
「
楡
の
家
」
の
風
景

｜

三
村
夫
人
の
「
め
ざ
め
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｉ

　
　
一
　
は
じ
め
に

　
堀
辰
雄
は
、
「
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
に
て
」
（
『
新
潮
』
昭
和
十
一
年
六

月
号
）
の
中
で
、
彼
の
代
表
作
「
菜
穂
子
」
の
も
と
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
の
「
テ
レ
ェ
ズ
・
デ
ケ
ル
ウ
」
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
恐
ら
く
読
者
に
は
、
テ
レ
ェ
ズ
自
身
よ
り
も
、
彼
女
の
夫
を

　
　
毒
殺
す
る
に
至
る
ま
で
の
心
理
が
、
は
つ
き
り
と
辿
れ
る
の

　
　
だ
。
何
故
な
ら
テ
レ
ェ
ズ
に
は
、
彼
女
自
身
の
し
て
ゐ
る
こ

　
　
と
を
殆
ど
意
識
し
て
ゐ
な
い
や
う
な
瞬
間
が
あ
る
の
だ
が
、

　
　
さ
う
い
ふ
瞬
間
で
さ
へ
、
読
者
は
、
彼
女
が
う
つ
ろ
な
気
持

　
　
で
見
つ
つ
あ
る
風
景
や
、
彼
女
の
無
意
識
な
動
作
な
ど
に
よ

　
　
っ
て
、
彼
女
が
そ
の
心
の
闇
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

　
　
考
へ
、
感
じ
て
ゐ
る
か
を
知
り
、
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の

　
　
だ
。

山
　
本
　
裕
　
一

　
堀
は
「
小
説
の
こ
と
な
ど
」
（
『
新
潮
』
昭
和
九
年
七
月
号
）
で

も
同
小
説
に
つ
い
て
「
小
説
に
お
い
て
読
者
に
漠
然
た
る
も
の
を

与
へ
る
方
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
の
は
、
何
も
視
覚
的
な
も
の
ば

か
り
で
は
あ
る
ま
い
」
「
そ
の
女
が
さ
う
い
ふ
恐
ろ
し
い
行
為
に

自
ら
を
駆
っ
た
も
の
を
彼
女
自
身
は
何
も
知
ら
ず
に
ゐ
た
や
う
に
、

モ
オ
リ
ア
ッ
ク
は
作
り
変
え
て
、
一
層
の
効
果
を
得
た
と
言
つ
て

ゐ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

　
堀
が
ラ
デ
ィ
ゲ
、
プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
の
外
国
作
家
の
方
法
の
紹

介
・
摂
取
に
貪
欲
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
例
外
で
は
な
く
、
右
記
の
よ
う
な
方
法
は
堀
の
作
品
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
堀
辰
雄
の
作
品
に
は
、
よ
く
風
景
描
写
や

動
作
の
描
写
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
多
く
主
人
公
の
あ
る
感
情

を
喚
起
し
た
り
、
漠
然
と
状
況
を
象
徴
的
に
示
し
た
り
と
、
技
巧

的
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
作
品
の
末
尾
な
ど
を
「
自

-
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然
」
や
「
動
作
」
、
す
な
わ
ち
風
景
描
写
や
人
物
描
写
の
中
で
閉

じ
、
漠
然
た
る
も
の
と
し
て
与
え
る
こ
と
で
、
効
果
的
に
そ
の
心

理
を
読
者
に
「
感
じ
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
も
堀
の
数
多
く
の

作
品
で
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
女
は
衣
ず
れ
の
音
を
立
て
な
が
ら
、
な
ほ
も
必
死
に
の
が

　
　
れ
よ
う
と
し
た
。
が
、
急
に
何
か
叫
ん
だ
き
り
、
男
に
体
を

　
　
預
け
て
し
ま
っ
た
。
（
中
略
）
し
か
し
女
は
苦
し
さ
う
に
男

　
　
に
抱
か
れ
た
ま
ま
、
一
度
だ
け
目
を
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
男

　
　
の
顔
を
い
ぶ
か
し
さ
う
に
見
つ
め
た
ぎ
り
、
だ
ん
だ
ん
死
顔

　
　
に
変
り
だ
し
て
ゐ
た
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
（
「
礦
野
」
、
『
改
造
』
昭
和
十
六
年
十
二
月
号
）

　
こ
こ
で
は
作
者
が
主
人
公
の
心
理
を
わ
ざ
と
書
か
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
、
読
者
は
主
人
公
の
動
作
か
ら
主
人
公
本
人
す
ら
気
づ
か

さ
れ
て
い
な
い
そ
の
心
の
裴
や
感
情
の
強
さ
を
よ
り
鮮
明
に
感
じ

取
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
の
引
用
で
テ
レ
ェ
ズ
に
つ
い
て
堀
自
身

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
動
作
に
よ
っ
て
心
理
を
感
じ
取
ら
せ
る

