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ス
ウ
ィ

フ
ト
と
田
園
賛
美
の
思
想
に
つ
い
て

海

保

真

夫

(1) 

十
八
世
紀
末
に
興
り
、
十
九
世
紀
に
支
配
的
な
文
学
観
と
な
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
前
代
の
古
典
主
義
文
学
を
継
承
し
た
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
こ
れ
に
叛
逆
し
た
も
の
と
し
て
従
来
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
そ
の
文
学
的
事
績
が
き
わ
め
て
目
覚
ま
し
か
っ
た
だ
け
に
、

文
学
史
家
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
長
所
を
賞
揚
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
古
典
主
義
文
学
の
諸
特
徴
に
否
定
的
評
価
を
与
え
て
か
ら
論
述

す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
都
会
と
自
然
の
対
比
が
強
く
意
識
さ
れ
た
の
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
も
、
古
典
主
義
が
都
会
偏
重
の
文
学
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
自
然
に
新
た
な
目
を
向
け
て
お
り
、
そ
こ
に

後
者
の
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
古
典
主
義
文
学
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
論
じ
た
夏
目
激
石
に
し
て
も
、

り
こ
う
し
た
在
来
の
文
学
史
観
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
著
『
文
学
評
論
』
に
お
い
て
、

「
私
は
あ
な
が
ち
に
都
会
の
空
気
を
非
難

す
る
積
は
な
い
」
と
繰
り
返
し
主
張
し
な
が
ら
も
、

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
デ
ィ
ス
ン
や
サ

i

・
リ
チ
ャ
l
ド
・
ス
テ
ィ

i
ル
の

H

浅
薄
さ
u

を
都

会
の
空
気
に
災
い
さ
れ
た
も
の
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
い
え
ば
、
激
石
が
も
っ
と
も
強
い
共
感
を
示
し
た
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や
は



文
人
で
あ
り
、

一
般
に
外
国
人
作
家
に
た
い
し
て
個
人
的
傾
倒
を
露
わ
に
す
る
の
を
拒
ん
だ
激
石
に
し
て
は
珍
し
い
事
例
で
あ
る
が
、

し
台、

も
な
お
彼
は
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
主
著
『
ガ
リ
ヴ
ァ
旅
行
記
』
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
自
然
の
享
楽
を
表
は
し
た
点
が
少
し
も
無
い
。
彼

様
に
所
々
方
々
を
漂
流
し
て
歩
い
た
の
だ
か
ら
、
少
し
は
海
の
色
、
浪
の
音
、

又
は
飛
ぶ
鳥
の
具
合
や
空
模
様
、
倍
は
山
や
川
や
田
園
の
景

色
で
も
よ
い
か
ら
、
賞
翫
の
態
度
を
以
て
記
載
し
た
ら
可
か
ら
う
と
思
ふ
に
、
そ
ん
な
事
は
一
向
無
頓
着
で
あ
る
。
只
朝
の
何
時
に
船
が
出

た
、
何
年
何
月
の
何
日
に
何
処
ヘ
着
い
た
と
云
ふ
様
な
、
実
用
的
に
精
確
な
記
載
ば
か
り
で
あ
る
の
は
、

い
さ
さ
か
遺
憾
で
あ
る
」
と
述
べ

て
、
描
写
の
姿
勢
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
『
文
学
評
論
』

一
冊
の
存
在
を
も
っ
て
、
激
石
を
十
八
世
紀
古
典
主
義
文
学
の
推
奨
者
と
み
な
す
の
は
誤
り
か
も
し
れ
な
い
。

」
の
こ
と
は
、

『
愛
読
せ
る
外
国
の
小
説
戯
曲
』
と
い
う
談
話
で
、

自
分
は
十
八
世
紀
文
学
に
特
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
語
っ
て

。。ワ白

い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
し
、
そ
れ
に
激
石
の
場
合
、
む
し
ろ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
傾
向
が
色
濃
か
っ
た
こ
と
は
、
『
幻
影
の
盾
』
、

『
蓮
高
行
』
な
ど
、
初
期
の
作
品
が
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
互
い
に
対
照
的
な
特
徴
を
有
し
、

ロ
マ
ン
派
の
作
家
た
ち
が
古
典
主
義
に
た
い
し
て
対
立

意
識
を
抱
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
古
典
主
義
を
都
会
偏
重
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
田
園
賛
美
と
安
易
に
断
定
し
て
、
前
者
か
ら

後
者
へ
の
推
移
を
文
学
史
上
の
大
き
な
発
展
と
評
価
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
単
純

4

な
解
釈
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

ロ
マ
ン
一
ア
ィ
シ
、
、
ス
ム

の
時
代
と
い
え
ど
も
、
都
会
の
子
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
任
じ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ム
の
例
が
あ
り
、
ま
た
田
園
作
家
に
露
骨
な
軽
蔑
を
示
し

た
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
ー
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

ロ
ン
ド
ン
を
呪
阻
し
た
シ
エ
リ
i
の
『
ピ
l
タ

l
・
ベ
ル

世
』
や
パ
イ
ロ
ン
卿
の
『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
』
の
詩
句
に
し
て
も
、
そ
の
力
強
さ
は
む
し
ろ
都
会
に
た
い
す
る
強
い
関
心
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
文
学
作
品
の
そ
う
し
た
力
強
さ
は
、
作
家
が
俗
事
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
ち
、

い
わ
ば
そ
の
塵
挨
に
ま
み
れ
た
と



こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
古
典
主
義
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
問
わ
ず
、
こ
の
法
則
は
普
遍
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、

田
園
賛
美
を
も
っ
て
即
俗
事
か
ら
の
逃
避
と
誤
解
し
た
一
部
ロ
マ
ン
派
の
作
家
た
ち
の
場
合
、
文
学
を
神
聖
視
せ
ん
と
す
る
彼
ら
の

傾
向
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
文
学
は
孤
立
し
、
貧
血
症
に
陥
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
都
会
を
自
己
の
文
学
領
域
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
十
八
世
紀
の
文
人
た
ち
は
、
き
わ
め
て
健
全
な
作
家
本
能
を

有
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

一
七
三
七
年
に
上
京
し
て
以
来
、

一
七
八
四
年
に
死
去
す
る
ま
で
、
数
度
の
旅
行
を
除
い
て
ロ
ン
ド
ン
を
ま

っ
た
く
離
れ
な
か
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
は
、
首
都
に
た
い
す
る
愛
着
の
情
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
語
っ
て
い
る
が
、

