う
装
い
│
」（『
更
級
日
記
の
新
研
究
│
孝
標
女

の
世
界
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（

）
「『
源
氏
物
語
』
の
水
脈
│
浮
舟
物
語
と
『
夜
の
寝
覚
』
│
」（『
源

氏
物
語

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
一
年

初
出

『
国
語
と
国
文
学
』
六
一
│
一
一
、
一
九
八
四
年
十
一
月
）。

付
記本

稿
は
、
平
成
二
十
七
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
（
於
県
立
広
島
大

学
）
で
の
口
頭
発
表
「「
女
主
人
公
」
と
し
て
の
中
の
君
│
『
夜
の
寝
覚
』

の
「
気
高
し
」
考
│
」
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
。

ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
い
け
だ
・
あ
や
ね

本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
）

『
夜
の
寝
覚
』
の
「
気
高
し
」
考

五
七