事
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
堀
文
学
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
人
物
の
描
写
や
風
景
描
写
は
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
「
楡
の
家
」
に
あ
ら
わ
れ
た
人
物
描
写
と
風
景
描

写
の
変
化
か
ら
三
村
夫
人
の
有
り
様
の
変
化
に
つ
い
て
一
考
す
る
。

そ
れ
は
こ
の
作
品
が
三
村
夫
人
に
よ
る
手
記
の
形
態
を
と
っ
て
お

り
、
そ
の
描
写
は
彼
女
の
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
二
　
「
楡
の
家
」
第
一
部
の
風
景
描
写
と
人
物
描
写

　
　
「
楡
の
家
」
第
一
部
は
、
昭
和
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
物
語
の

女
」
を
改
作
し
、
「
菜
穂
子
」
の
「
背
景
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と

を
作
者
は
希
望
」
（
創
元
社
版
「
菜
穂
子
」
追
記
、
昭
和
十
六
年

十
一
月
）
し
て
、
そ
の
あ
と
に
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筑
摩
書

房
版
全
集
第
２
巻
で
約
一
豆
頁
の
小
品
（
三
二
Ｔ
三
四
四
頁
）
で
あ
り
、

筑
摩
書
房
版
堀
辰
雄
全
集
で
は
、
空
自
行
に
よ
っ
て
十
四
の
部
分

（
以
下
、
こ
れ
を
節
と
呼
ぶ
。
た
だ
し
森
の
手
紙
と
そ
の
前
後
の

部
分
は
一
節
と
数
え
て
い
る
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
し

た
が
っ
て
ま
ず
「
楡
の
家
」
第
一
部
の
風
景
描
写
・
人
物
描
写
を

順
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。

　
第
一
節
は
三
村
夫
人
の
日
記
執
筆
の
理
由
を
菜
穂
子
へ
の
呼
び

か
け
の
形
で
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
節
は
娘
時
代
か
ら
結
婚
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後
夫
を
失
っ
て
空
虚
さ
を
味
わ
う
ま
で
、
第
三
節
は
そ
の
夫
と
の

思
い
出
か
ら
楡
の
木
の
あ
る
別
荘
を
手
に
入
れ
る
ま
で
の
あ
ら
ま

し
で
あ
る
。
第
四
節
の
部
分
で
は
息
子
の
大
学
入
学
に
際
し
て
の

兄
妹
の
性
質
の
違
い
に
つ
い
て
の
気
づ
き
が
、
第
五
節
で
は
息
子

の
大
学
卒
業
頃
の
森
と
の
出
会
い
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

作
品
の
舞
台
設
定
に
費
や
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
牧
歌
的
な

雰
囲
気
を
醸
し
出
す
一
般
的
な
山
中
の
描
写
（
三
節
）
以
外
、
具

体
的
な
風
景
描
写
も
人
物
描
写
も
な
い
。

　
第
六
節
の
部
分
は
森
と
の
出
会
い
か
ら
一
週
間
後
の
あ
る
日
の

午
後
の
挿
話
で
あ
る
。
三
村
夫
人
は
森
の
訪
問
を
受
け
、
森
と
再

会
し
、
二
人
で
散
歩
し
て
美
し
い
虹
を
見
る
。
そ
こ
へ
菜
穂
子
た

ち
を
乗
せ
た
車
が
通
り
か
か
り
、
そ
の
行
動
に
三
村
夫
人
は
は
ら

は
ら
す
る
、
と
い
う
粗
筋
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
楡
の
木
や
潅
木
、

稲
妻
に
虹
と
、
多
く
の
風
景
描
写
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
を

考
え
て
み
た
い
。

　
森
と
の
再
会
は
、
雑
木
林
に
迷
い
込
ん
だ
森
を
見
つ
け
る
三
村

夫
人
の
風
景
描
写
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
（
前
略
）
丁
度
私
は
二
階
の
部
屋
に
ゐ
た
の
で
窓
か
ら
見
下

　
　
ろ
す
と
、
雑
木
林
の
中
に
は
さ
ま
つ
て
と
う
と
う
身
動
き
が

　
　
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
自
動
車
の
中
か
ら
、
森
さ

　
　
ん
が
一
人
で
降
り
て
来
ら
れ
た
。
そ
し
て
私
の
ゐ
る
窓
の
方

　
　
を
お
見
上
げ
に
な
つ
た
が
、
丁
度
∵
不
の
楡
の
木
の
陰
に
な

　
　
っ
て
、
向
う
で
は
私
に
お
気
づ
き
に
な
ら
な
い
ら
し
か
っ
た
。

　
　
そ
れ
に
、
う
ち
の
庭
と
、
い
ま
あ
の
方
の
立
つ
て
い
ら
つ
し

　
　
や
る
場
所
と
の
間
に
は
、
薄
だ
の
、
細
か
い
花
を
咲
か
せ
た

　
　
潅
木
だ
の
が
一
面
に
生
い
茂
つ
て
ゐ
た
（
六
節
）
。

　
こ
れ
以
降
、
「
潅
木
の
茂
み
の
向
う
に
」
あ
る
車
、
車
に
よ
っ

て
「
枝
を
折
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
潅
木
」
「
楡
の
木
の
葉
の
し
ず
く
」