た
と
え
ば
マ
ッ
ク
ス
ウ

ェ
ル
と
い
う
牧
師
に
も
ら
し
た
と
い
う
次
な
る
感
想
は
、
作
家
が
自
己
の
環
境
に
つ
い
て
物
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
は
な

し、。

ほ
か
の
い
か
な
る
場
所
よ
り
も
、

ロ
ン
ド
ン
に
い
る
と
精
神
が
豊
か
に
な
る
。

ロ
ン
ド
ン
か
ら
遠
く
離
れ
た
所
で
も
、
肉
体
の
楽
し

み
は
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
ん
な
所
で
は
精
神
が
飢
え
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
自
己
の
機
能
を
鍛
え
、
切
瑳
琢
磨
す
る

機
会
に
乏
し
い
の
で
、
そ
の
機
能
が
退
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。

指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
腐
敗
せ
る
都
会
を
去
っ
て
田
園
に
帰
ろ
う
と
い
う
思
想
は
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
も
っ
て
鳴
矢
と

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
l
パ

l
の
長
詩
『
課
題
』
第
一
巻
の
「
田
園
は
神
の
創
造
物
、
都
会
は
人
間
の
作
れ
る
も
の
」
と

い
う
有
名
な
詩
句
は
、
新
し
き
胎
動
、
す
な
わ
ち
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
蔚
芽
を
示
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
も

ち
ろ
ん
そ
の
典
拠
は
古
代
ロ
l
マ
の
ウ
ァ
ル
ロ
l
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
く
古
代
ロ
l
マ
の
ホ
ラ
l
テ
ィ
ウ
ス
や
ユ
ウ
ェ
ナ
リ



ス
も
、
都
会
の
腐
敗
を
主
題
に
度
々
作
詩
し
、
歴
史
家
タ
キ
ト
ゥ
ス
も
ま
た
、

ロ
ー
マ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
蔓
延
を
そ
の
著
『
年
代

記
』
で
評
し
た
際
に
、

「
こ
の
忌
ま
わ
し
い
迷
信
は
再
び
勢
力
を
回
復
し
、

ユ
ダ
ヤ
の
み
な
ら
ず
ロ
l
マ
に
も
広
が
っ
た
。
す
べ
て
の
堕
落

せ
る
も
の
、
恥
ず
べ
き
も
の
は
首
都
に
集
ま
り
、
首
都
に
栄
え
る
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

古
典
主
義
者
で
あ
る
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
文
人
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
田
園
賛
美
の
思
想
に
あ
る
程
度
の
反
応
を
示
し
た
の
で

あ
っ
て
、

ロ
ン
ド
ン
を
深
く
愛
し
、

「
ロ
ン
ド
ン
に
倦
む
こ
と
は
人
生
に
倦
む
こ
と
だ
」
と
語
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
で
さ
え
も
、
首
都
の

腐
敗
を
描
い
た
調
刺
詩
『
ロ
ン
ド
ン
』
に
よ
っ
て
世
に
出
る
と
い
う
皮
肉
な
現
象
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
お
ぞ
ま
し
き
も
の
よ
、
都
会

と
そ
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
は
」
と
殊
勝
な
こ
と
を
う
た
っ
た
へ
ン
リ
l
・
フ
ィ
l
ル
デ
ィ
ン
グ
も
、
治
安
判
事
と
し
て
死
の
直
前
ま
で
ロ
ン
ド

ン
の
暗
黒
街
と
か
か
わ
り
を
持
っ
た
。
書
簡
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
モ
ン
タ
ギ
ュ
l
夫
人
に
よ
れ
ば
、

フ
ィ
l
ル
デ
ィ
ン
グ
の
仕
事
は
悲
惨

な
わ
ち
、

フ
ィ
l
ル
デ
ィ
ン
グ
に
せ
よ
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
せ
よ
、

い
ず
れ
も
迂
し
い
常
識
の
所
有
者
で
あ
っ
て
、

田
園
賛
美
の
思
想
に
一
応
の
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と
悪
徳
の
掃
き
だ
め
を
漁
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
が
、
彼
が
自
己
の
職
務
に
強
い
使
命
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
す

会
釈
は
必
要
だ
と
は
感
じ
て
い
て
も
、

心
の
奥
底
で
は
、
都
会
こ
そ
自
己
の
関
心
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
迷
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
激

石
が
苛
立
ち
を
示
し
た
の
も
こ
こ
に
原
因
が
あ
り
、
十
八
世
紀
文
人
た
ち
の
こ
う
し
た
懐
疑
の
欠
如
は
、
激
石
の
目
に
は
無
反
省
な
自
己
満

足
と
し
て
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

(2) 

都
会
を
自
己
の
活
動
領
域
と
認
識
す
る
点
に
お
い
て
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
も
ま
た
同
時
代
人
た
ち
と
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
彼
が
古
今
を
絶
す

る
調
刺
家
で
あ
る
こ
と
に
誰
も
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
調
刺
こ
そ
は
ま
さ
し
く
塵
挨
に
ま
み
れ
た
と
こ
ろ
に
誕
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ



の
意
味
で
典
型
的
な
都
会
の
文
学
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
刺
家
は
い
か
な
る
悪
徳
を
作
品
の
主
題
に
取
り
上
げ
る
に
せ
よ
、
自
己

の
体
験
に
基
づ
い
て
題
材
を
選
択
し
て
お
り
、
抽
象
的
に
そ
の
悪
徳
を
想
像
し
た
り
は
し
な
い
。
そ
の
場
合
、
現
実
の
悪
徳
と
作
家
と
の
か

か
わ
り
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
作
品
の
力
強
さ
は
増
す
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
ほ
ど
適
切

な
例
は
ほ
か
に
な
い
。
七
十
余
年
に
わ
た
る
そ
の
長
い
生
涯
に
お
い
て
、
彼
の
著
作
は
散
文
十
四
巻
、
詩
集
三
巻
の
多
き
に
の
ぼ
る
が
、
そ

の
治
大
な
作
品
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
す
べ
て
現
実
の
悪
徳
と
の
か
か
わ
り
よ
り
生
ま
れ
て
お
り
、

一
般
論
に
終
始
し
て
見
え
る
よ
う
な
場

合
で
も
、
作
者
は
必
ず
具
体
的
な
事
例
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
『
桶
物
語
』
で
、