「
楡
の
木
ご
し
に
向
う
の
雑
木
林
の
上
に
ひ
ら
め
く
」
稲
妻
と
、

楡
の
木
と
潅
木
の
茂
み
の
描
写
が
続
く
。

　
な
お
「
楡
の
木
」
は
「
楡
の
家
」
と
い
う
改
作
後
の
題
名
か
ら

も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
改
作
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
初

出
時
（
「
物
語
の
女
」
）
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
他
の
箇
所
で
も

同
様
で
、
冒
頭
で
夫
人
が
語
る
「
楡
の
木
陰
の
腰
掛
け
」
は
初
出

時
に
は
な
く
、
小
説
の
主
な
舞
台
で
あ
る
「
数
本
の
、
大
き
な
楡

の
木
の
あ
る
、
杉
皮
葺
き
の
山
小
屋
」
は
、
初
出
時
に
は
「
半
ば

潅
木
に
隠
れ
な
が
ら
立
っ
て
い
る
」
別
荘
で
あ
っ
た
。
先
の
引
用

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
森
が
夫
人
に
気
が
つ
か
な
い
の
は
「
楡
の
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木
の
陰
」
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
森
が
登
場
す
る
の
は
「
楡
の
木

の
下
」
、
し
ず
く
は
「
楡
の
木
」
か
ら
落
ち
、
夫
人
は
稲
妻
を

「
楡
の
木
ご
し
」
に
見
る
。
か
な
り
後
の
節
に
な
る
が
、
夫
人
が

思
い
詰
め
た
よ
う
な
菜
穂
子
を
眺
め
る
の
も
や
は
り
「
楡
の
本
の

下
」
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
初
出
時
に
は
な
い
か
別
の
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
。
堀
が
改
作
時
に
こ
の
表
現
を
き
わ
め
て
意
識
的

に
付
け
足
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
で
単
な
る
風
景
描
写
で
は
な
く
、
こ
の
場
面
で
の
森
と
の
関

係
の
よ
う
に
、
現
実
と
間
を
お
き
た
い
三
村
夫
人
の
閉
ざ
さ
れ
た

心
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
同
様
の
表
現
は
、
「
楡
の
家
」
第
二
部
、
そ
の
末
尾
に
っ
け
ら
れ

た
「
菜
穂
子
の
追
記
」
に
も
見
え
る
。
夫
人
が
発
作
を
起
こ
す
の

は
「
楡
の
木
の
下
」
の
ベ
ン
チ
で
あ
る
。
菜
穂
子
は
日
記
読
了
後
、

そ
れ
を
手
に
「
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
」
そ
れ
に
近
づ
い
て
い

く
。
そ
し
て
自
ら
の
母
へ
の
同
化
に
対
す
る
嫌
悪
に
近
い
反
発
を

感
じ
て
夫
人
の
日
記
を
「
楡
の
木
の
下
」
に
埋
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
私
は
（
中
略
）
読
み
了
っ
て
も
、
そ
れ
を
読
み
始
め
た
と

　
　
き
か
ら
私
の
胸
を
Ｉ
ぱ
い
に
さ
せ
て
ゐ
た
情
感
に
近
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
は
な
か
な
か
消
え
去
る
や
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
／
し
か

　
　
－

　
　
し
気
が
っ
い
て
み
る
と
、
私
は
こ
の
日
記
を
手
に
し
た
ま
ま

　
　
（
中
略
）
母
が
そ
こ
に
腰
掛
け
て
私
を
待
ち
な
が
ら
最
初
の

　
　
発
作
に
襲
は
れ
た
、
大
き
な
楡
の
木
の
下
に
来
て
ゐ
た
。

　
　
（
中
略
）
／
私
が
そ
の
半
ば
毀
れ
た
母
の
腰
掛
け
を
認
め
た

　
　
瞬
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
記
読
了
後
の
一
種
説
明
し
が
た
い

　
　
母
へ
の
同
化
、
そ
れ
故
に
こ
そ
又
同
時
に
そ
れ
に
対
す
る
殆

　
　
ど
嫌
悪
に
さ
へ
近
い
も
の
が
、
突
然
私
の
手
に
し
て
ゐ
た
日

　
　
記
を
そ
の
儒
そ
の
楡
の
木
の
下
に
埋
め
る
こ
と
を
私
に
思
ひ

　
　
立
た
せ
た
。
…
…
（
傍
線
山
本
）

　
菜
穂
子
は
な
ぜ
ベ
ン
チ
ヘ
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

菜
穂
子
は
日
記
を
捨
て
る
こ
と
も
焼
く
こ
と
も
せ
ず
、
な
ぜ
楡
の

木
の
下
に
埋
め
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
文
中
傍
線
を
附
し
た
「
し
か
し
」
は
母
に
対
す
る
憤
激
が
消
え