「
人
類
の
有
す
る
徳
は
五
指

を
屈
す
る
に
足
り
な
い
が
、
悪
徳
や
愚
行
は
数
限
り
な
く
、
時
と
と
も
に
増
し
て
ゆ
く
」
と
述
べ
た
が
、
そ
う
し
た
無
数
の
悪
徳
を
彼
が
発

見
し
た
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
都
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
同
時
代
の
文
人
た
ち
と
異
な
る
の
は
、

田
園
賛
美
の
思
想
か
ら
脱
却
す
る
の
に
、
精
神
的
迷
い
と
成
長
と
を
必
要
と
し
た

点
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、

フ
ィ

l
ル
デ
ィ
ン
グ
や
ジ
ョ
ン
ソ

γ
に
と
っ
て
は
、
単
に
通
り
一
遍
の
会
釈
を
払
う
対
象
に
過
ぎ
な
か
っ
た

が

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
場
合
、

は
る
か
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
若
き
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
身
辺
に
、

ロ
ー
マ
以
来
の
こ
の

理
想
を
体
現
す
る
人
物
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
庇
護
者
サ
l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
を
指
す
の
で
あ

る
が
、
両
者
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
二
十
代
の
前
半
か
ら
十
年

近
く
を
テ
ン
プ
ル
の
秘
書
と
し
て
過
ご
し
、
世
に
出
る
の
は
テ
ン
プ
ル
の
死
後
、
す
な
わ
ち
既
に
三
十
代
半
ば
に
近
か
っ
た
こ
と
を
思
え

ば
、
伝
記
作
者
の
こ
う
し
た
怠
慢
は
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
の
伝
記
が
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
と
テ
ン
プ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
正
当
な
理
解
が
妨
げ
ら
れ
て
き
た
い
ま
ひ
と
つ
の
原
因
は
、
伝
記
作
者
が
猟
奇
的
な

興
味
に
走
り
過
ぎ
た
と
い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
後
年
ス
テ
ラ
と
仇
名
す
る
こ
と
に
な
る
エ
ス
タ
l
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン



は
、
彼
の
恋
人
と
も
友
人
と
も
つ
か
ぬ
不
思
議
な
存
在
で
あ
る
が
、

一
六
八
九
年
、
彼
が
は
じ
め
て
テ
ン
プ
ル
の
家
を
訪
れ
た
と
き
、

い
寺
品

だ
八
歳
の
少
女
で
、
同
家
に
養
わ
れ
て
い
た
。

ス
テ
ラ
が
テ
ン
プ
ル
の
私
生
児
だ
と
い
う
噂
は
、
彼
女
の
生
前
か
ら
流
れ
て
い
た
ら
し
く
、

一
七
二
三
年
、
ミ

l
ス
の
主
教
が
手
紙
で
触
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
七
五
七
年
の
『
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
ズ
・
マ
ガ
ジ

l
γ
』
の
記
事
を
皮

切
り
に
、

サ
ッ
カ
リ
！
の
『
十
八
世
紀
ユ
ー
モ
ア
作
家
列
伝
』
を
経
て
こ
の
噂
は
伝
え
ら
れ
、
二
十
世
紀
に
い
た
っ
て
も
、

た
と
え
ば
エ
ミ

ー
ル
・
ポ
ン
ス
の
著
書
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

い
ま
だ
完
全
に
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ス
ウ
ィ
フ
ト
自
身
に
つ
い
て
も
、
彼
を

テ
ン
プ
ル
、
あ
る
い
は
テ
ン
プ
ル
の
父
サ

I
・
ジ
ョ
ン
・
テ
ン
プ
ル
の
私
生
児
と
み
な
す
突
飛
な
説
が
存
在
し
、
こ
れ
を
唱
え
る
人
々
は
、

ス

ウ
ィ
フ
ト
が
テ
ン
プ
ル
の
家
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
を
こ
の
説
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
臆
説
の
当
否
を
い

ま
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
な
に
よ
り
も
テ
ン
プ
ル
の
人
柄
が
、
こ
の
臆
説
を
信
じ
難
く
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の

場
合
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
自
身
の
言
葉
に
素
直
に
従
っ
て
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
空
想
を
た
く
ま
し
く
す
る
必
要
は
な
い
。

ス
ウ
ィ
フ
ト

-132ー

は
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
嬢
の
死
』
で
、

「
彼
女
の
生
ま
れ
は
誇
る
べ
き
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
記
し
て
い
る
が
、
事
実
、

ス
テ
ラ
は
テ
ン
プ

ル
家
の
召
使
の
娘
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
テ
ン
プ
ル
と
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
神
秘
的
な
事
情
は
一
切
存
在

し
な
い
。
テ
ン
プ
ル
の
父
サ
l
・
ジ
ョ
ン
・
テ
ン
プ
ル
が
ス
ウ
ィ
フ
ト
一
族
を
庇
護
し
た
こ
と
か
ら
両
家
の
関
係
が
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
だ
け
で
な
く
、
従
兄
の
ト
マ
ス
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
も
一
時
期
テ
ン
プ
ル
の
秘
書
を
勤
め
て
い
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
も
『
自
伝
断
章
』

で
、
「
サ

l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
父
、
が
私
ど
も
一
族
の
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
お
り
、
テ
ン
プ
ル
自
身
も
、
「
以
前
か

ら
一
族
の
者
た
ち
全
員
と
交
際
が
あ
り
ま
し
た
」
と
手
紙
で
述
べ
て
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
と
の
関
係
が
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
伝
記
作
者
た
ち
が
こ
う
し
た
興
味
本
位
の
推
測
に
耽
り
過
ぎ
た
結
果
、
テ
ン
プ
ル
そ
の

人
に
た
い
す
る
正
当
な
評
価
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

ひ
い
て
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
自
身
の
実
像



に
も
歪
み
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
テ
ン
プ
ル
の
名
が
記
憶
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
に
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
庇
護
者
と
し
て
、
第
二
に
ド
ロ
シ

l

・
オ
ズ
ボ

l
y
の
夫
と
し

て
、
第
三
に
『
古
代
と
現
代
の
学
問
に
つ
い
て
』
と
い
う
エ
セ
l
の
作
者
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
テ
ン
プ
ル
の
生
前
の
名
戸
を
思
え
ば
、
こ
う

し
た
消
極
的
な
理
由
で
後
世
に
名
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
同
時
代
人
に
は
信
じ
難
い
こ
と
に
違
い
な
い
。
テ
ン
プ
ル
は
外
交
官
、
政
治
家
、

文
人
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
国
内
の
み
な
ら
ず
大
陸
に
ま
で
令
名
を
う
た
わ
れ
、
官
を
退
い
て
の
ち
は
、
名
利
に
と
ら
わ
れ
ぬ
賢
者
、
当
代
随

一
の
洗
練
さ
れ
た
紳
士
と
し
て
称
え
ら
れ
た
。
書
簡
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
チ
ェ
ス
タ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
と
、
生
き
方
に
お
い
て
も
思
想

的
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
死
後
、
名
声
が
凋
落
し
た
点
で
も
多
分
に
似
通
っ
て
い
る
。
十
八
世
紀
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、

度
々
著
作
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
テ
ン
。
フ
ル
に
た
い
す
る
興
味
が
け
っ
し
て
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
彼
を
真

剣
な
批
評
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
、
人
々
が
臆
踏
を
覚
え
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
そ
の
原
因
は
マ

円
台

υqo 

コ
l
リ
！
の
『
サ
l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
論
』
に
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

マ
コ
l
リ

I
の
代
表
作
と
い
え
ば
、
名
誉
革
命
を
主
題
と

す
る
あ
の
浩
満
な
『
英
国
史
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
む
し
ろ
彼
の
本
領
は
、
テ
ン
プ
ル
や
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ア
ッ
タ
ペ
リ
ー
な
ど
、
周
辺

の
人
物
を
描
い
た
ボ
ル
ト
レ
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

マ
コ

I
リ
l
に
と
っ
て
、
テ
ン
プ
ル
は
手
頃
の
題
材
と
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
彼

は
そ
の
題
材
を
自
家
薬
籍
中
の
物
と
し
、
テ
ン
プ
ル
の
像
を
巧
み
に
媛
小
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

マ
コ

i
リ
l
の
批
判
は
二
点
に
要
約

で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
政
治
家
と
し
て
テ
ン
プ
ル
は
小
心
に
過
ぎ
、
作
家
と
し
て
は
素
人
の
域
を
出
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
後

者
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
同
じ
文
人
政
治
家
と
し
て
、
近
親
憎
悪
に
類
す
る
も
の
を
マ
コ

i
リ
l
は
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
生
き
生
き
し
た
力
強
い
文
章
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
そ
の
テ
ン
プ
ル
論
は
、
す
こ
ぶ
る
説
得
力
に
富
ん
で
お
り
、
テ

ン
プ
ル
の
名
声
失
墜
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

マ
コ

l
リ
l
の
見
解
は
、

サ
ッ
カ
リ
l
の
『
十
八
世
紀
ユ
ー
モ
ア
作
家
列
伝
』
に
取
り
上
げ
ら



れ
て
一
般
に
定
着
し
、
さ
ら
に
イ

l
デ
ィ
ス
・
シ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
の
伝
記
小
説
『
黒
い
太
陽
の
も
と
に
』
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
伝
記
文
学
は
正
当
に
評
価
す
る
の
が
困
難
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
伝
記
が
説
得
力
を
有
す
る
に
は
、
複
雑
な
対
象
を

単
純
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
場
合
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
優
れ
た
伝
記
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
実
像
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
矛
盾
し
た

現
象
を
呈
す
る
か
ら
だ
。
そ
の
適
例
が
ス
ト
レ
イ
チ
！
の
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
伝
』
で
、
同
じ
主
題
を
扱
っ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ロ
ン
グ
フ

ォ
l
ド
の
著
作
と
い
ず
れ
が
優
れ
て
い
る
か
は
、
も
ち
ろ
ん
言
を
ま
た
な
い
。
だ
が
、
女
王
の
実
像
は
む
し
ろ
ロ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
伝
記
に

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
同
じ
批
判
が
マ
コ
l
リ
ー
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
『
テ
ン
プ
ル
論
』
は
や
は
り
公
平
を
欠
く
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
下
に
、
テ
ン
プ
ル
再
評
価
の
一
端
と
し
て
、
彼
の
生
涯
を
簡
単
に
記
し
た
あ
と
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
に
お
よ
．
ほ
し
た
影
響

の
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
に
と
っ
て
テ
ン
プ
ル
の
影
響
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
作
家
と
し
て
の
自
己
の
確
立
を

泊
せn

d
 

意
味
し
た
の
で
あ
る
。

(3) 

サ
l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
は
一
六
二
八
年
に
生
ま
れ
た
。
テ
ン
プ
ル
家
は
代
々
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
関
係
が
深
く
、
先
に
触
れ
た
よ

う
に
、
父
の
サ
l
・
ジ
ョ
ン
・
テ
ン
プ
ル
は
同
国
の
高
官
と
し
て
ス
ウ
ィ
フ
ト
一
族
を
引
き
立
て
て
い
る
。
テ
ン
プ
ル
の
嫡
系
は
絶
え
た

が
、
甥
の
初
代
。
ハ
l
マ
ス
ト
ン
子
爵
の
子
孫
に
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
時
代
に
二
度
首
相
と
な
り
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
を
指
揮
し
た
有
名
な
パ

ー
マ
ス
ト
ン
が
出
て
い
る
。

一
六
四
四
年
、
テ
ン
プ
ル
は
ケ
イ
ム
プ
リ
ッ
ヂ
大
学
に
入
学
し
た
が
、

一
六
四
七
年
、
学
位
を
と
ら
ず
に
大
学

を
去
っ
て
い
る
。
翌
年
、
大
陸
旅
行
に
出
発
し
、
そ
の
途
中
ワ
イ
ト
島
で
、
未
来
の
夫
人
と
な
る
ド
ロ
シ
！
・
オ
ズ
ボ
l
ン
に
出
会
っ
た
。

二
人
の
結
婚
に
は
双
方
の
家
か
ら
異
議
が
出
さ
れ
た
ら
し
く
、
結
局
、
両
者
が
結
ば
れ
る
の
は
一
六
五
四
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
で
あ
る
。
こ
の



長
い
婚
約
時
代
に
テ
ン
。
フ
ル
に
宛
て
た
ド
ロ
シ
l
の
書
簡
が
十
九
世
紀
に
公
表
さ
れ
、
彼
女
の
名
は
一
躍
有
名
に
な
っ
た
。