な
い
こ
と
と
菜
穂
子
が
楡
の
木
の
下
を
訪
れ
る
と
い
う
行
為
を
逆

接
で
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
者
は
本
来
逆
接
で
っ
な

が
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
逆
接
で
っ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
菜

穂
子
の
楡
の
木
の
下
を
訪
れ
る
行
為
は
、
母
に
対
す
る
憤
激
が
消

え
な
い
こ
と
と
相
反
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

菜
穂
子
は
手
帳
を
読
み
反
抗
や
情
感
を
感
じ
な
が
ら
も
、
手
帳
を
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読
む
こ
と
を
中
途
で
や
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
日
記
を
読
み
終
え

る
こ
と
で
「
母
に
同
化
」
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
彼
女

が
母
の
反
発
に
反
し
て
無
意
識
に
と
っ
た
行
為
が
楡
の
木
の
下
へ

訪
れ
る
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
母
へ
の
同

化
、
無
意
識
の
う
ち
に
母
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
菜
穂
子
に
と
っ

て
楡
の
木
は
母
や
母
の
中
に
あ
り
自
分
が
同
化
し
て
し
ま
う
も
の

と
強
く
結
び
つ
く
。
菜
穂
子
は
日
記
読
了
後
次
の
よ
う
に
母
に
訴

え
か
け
て
い
る
。

　
　
－
お
母
様
、
こ
の
日
記
の
中
で
の
や
う
に
、
私
が
お
母
様

　
　
か
ら
逃
げ
ま
は
つ
て
ゐ
た
の
は
お
母
様
自
身
か
ら
な
の
で
す
。

　
　
そ
れ
は
お
母
様
の
お
心
の
う
ち
に
だ
け
在
る
私
の
悩
め
る
姿

　
　
か
ら
な
の
で
す
。
私
は
そ
ん
な
事
で
も
っ
て
一
度
も
そ
ん
な

　
　
に
苦
し
ん
だ
り
悩
ん
だ
り
し
た
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
も
の
。
…
…

　
菜
穂
子
は
母
へ
の
反
発
の
原
因
を
母
の
心
の
中
に
の
み
あ
る
自

分
の
姿
に
あ
る
と
い
う
。
な
ら
ば
日
記
を
母
と
つ
な
が
る
楡
の
木

の
下
に
埋
め
る
行
為
は
、
日
記
の
中
に
書
か
れ
た
自
分
の
姿
を

「
お
母
様
の
お
心
の
う
ち
に
だ
け
在
る
私
」
と
し
て
封
印
す
る
行

為
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
に
「
楡
の
木
」
は
三
村
夫
人
と

そ
の
心
の
有
り
様
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
頻
出
し
て
い
る
。

　
ま
た
堀
は
「
鎌
倉
文
庫
版
『
菜
穂
子
』
あ
と
が
き
」
（
昭
和
二

十
一
年
二
月
）
で
菜
穂
子
が
「
母
と
異
っ
て
、
も
つ
と
現
実
的
な

生
き
か
た
を
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
自
己
の
う
ち
に
潜
む
母
と
お
な

じ
や
う
な
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
気
も
ち
に
苦
し
め
ら
れ
出
す
や
う
な
、

一
人
の
若
い
娘
」
を
意
図
し
て
造
形
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
考
え
に
入
れ
れ
ば
、
彼
女
が
同
化
し
、
ま

た
反
発
や
嫌
悪
を
覚
え
る
対
象
は
母
の
持
つ
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
気

も
ち
」
で
あ
る
が
、
第
こ
即
に
は
そ
れ
が
様
々
な
風
景
や
人
物
の

描
写
に
仮
託
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
Ｉ
つ
が
稲
妻
と
そ
れ
を
見
つ
め
る
三
村
夫
人
自
身
の
描
写

で
あ
る
。
こ
の
描
写
は
六
節
、
七
節
、
八
節
で
繰
り
返
さ
れ
る
が
、

そ
こ
に
特
に
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
必
然
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た

こ
れ
は
本
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
自
画
像
で
あ
り
彼
女
の
心
理
の

色
濃
く
反
映
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
に
特
別

な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
以

下
に
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
。

　
　
　
向
う
の
雑
木
林
の
上
方
に
、
い
ち
め
ん
に
古
綿
の
や
う
な

　
　
雲
が
掩
ひ
か
ぶ
さ
つ
て
ゐ
た
が
、
一
瞬
間
、
稲
妻
が
そ
れ
を

ジ
グ
ザ
グ
に
引
き
裂
い
た
。
（
中
略
）
…
…
私
た
ち
は
し
ば
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ら
く
う
つ
け
た
や
う
に
、
お
互
い
に
顔
を
見
合
は
せ
て
ゐ
た
。