ル

l
シ

i

・ハ

ッ
チ
ン
ソ
ン
や
ニ
ュ
l
カ

i
ス
ル
公
夫
人
の
著
作
と
並
ん
で
、

ド
ロ
シ

i

・
オ
ズ
ボ
l
ン
の
書
簡
集
は
、
こ
の
時
代
の
女
性
の
心
情
を
伝
え

る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

テ
ン
プ
ル
は
長
男
ジ
ョ
ン
の
誕
生
後
、

一
六
五
六
年
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
移
っ
た
が
、

王
政
復
古
後
に
イ
ギ
リ
ス
に
戻
っ
た
。
外
交
官
と

し
て
活
躍
し
始
め
る
の
は
一
六
六
五
年
か
ら
で
、

一
六
六
八
年
、

ハ
！
グ
駐
割
の
イ
ギ
リ
ス
大
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
テ
ン
プ
ル
の
最
大

の
業
績
は
、
同
年
に
締
結
さ
れ
た
三
国
同
盟
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
進
出
を
阻
止
す
る
の
を
目
的
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
、

オ
ラ
ン

タ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
あ
い
だ
に
結
ぼ
れ
た
防
御
協
定
で
、
失
政
の
多
か
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
下
に
、
国
民
の
あ
い
だ
に
す
こ
ぶ
る

評
判
が
良
か
っ
た
。
ド
ラ
イ
デ
ン
が
調
刺
詩
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
と
ア
キ
ト
フ
ェ
ル
』
で
、

H

国
家
安
寧
の
支
柱
H

と
称
え
た
の
が
こ
の
同
盟
で

あ
る
。
そ
の
締
結
に
あ
た
っ
て
テ
ン
プ
ル
の
果
た
し
た
役
割
の
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
は
、

ヴ
ォ
ル
テ
l
ル
が
『
ル
イ
十
四
世
の
世
紀
』
に

記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
テ
ン
プ
ル
の
名
声
が
国
際
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
部
を
以
下
に
引
用
し
た
い
。

こ
の
大
使
が
ま
た
ひ
と
か
ど
の
思
想
家
で
、
文
学
と
政
治
を
切
り
離
し
て
は
考
え
ぬ
。
主
教
の
パ
！
ネ
ッ
ト
に
は
無
神
論
者
と
誘
ら

れ
た
も
の
の
、
見
上
げ
た
人
格
の
持
主
だ
。
穏
健
な
共
和
主
義
者
た
る
天
票
を
備
え
、
自
由
の
地
と
い
う
の
で
オ
ラ
ン
ダ
を
祖
国
の
よ

う
に
熱
愛
、
こ
の
自
由
を
信
条
と
す
る
点
で
は
、

オ
ラ
ン
ダ
宰
相
に
さ
え
ひ
け
を
と
ら
ぬ
。
（
岩
波
文
庫
訳
）

主
教
の
パ
l
ネ
ッ
ト
に
無
神
論
者
と
誘
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、

ギ
ル
パ
l
ト
・
パ
l
ネ
ッ
ト
の
著
書
『
同
時
代
史
』
の
一
節
を
指
す
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
自
身
が
自
己
の
蔵
書
の
欄
外
に
、

「
サ
！
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
は
有
徳
の
人
で
、
バ
l
ネ
ッ
ト
は
彼



の
人
柄
に
は
ま
っ
た
く
無
知
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

国
同
盟
は
内
外
で
好
評
を
博
し
た
も
の
の
、

一
六
七

O
年、

イ
ギ
リ
ス
国
王
は
オ
ラ
ン
ダ
侵
略
を
意
図
し
た
秘
密
協
定
を
フ
ラ
ン
ス
と

結
び
、

イ
ギ
リ
ス
の
外
交
政
策
を
百
八
十
度
転
換
さ
せ
た
。
テ
ン
プ
ル
は
そ
の
後
も
外
交
官
と
し
て
活
躍
を
続
け
る
が
、
宮
廷
に
た
い
し
て

不
信
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
は
二
度
に
わ
た
っ
て
国
務
大
臣
の
地
位
を
提
供
し
た
が
、
テ
ン
プ

ル
は
こ
れ
を
断
り
、

一
六
八
一
年
、

五
十
三
歳
で
政
界
を
退
い
た
。
こ
れ
を
見
て
も
、
テ
ン
プ
ル
が
権
力
に
恋
々
と
す
る
の
を
潔
し
と
し
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
国
務
大
臣
の
地
位
を
固
辞
し
た
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
心
の
記
念
に
は
な
っ
た
ら
し
い
。
側
近
に
あ
っ
て
そ
の

こ
と
を
度
々
聞
か
さ
れ
た
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
後
年
『
ス
テ
ラ
へ
の
日
記
』
で
苦
々
し
げ
に
思
い
返
し
て
い
る
。

あ
の
頃
の
私
は
、

サ

l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
が
五
十
歳
で
国
務
大
臣
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
で
、

ひ
ど
く
尊
敬
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し
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
私
の
い
ま
親
し
く
し
て
い
る
青
年
（
ヲ
彰
）
は
、
三
十
歳
に
な
る
か
な
ら
ず
の
年
令
で
、
既
に
そ
の

職
に
あ
る
の
だ
。

一
七
一

O
年
十
一
月
十
一
日

外
交
官
時
代
の
テ
ン
プ
ル
の
い
ま
ひ
と
つ
の
功
績
は
、

オ
レ
ン
ヂ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
王
弟
ヨ
l
ク
公
ジ
ェ
l
ム
ズ
の
長
女
メ
ア
リ
と
の
結

婚
を
取
り
計
ら
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
は
、
両
者
の
結
婚
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
革
命
後
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
ウ
ィ

リ
ア
ム
三
世
、

メ
ア
リ
二
世
と
し
て
共
同
統
治
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
テ
ン
プ
ル
が
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
に
お
よ
。
ほ
し
た
影
響
は
、
三

国
同
盟
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。



テ
ン
プ
ル
は
引
退
後
、

一
六
八
六
年
、

サ
リ
l
州
の
ム
l
ア
・
パ
l
ク
に
移
っ
て
田
園
生
活

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
に
近
い
シ
l
ン
に
暮
ら
し
、

に
専
念
し
た
白

一
六
九
四
年
、
テ
ン
プ
ル
を
訪
れ
た
あ
る
ス
イ
ス
人
は
、

ム
ー
ア
・
パ
！
ク
の
生
活
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
は
彼
の
家
を
訪
問
し
て
、
隠
遁
生
活
の
理
想
の
姿
を
発
見
し
た
。

ロ
ン
ド
ン
か
ら
遠
い
の
で
来
客
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

空
気
は
澄
み
、
土
地
は
肥
え
て
い
る
。
主
人
は
俗
事
か
ら
解
放
さ
れ
、
野
心
に
悩
む
こ
と
も
な
い
・
・
・
そ
の
結
果
、

ム
ッ
シ
ュ
ー
－

テ
ン
プ
ル
は
健
康
で
快
活
な
の
だ
。
老
齢
と
痛
風
に
苦
し
ん
で
は
い
る
も
の
の
、

一
緒
に
散
歩
を
し
た
と
き
は
、
私
の
方
が
先
に
疲
れ

て
し
ま
っ
た
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
腐
敗
せ
る
都
会
を
去
っ
て
田
園
に
帰
ろ
う
と
い
う
、
古
代
ロ
l
マ
以
来
の
理
想
を
ま
さ
し
く
実
現
し
た
形
で
あ
る

が
、
テ
ン
プ
ル
自
身
に
も
そ
の
自
覚
の
存
在
し
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
庭
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
エ
セ
l
の
記
述
が
示
し

て
い
る
。

余
は
青
年
時
代
よ
り
田
園
生
活
に
惹
か
れ
て
お
り
、
老
年
に
い
た
っ
て
そ
れ
が
唯
一
の
楽
し
み
と
な
っ
た
。
誓
っ
て
い
う
が
、

偶
々
余
が
こ
れ
ま
で
与
か
っ
た
世
俗
の
栄
光
は
、

み
ず
か
ら
求
め
た
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
む
し
ろ
余
と
し
て
は
、
自
由
に
振

る
舞
う
こ
と
の
で
き
る
私
人
の
生
活
を
念
願
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、

H

理
想
の
田
園
生
活
u

を
営
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
晩
年
の
テ
ン
プ
ル
は
寂
莫
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
夫
人
と



の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
九
人
の
子
供
は
、
長
子
の
ジ
ョ
ン
を
除
い
て
す
べ
て
天
折
し
、
そ
の
ジ
ョ
ン
も
、

一
六
八
九
年
、
二
人
の
幼
い
娘
を

残
し
て
み
ず
か
ら
命
を
断
っ
た
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
は
じ
め
て
テ
ン
プ
ル
の
許
に
身
を
寄
せ
た
の
は
、

ジ
ョ
ン
の
自
殺
か
ら
ま
も
な
く
の
こ
と

で
あ
る
。
夫
人
の
ド
ロ
シ

i
は
一
六
九
五
年
に
亡
く
な
り
、
テ
ン
プ
ル
自
身
も
一
六
九
九
年
に
死
去
し
た
。

テ
ン
プ
ル
の
著
宝
日
は
、

『
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
管
見
』
、
『
イ
ギ
リ
ス
史
序
論
』
、
『
政
体
の
起
源
と
そ
の
性
格
』
な
ど
、

政
治
に
関
す
る
も
の

と
、
人
生
観
、
文
学
観
、
完
教
観
な
ど
を
記
し
た
モ
ン
テ
l
ニ
ュ
ふ
う
の
エ
セ
！
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
文
学
史
上
も
っ
と
も
名
高
い
の

t工

『
古
代
人
と
現
代
人
の
学
問
に
つ
い
て
』
と
い
う
エ
セ
ー
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
古
今
優
劣
論
争

を
取
り
上
げ
た
作
品
で
、
こ
の
エ
セ
ー
を
き
っ
か
け
に
イ
ギ
リ
ス
に
も
一
連
の
論
争
が
起
こ
り
、
十
七
世
紀
末
の
文
壇
を
賑
わ
せ
た
。
も
っ

と
も
、
論
争
の
経
過
は
テ
ン
。
フ
ル
に
と
っ
て
名
誉
あ
る
も
の
と
は
一
一
一
口
い
難
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
が
賞
揚
し
た
フ
ァ
ラ
リ
ス
書
簡
の
偽
物
で
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あ
る
こ
と
が
、
古
典
学
者
の
リ
チ
ャ

l
ド
・
ベ
ン
ト
リ
ー
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
指
摘
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
論
争
が
フ
ァ
ラ
リ
ス
書

簡
の
真
偽
に
集
中
し
た
こ
と
は
、
テ
ン
。
フ
ル
に
と
っ
て
本
意
で
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
テ
ン
プ
ル
の
意
図
は
、
現
代
人
の
腐
り
に
警
告
を

与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
彼
は
進
歩
の
概
念
に
懐
疑
を
示
し
た
最
初
の
思
想
家
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

A
v
n

－守、、

中
’
れ
，
刀

イ
ギ
リ
ス
文
学
に
た
い
す
る
テ
ン
プ
ル
の
貢
献
は
、
む
し
ろ
そ
の
優
れ
た
文
体
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
英
語
が
簡
潔
明
断
な
も

の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
ド
ラ
イ
デ
ン
と
ミ
ル
ト
ン
の
散
文
を
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
英
語
の
確
立
に

寄
与
し
た
作
家
の
一
人
と
し
て
、
我
々
は
テ
ン
プ
ル
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
身
完
壁
な
ス
タ
イ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
ス
ウ
ィ

フ
ト
は
、

み
ず
か
ら
編
纂
し
た
テ
ン
プ
ル
の
書
簡
集
の
序
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
口

こ
の
著
者
が
国
語
を
ほ
と
ん
ど
完
全
の
域
に
ま
で
押
し
上
げ
た
こ
と
は
、
既
に
一
般
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
い
か



に
見
事
な
国
語
の
使
い
手
で
あ
る
か
は
、
書
簡
集
に
お
い
て
こ
そ
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

テ
ン
プ
ル
の
散
文
を
称
え
た
の
は
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
一
人
に
限
ら
な
か
っ
た
。
ポ
l
プ
が
熱
烈
な
礼
讃
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・

ス
ペ
ン
ス
の
『
逸
話
集
』
が
記
し
て
い
る
し
、

ま
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
も
、
自
分
が
テ
ン
プ
ル
の
文
体
に
学
ん
だ
こ
と
を
ポ
ズ
ウ
ェ
ル
に
語

っ
て
い
る
。

(4) 

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
は
じ
め
て
ム
l
ア
・
パ
l
ク
の
テ
ン
プ
ル
の
家
に
身
を
寄
せ
た
の
は
一
六
八
九
年
で
あ
る
が
、
翌
年
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ら
し
い
。
だ
が
、
就
職
運
動
は
効
を
奏
さ
ず
、