そ
れ
は
非
常
に
長
い
時
間
に
見
え
た
。
（
六
節
、
傍
線
山
本
）

（
前
略
）
私
は
窓
ぎ
は
に
腰
掛
け
な
が
ら
、
楡
の
木
ご
し
に

向
こ
う
の
雑
木
林
の
上
に
ひ
ら
め
く
不
気
味
な
デ
ッ
サ
ン
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

さ
も
面
白
い
も
の
で
も
見
る
や
う
に
見
入
っ
て
ゐ
た
。
こ
れ

ま
で
は
あ
ん
な
に
雷
を
恐
か
っ
た
癖
に
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
節
、
傍
線
山
本
）

　
日
暮
れ
ど
き
な
ど
、
南
の
方
で
し
き
り
な
し
に
稲
光
り
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

す
る
。
音
も
な
く
。
私
は
ぼ
ん
や
り
頬
杖
を
つ
い
て
、
若
い

頃
よ
く
さ
う
す
る
癖
が
あ
つ
た
や
う
に
窓
硝
子
に
自
分
の
額

を
押
し
つ
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
飽
か
ず
に
眺
め
て
ゐ
る
。
痙

撃
的
に
目
た
た
き
を
し
て
ゐ
る
、
蒼
ざ
め
た
一
つ
の
顔
を
硝

子
の
向
う
に
浮
べ
な
が
ら
…
…
（
八
節
、
傍
線
山
本
）

　
六
節
か
ら
の
引
用
は
、
車
と
枝
の
折
れ
る
音
で
我
に
返
る
ま
で

「
う
つ
け
た
よ
う
に
」
「
長
い
時
間
」
顔
を
見
合
わ
せ
て
い
る
と
い

う
描
写
に
森
と
夫
人
の
感
覚
の
共
有
、
ほ
の
か
な
恋
の
予
感
を
感

じ
さ
せ
る
。
こ
の
後
雨
が
上
が
る
と
夫
人
は
森
を
案
内
し
て
岐
れ

道
に
至
り
、
二
人
で
虹
を
見
る
。
そ
の
際
森
は
「
非
常
に
穏
や
か

な
、
そ
の
く
せ
妙
に
興
奮
な
さ
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
や
う
な
面
持
」

で
ま
ぶ
し
そ
う
に
虹
を
見
上
げ
て
い
る
。
彼
は
後
に
手
紙
の
中
で
、

「
再
び
二
十
四
五
に
な
つ
た
や
う
な
」
「
何
や
ら
訳
の
分
ら
ぬ
興
奮

を
感
じ
」
、
「
あ
な
た
の
お
陰
」
で
「
暗
濃
と
し
て
ゐ
た
私
の
気
も

ち
も
急
に
開
け
だ
し
た
」
よ
う
だ
と
い
い
、
雑
誌
に
載
せ
た
恋
愛

詩
の
切
り
抜
き
を
送
り
つ
け
て
く
る
。
再
会
に
よ
っ
て
、
な
か
で

も
特
に
共
に
虹
を
見
た
経
験
か
ら
、
森
に
三
村
夫
人
に
対
す
る
特

別
な
感
情
が
芽
生
え
て
い
る
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
三
村
夫
人
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
中
に
彼
女
の

恋
愛
感
情
が
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
七
節
冒
頭

か
ら
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
夫
人
は
そ
れ
ま
で
恐
が
っ
て
い
た
雷

を
「
面
白
い
も
の
で
も
見
る
や
う
に
」
見
入
っ
て
い
る
。
稲
妻
が

森
と
の
再
会
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、
森
と
の
再
会
以
外
に
心

境
の
変
化
を
生
み
出
す
よ
う
な
特
別
な
事
件
が
書
き
込
ま
れ
て
い

な
い
以
上
、
こ
の
変
化
は
稲
妻
か
ら
夫
人
が
森
と
感
覚
を
共
有
し

た
記
憶
を
想
起
し
て
お
り
、
そ
の
感
覚
が
雷
の
恐
怖
を
凌
駕
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
三
村
夫
人
の
側
に
も
恋
愛
感
情
が
生
じ
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て
い
る
が
、
堀
は
あ
え
て
そ
の
内
心
に
ふ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

意
識
さ
れ
ざ
る
三
村
夫
人
の
恋
心
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
八
節
末
か
ら
の
引
用
か
ら
も
伺
え
る
。
窓
際
で
ぼ
ん
や

り
頬
杖
を
つ
き
、
飽
き
ず
に
じ
っ
と
一
点
を
見
つ
め
る
の
は
恋
す

る
乙
女
の
典
型
的
な
描
写
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
若
い
頃
よ
く
さ

う
す
る
癖
が
あ
つ
た
や
う
に
」
と
い
う
叙
述
は
森
の
「
再
び
二
十

四
五
に
な
つ
た
や
う
な
」
気
に
な
っ
た
と
い
う
叙
述
と
対
に
な
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
森
同
様
に
恋
を
し
て
気
分
的
に
若
返
っ