一
六
九
一
年
、
再
び
テ
ン
プ
ル
の
許
に
一
皮
り
、

一
六
九
四
年
ま
で
滞
在
し
た
。

ス
ウ
ィ
フ
ト

に
帰
っ
て
い
る
。
健
康
を
害
し
た
の
が
原
因
だ
と
『
自
伝
断
章
』
に
記
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
職
を
求
め
る
の
が
目
的
だ
っ
た

が
こ
の
年
の
五
月
に
再
度
ム

l
ア
・
パ

l
ク
を
去
っ
た
の
は
、
テ
ン
プ
ル
と
の
衝
突
が
原
因
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ

と
に
し
た
い
。
十
月
に
按
手
礼
を
受
け
て
正
式
に
僧
職
に
就
き
、
翌
年
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
キ
ル
ル
l
ト
に
牧
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
同

地
に
滞
在
中
、

ジ
ェ
l
ン
・
ウ
ェ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
女
性
に
結
婚
を
申
し
こ
ん
で
い
る
が
、
思
わ
し
い
返
事
が
得
ら
れ
ず
、

一
六
九
六
年
、

ニ
度
テ
ン
プ
ル
の
許
に
帰
り
、
以
後
、

一
六
九
九
年
に
テ
ン
プ
ル
が
死
去
す
る
ま
で
、

ム
ー
ア
・
パ
l
ク
に
彼
の
秘
書
と
し
て
留
ま
る
こ
と

に
な
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
に
と
っ
て
、

ム
ー
ア
・
パ

I
ク
で
の
生
活
が
き
わ
め
て
屈
辱
的
な
も
の
で
あ
り
、
召
使
同
然
の
扱
い
を
受
け
た
と
は
、
伝
記

作
者
が
一
様
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ス
コ
ッ
ト
も
マ
コ

l
リ
ー
も
こ
れ
に
触
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
名
高
い
の
が
『
十
八
世
紀
ユ

I
モ



ア
作
家
列
伝
』
の
記
述
で
、

「
ル
シ
フ
ァ
の
如
く
尊
大
な
男
が
そ
の
膝
を
屈
し
、
鞠
拐
如
し
て
奥
方
の
御
機
嫌
を
う
か
が
い
、
主
人
の
走
り

使
い
を
し
た
」
と
サ
ッ
カ
リ
l
は
述
べ
て
い
る
。
彼
が
典
拠
と
し
た
『
ス
テ
ラ
へ
の
日
記
』
の
一
節
は
、
必
ず
し
も
ス
ウ
ィ
フ
ト
が
召
使
同

然
の
扱
い
を
受
け
た
と
い
う
証
左
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
注
目
に
値
す
る
文
章
に
は
違
い
な
い
。

私
は
大
臣
（
パ
ん
じ
第
一
ル
）
に
、
私
に
た
い
し
て
素
気
な
い
態
度
を
と
る
の
は
や
め
ろ
と
警
告
し
て
や
っ
た
。
小
僧
扱
い
さ
れ
て
黙
っ

て
い
ら
れ
る
か
。
既
に
そ
う
し
た
扱
い
は
、
サ
l

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
許
で
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
体
験
し
た
。
た
と
え
大

臣
で
あ
ろ
う
と
、
私
と
交
際
す
る
以
上
、
な
に
か
気
に
入
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
は
っ
き
り
言
っ
て
ほ
し
い
の
だ
。
急

に
態
度
を
変
え
た
り
、
冷
た
い
顔
を
見
せ
た
り
し
て
、
そ
の
理
由
を
こ
ち
ら
に
推
測
さ
せ
よ
う
な
ど
と
い
う
の
は
、
真
っ
平
御
免
こ

一
七
一
一
年
四
月
三
日
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う
む
り
た
い
。
相
手
が
王
冠
を
い
た
だ
く
身
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
そ
ん
な
態
度
を
許
し
は
せ
ぬ
。

昨
日
、
私
が
大
臣
に
た
い
し
て
は
っ
き
り
警
告
し
て
や
っ
た
の
は
、
あ
れ
で
よ
か
っ
た
と
思
う
。
君
は
覚
え
て
い
る
か
。

サ

i

・ウ

ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
機
嫌
が
悪
い
と
き
な
ど
、
私
が
ど
ん
な
に
心
配
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
。
ど
う
し
て
機
嫌
が
悪
い
の
だ
ろ

う
と
、
色
々
そ
の
原
因
を
推
測
し
て
は
心
を
痛
め
た
も
の
だ
っ
た
。

四
月
四
日

し
か
し
、
テ
ン
プ
ル
の
人
格
や
業
績
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
常
に
敬
意
を
も
っ
て
臨
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。



テ
ン
プ
ル
の
遺
作
で
あ
る
『
書
簡
集
』
、
『
第
三
雑
文
集
』
、
『
回
想
録
』
な
ど
に
添
え
ら
れ
た
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
序
文
は
、

い
ず
れ
も
文
人
と
し

て
の
テ
ン
プ
ル
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、

ま
た
、
テ
ン
プ
ル
の
死
後
ま
も
な
く
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
覚
書
が
ス
コ
ッ
ト
の
『
ス
ウ
ィ
フ
ト

伝
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
テ
ン
プ
ル
は
最
大
限
に
賞
揚
さ
れ
て
い
る
。

ム
ー
ア
・
パ
l
ク
で
の
生
活
が
、
後
年
の
ス
ウ
ィ
フ

ト
に
と
っ
て
必
ず
し
も
快
い
思
い
出
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
は
事
実
と
し
て
も
、
彼
の
体
験
し
た
と
い
う
H

屈
辱
μ

を
過
大
視
す
る
の
は
、

や
は
り
誤
り
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
青
年
時
代
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
テ
ン
プ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
年
の
回
想
よ
り
も
、
む

し
ろ
ス
ウ
ィ
フ
ト
自
身
の
こ
の
時
期
の
発
言
こ
そ
、
多
く
の
真
実
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
ン
プ
ル
と
知
り
合
っ
た
当
初
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
心
か
ら
彼
を
崇
拝
し
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
一
六
九
二
年
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
『
サ

ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
領
詩
』
が
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
感
情
の
蹴
簡
を
き
た
し
、

一
六
九
四
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
去
っ
た
こ

と
は
既
に
述
べ
た
が
、
衝
突
の
直
接
の
原
因
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
就
職
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
六
九
二
年
十
一
月
末
に
叔
父
に
宛
て
た
手
紙