て
い
る
夫
人
の
意
識
が
伺
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
同
じ
節
の
引
用
部
直
前
で
、
三
村
夫
人
は
「
向
う
の
雑

木
林
の
間
か
ら
こ
れ
ま
で
は
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
え
な
か
っ
た
山
々

の
裴
ま
で
が
一
つ
Ｉ
つ
く
つ
き
り
と
見
え
て
く
る
や
う
に
、
過
ぎ

去
っ
た
日
々
の
と
り
と
め
の
な
い
思
ひ
出
が
そ
の
微
細
な
も
の
ま

で
私
に
思
ひ
出
さ
れ
て
米
る
や
う
な
」
気
に
な
り
、
そ
れ
と
同
時

に
「
何
ん
と
も
云
ひ
や
う
の
な
い
悔
い
の
や
う
な
も
の
」
を
感
じ

て
い
る
。
本
文
か
ら
読
み
取
る
限
り
、
夫
人
が
改
め
て
後
悔
す
る

よ
う
な
事
件
は
過
去
に
な
い
。
森
と
の
再
会
が
彼
女
に
過
去
を
鮮

明
に
振
り
返
ら
せ
、
過
去
を
悔
い
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
森

に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
た
ロ
マ
ン
ス
の
雰
囲
気
が
、
そ
の
よ
う
な

も
の
の
な
か
っ
た
過
去
を
悔
い
さ
せ
て
い
る
と
推
測
し
て
い
い
の

で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
な
論
法
は
、
多
く
が
推
測
で
、
象
徴
解
釈
に
よ
る
論

証
は
実
証
的
で
な
い
と
の
批
判
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
わ

ざ
わ
ざ
言
う
ま
で
も
な
い
、
と
の
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
私
が
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
堀
の
人
物
描
写
・

風
景
描
写
が
語
り
手
の
心
理
を
憶
測
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
な
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
人
の
語
る
心
理
と
は
別
に
本

人
す
ら
気
づ
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
認
め
た
く
な
い
心
理
が
漠

然
と
動
作
の
み
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
。

　
自
然
描
写
も
ま
た
、
三
村
夫
人
の
心
理
を
憶
測
さ
せ
る
、
象
徴

的
な
意
味
を
感
じ
取
れ
る
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
稲
妻
は
三
村
夫
人
に
森
と
の
再
会
を
想
起
さ
せ
る
小
道

具
で
あ
る
。
し
か
し
、
稲
妻
の
持
つ
危
険
性
と
恐
怖
は
稲
妻
の
特

性
で
あ
る
と
同
時
に
夫
人
の
中
で
ひ
ら
め
く
危
険
な
恋
の
特
性
と

も
と
れ
る
。
ま
た
、
楡
と
濯
木
は
夫
人
と
森
や
稲
妻
と
の
間
を
隔

て
る
も
の
と
し
て
常
に
存
在
す
る
、
こ
の
よ
う
な
自
然
描
写
は
、

現
実
と
の
間
に
心
の
垣
根
を
作
り
た
い
と
い
う
夫
人
の
心
の
あ
り
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方
と
合
致
す
る
。
読
み
過
ぎ
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
少
な
く
と
も
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
夫
人
の
心
情
を
感
じ
と
ら
せ

る
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お
き
た

い
。

　
七
節
は
森
を
訪
ね
て
い
っ
た
菜
穂
子
の
話
、
ハ
節
は
森
か
ら
の

手
紙
を
Ｔ
人
で
受
け
と
っ
た
後
明
の
訪
問
を
う
け
る
夫
人
の
心
の

揺
れ
が
描
か
れ
る
。

　
九
～
十
二
節
に
は
森
の
小
説
か
ら
彼
の
行
き
詰
ま
り
を
懸
念
し
、

ま
た
手
紙
か
ら
彼
の
恋
心
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
困
惑
す
る
三
村
夫

人
の
内
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
う
ち
明
け
ら
れ
て
意
識

し
た
以
上
も
う
逢
え
な
い
、
コ
人
よ
が
り
を
お
貴
め
し
た
い
」

と
感
じ
る
反
面
で
「
ど
う
し
て
も
憎
む
や
う
な
気
も
ち
に
は
な
れ

な
」
い
「
弱
み
」
も
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
が
貴
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
「
な
ん
と
な
く
胸
苦
し
い
や
う
な
雰
囲
気
」
か
ら
逃

れ
る
た
め
「
数
週
間
」
部
屋
に
閉
じ
こ
も
り
、
「
ぢ
つ
と
し
て
私

の
身
に
迫
ら
う
と
し
て
ゐ
る
何
や
ら
私
に
も
分
か
ら
な
い
も
の
か

ら
身
を
は
づ
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
傍
を
通
り
過
ぎ
て
し

ま
ふ
の
を
待
つ
て
ゐ
る
よ
り
他
は
な
い
」
「
そ
れ
を
私
た
ち
の
中

に
は
ひ
り
こ
ま
せ
、
縫
れ
さ
せ
さ
へ
し
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
救