の
な
か
で
、
テ
ン
プ
ル
が
自
分
を
手
離
し
た
く
な
い
せ
い
か
、
就
職
問
題
に
熱
心
で
は
な
い
と
こ
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
約
一
年
半
後
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
独
立
を
決
意
し
て
テ
ン
プ
ル
の
許
を
離
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
テ
ン
プ
ル
が
ひ
ど
く
立
腹
し
た
こ
と
が
、
従
兄
の
デ

ィ
l
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
へ
の
手
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
世
間
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
予
期
し
た
ほ
ど
甘
く
は
な
く
、
テ
ン
プ
ル
の
推
薦
状

が
な
け
れ
ば
僧
職
に
就
け
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
辞
を
低
く
し
て
テ
ン
プ
ル
の
許
し
を
乞
い
、
寛
大
な
テ
ン
プ
ル

は
直
ち
に
推
薦
状
を
送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
手
紙
は
、
腫
大
な
彼
の
書
簡
の
な
か
で
も
特
に
有
名
で
あ
る
。

s
v
n

－守、、

ふ
れ
み
μ

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
一
六
九
四
年
に
ム

i
ア
・
パ
l
ク
を
去
っ
た
の
は
、
単
に
テ
ン
プ
ル
か
ら
物
理
的
に
離
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
作
家
と
し
て
の
自
己
の
確
立
を
意
味
し
て
い
た
。
彼
の
文
学
的
資
質
が
調
刺
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

一
六
八
九
年
、
は

じ
め
て
テ
ン
プ
ル
を
訪
れ
た
当
時
は
、

い
ま
だ
自
己
の
資
質
を
自
覚
し
て
い
な
い
＠

ス
ウ
ィ
フ
ト
が
早
熟
の
天
才
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
し



ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
テ
ン
プ
ル
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
自
己
発
見
は
さ
ら
に
遅
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
テ
ン
プ
ル
の
文
学
観
は
、

『
詩
に
つ
い
て
』
と
い
う
エ
セ

i
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
調
刺
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
懐
疑
的
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

令
名
あ
ま
ね
き
テ
ン
プ
ル
の
側
近
に
侍
し
て
、
若
き
ス
ウ
ィ
フ
ト
が
自
己
を
見
失
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

一
六
九
二
年
、
従

兄
の
ト
マ
ス
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
宛
て
た
手
紙
で
、

「
私
は
現
今
の
い
か
な
る
作
家
の
作
品
よ
り
も
サ

l

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
著
作

を
好
む
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
自
己
愛
と
い
っ
て
い
い
ね
。
互
い
に
気
質
が
似
通
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
自
分
の
作
品
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
ん
だ
よ
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
当
時
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
が
い
か
に
テ
ン
。
フ
ル
に
傾
倒
し
て
い
た
か
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
彼

は
テ
ン
プ
ル
の
示
唆
す
る
ま
ま
、
自
己
の
資
質
に
合
わ
ぬ
ピ
ン
ダ
l
風
の
領
詩
を
作
り
、
こ
れ
ま
た
テ
ン
プ
ル
の
思
想
を
鵜
呑
み
に
し
て
、

田
園
生
活
を
賛
美
す
る
と
同
時
に
、
詩
人
の
任
務
は
悪
徳
の
追
求
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
善
を
称
え
る
こ
と
だ
と
説
い
た
。

『
サ
i

-142ー

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
。
フ
ル
領
詩
』
や
『
ア
シ

l
ニ
ア
ン
協
会
領
詩
』
は
、
テ
ン
プ
ル
の
忠
実
な
使
徒
た
る
ス
ウ
ィ
フ
ト
を
象
徴
す
る
作
品
で

あ
る
。テ

ン
プ
ル
に
た
い
す
る
こ
う
し
た
心
酔
は
、

一
六
九
三
年
の
末
頃
ま
で
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
コ
ン
グ
リ
l
ヴ
氏
に
与
え
る
詩
』
は
、

劇
作
家
と
し
て
名
声
を
博
し
つ
つ
あ
っ
た
年
少
の
友
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
ン
グ
リ

l
ヴ
に
、
都
会
を
去
っ
て
田
園
に
帰
る
こ
と
を
勧
め
た
詩
で

あ
る
が
、
そ
の
忠
告
と
は
裏
腹
に
、
む
し
ろ
作
者
自
身
の
心
の
迷
い
が
読
み
と
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
心
境
の
変
化
と
自
己

の
確
立
と
が
は
っ
き
り
表
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
年
の
末
に
書
か
れ
た
『
サ
l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
快
癒
に
寄
せ
て
』
と
題
す
る
詩

で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
詩
で
珍
し
く
ド
ロ
シ

l

・
テ
ン
。
フ
ル
に
触
れ
て
お
り
、
彼
女
の
書
簡
の
読
者
に
は
そ
の
意
味
で
も
興
味
深
い
が
、
も

ち
ろ
ん
最
も
重
要
な
の
は
、
作
者
が
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
作
詩
を
す
べ
て
迷
妄
と
し
て
斥
け
、

田
園
賛
美
の
思
想
と
き
っ
ぱ
り
訣
別
し
て
い



る
点
で
あ
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
『
桶
物
語
』
で
、

「
幸
福
と
は
上
手
に
欺
さ
れ
て
い
る
状
態
の
連
続
を
い
う
」
と
述
べ
た
が
、
迷
妄
か
ら
覚

ス
ウ
ィ
フ
ト

め
た
い
ま
、

こ
れ
ま
で
の
ム
l
ア
・
パ
l
ク
で
の
生
活
は
、

は
、
翌
一
六
九
四
年
に
ム

I
ア
・
バ
！
ク
を
去
っ
た
あ
と
、

ま
さ
し
く
そ
の
意
味
で

H

幸
福
H

と
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

の
文
学
領
域
に
関
し
て
迷
い
は
な
い
。
テ
ン
。
フ
ル
に
た
い
す
る
敬
意
は
生
涯
失
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
自
分
と
は
歩
む
道
の
異
な
る
こ
と

一
六
九
六
年
、
三
度
テ
ン
プ
ル
の
許
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
が
、
も
は
や
自
己

を
は
っ
き
り
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
度
目
の
ム
l
ア
・
バ
l
ク
滞
在
の
成
果
が
、
代
表
作
『
桶
物
語
』
で
あ
っ
た
。