わ
れ
る
」
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
ま
と
め
た
引
用
は
回
り
く
ど
い
が
、
表
現
を
裏
返
し
て
考

え
る
と
、
こ
の
「
何
や
ら
」
「
分
か
ら
な
い
」
、
つ
ま
り
夫
人
自
身

に
も
実
態
が
つ
か
め
て
い
な
い
「
何
物
か
」
の
実
質
は
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
私
た
ち
」
す
な
わ
ち
三
村
夫
人
と
森
と
の

間
（
あ
る
い
は
菜
穂
子
と
の
間
）
に
存
在
し
、
受
け
入
れ
れ
ば
謎

れ
、
破
滅
の
危
険
を
持
つ
も
の
。
そ
し
て
じ
っ
と
し
て
い
れ
ば
立

ち
消
え
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
何
物
か
」
は
森

に
対
す
る
恋
心
で
は
な
い
か
。
「
ど
う
し
て
も
憎
む
よ
う
な
気
も

ち
に
な
れ
な
い
」
ほ
ど
夫
人
は
森
に
惹
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
無

意
識
の
う
ち
に
そ
の
成
就
を
想
定
し
そ
れ
が
い
け
な
い
こ
と
と
認

め
る
が
ゆ
え
に
罪
を
自
覚
し
、
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
る
。
そ
こ
に

原
因
不
明
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
苦
し
み
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
っ
て
い
る
な
ら
、

夫
人
に
は
本
来
そ
れ
が
何
か
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
堀
は
そ
れ
を
漠
然
と
し
た
不
安
と
し
て
夫
人
が
感
じ
て
い
る

よ
う
に
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
苦
し
み
を
よ
り
強

く
読
者
に
印
象
づ
け
た
。

-38-



　
　
　
さ
う
し
て
私
は
こ
ん
な
思
ひ
を
し
て
ゐ
る
よ
り
も
一
層
の

　
　
こ
と
早
く
年
を
と
っ
て
し
ま
へ
た
ら
と
さ
へ
思
っ
た
。
自
分

　
　
さ
へ
（
中
略
）
女
ら
し
く
な
く
な
っ
て
し
ま
へ
た
ら
、
（
中

　
　
略
）
私
は
静
か
な
気
も
ち
で
お
話
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
（
中

　
　
略
）
あ
あ
、
一
ぺ
ん
に
年
が
と
っ
て
し
ま
へ
る
も
の
な
ら
…
…

　
　
／
そ
ん
な
こ
と
ま
で
思
ひ
つ
め
る
や
う
に
し
な
が
ら
、
私
は

　
　
こ
の
日
頃
、
す
こ
し
前
よ
り
も
痩
せ
、
静
脈
の
い
く
ぶ
ん
浮

　
　
き
だ
し
て
き
た
自
分
の
手
を
し
げ
し
げ
と
見
守
つ
て
ゐ
る
こ

　
　
と
が
多
か
っ
た
。
（
＋
節
）

　
こ
れ
は
手
紙
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
「
数
週
間
」
閉
じ
こ
も
っ

た
彼
女
の
結
論
で
あ
る
。
森
と
の
関
係
が
本
当
に
迷
惑
な
ら
は
っ

き
り
拒
否
し
て
し
ま
え
ば
い
い
。
し
か
し
彼
女
は
そ
の
現
実
を
認

め
よ
う
と
は
し
な
い
。
彼
女
は
仕
方
な
く
老
化
に
よ
る
自
然
解
消

と
い
う
不
破
か
な
も
の
に
す
が
る
の
で
あ
る
。
老
化
な
ど
す
ぐ
に

来
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
夫
人
は
長
き
に
わ
た
り
「
多
く
」

の
時
を
割
い
て
「
し
げ
し
げ
と
」
自
分
の
手
を
見
守
る
。
そ
れ
は

コ
ペ
ん
に
年
が
と
っ
て
し
ま
へ
る
も
の
な
ら
」
と
い
う
思
念
の

強
さ
を
実
感
さ
せ
、
夫
人
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
の
揺
ら
ぎ
の
効
果

的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　
森
の
気
持
ち
を
受
け
入
れ
ま
い
と
す
る
夫
人
で
あ
る
が
、
し
か

し
心
の
底
で
の
森
へ
の
思
い
は
強
い
。
十
三
節
で
森
の
訪
問
し
て

く
る
前
に
は
、
彼
女
は
「
こ
の
頃
、
目
立
つ
ほ
ど
老
け
だ
し
た
私

の
様
子
を
あ
の
方
が
ど
ん
な
眼
で
お
見
に
な
る
か
と
か
な
り
気
に

も
し
て
」
お
り
、
出
会
っ
た
時
に
は
森
の
眼
ざ
し
に
「
私
の
憲
れ

た
様
子
が
あ
の
方
を
も
同
じ
や
う
に
悲
し
ま
せ
て
ゐ
る
」
事
を
発

見
し
、
話
を
切
り
出
せ
な
く
な
る
ほ
ど
心
を
乱
し
て
い
る
。
老
い

て
女
ら
し
く
な
く
な
る
こ
と
で
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
情
か
ら
自
由
に

な
ろ
う
と
思
い
つ
め
て
い
る
者
が
な
ぜ
奮
れ
た
自
分
を
気
に
し
、

ま
た
気
に
さ
れ
て
う
ろ
た
え
る
の
か
。
こ
れ
は
先
の
感
懐
と
矛
盾

す
る
も
の
で
あ
る
。
夫
人
の
心
理
の
揺
れ
は
こ
の
よ
う
な
人
物
描

写
と
心
理
描
写
の
ず
れ
に
よ
っ
て
二
重
構
造
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
彼
女
が
平
静
を
装
っ
て
い
ら
れ
た
の
は
、
十
一
節

で
語
ら
れ
る
そ
の
年
の
初
夏
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
天
候
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
○
村
に
来
た
夫
人
は
梅
雨
気
味
の
雨
に
ふ
り

込
め
ら
れ
る
。
間
歌
的
に
小
止
み
に
な
る
と
き
も
霧
が
立
ち
こ
め
、

「
私
の
孤
独
を
完
全
に
守
つ
て
ゐ
て
呉
れ
た
」
た
め
、
彼
女
は
現

実
を
逃
避
し
、
平
和
を
満
喫
す
る
。
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一
日
は
他
の
一
日
に
似
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
た
だ
小
鳥
だ
け

　
　
は
毎
日
異
っ
た
の
が
、
か
は
る
が
は
る
、
庭
の
梢
に
や
っ
て

　
　
き
て
異
っ
た
声
で
啼
い
て
ゐ
た
。
私
は
窓
に
近
よ
り
な
が
ら
、

　
　
ど
ん
な
小
鳥
だ
ら
う
と
見
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
頃
す
こ
し

　
　
眼
が
悪
く
な
っ
て
き
た
の
か
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
が
見
あ
た

　
　
ら
ず
に
ゐ
る
こ
と
が
あ
っ
だ
。
そ
の
こ
と
は
私
を
半
ば
悲
し

　
　
ま
せ
、
半
ば
私
の
気
に
入
っ
た
。
（
十
一
節
）

　
老
い
の
兆
候
が
気
に
入
る
と
い
う
の
は
不
思
議
な
表
現
だ
が
、

前
の
引
用
の
し
げ
し
げ
と
自
分
の
老
い
た
手
を
見
る
の
と
同
根
の

気
持
ち
で
あ
ろ
う
。
老
い
る
こ
と
で
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
苦
し
み
が
自

然
消
滅
す
る
こ
と
が
彼
女
の
望
み
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
老
い
の
自

覚
は
苦
し
み
か
ら
の
解
放
が
近
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
「
気
に
入
」
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
ん
な
こ
と
に
ま
で
先
の

思
念
を
ひ
き
ず
ら
せ
る
こ
と
で
彼
女
の
望
み
や
苦
し
み
は
更
に
強

調
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
描
か
れ
た
光
景
は
三
節
の
若
い
頃
の
風
景
描
写
と
同
じ

く
牧
歌
的
で
、
平
穏
な
心
の
有
り
様
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
森
の
来
訪
と
い
う
情
報
が
、
風
景
を
一
変
さ
せ
る
。
十

二
節
は
全
体
が
そ
ん
な
あ
る
日
の
心
象
風
景
で
あ
る
。

　
　
私
は
こ
の
頃
庭
の
真
ん
な
か
の
楡
の
木
の
下
に
丸
木
の
ベ
ン

　
　
チ
を
作
ら
せ
た
、
そ
の
ベ
ン
チ
の
上
に
楡
の
木
の
影
が
う
つ

　
　
す
ら
と
あ
た
つ
た
り
、
そ
れ
が
ま
た
次
第
に
弱
ま
り
な
が
ら
、

　
　
だ
ん
だ
ん
消
え
て
ゆ
き
さ
う
に
な
る
ー
さ
う
い
ふ
絶
え
間

　
　
の
な
い
変
化
を
、
何
か
に
怯
や
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
も

　
　
ち
が
し
な
が
ら
見
守
つ
て
ゐ
た
。
あ
た
か
も
こ
の
頃
の
自
分

　
　
の
不
安
な
、
落
ち
つ
か
な
い
心
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
そ
れ

　
　
に
見
い
だ
し
で
も
し
て
ゐ
る
や
う
に
。
（
十
二
節
）

　
こ
こ
に
描
か
れ
た
光
景
、
影
の
絶
え
間
の
な
い
変
化
が
揺
れ
勤

く
夫
人
の
心
を
象
徴
し
、
「
弱
ま
り
な
が
ら
消
え
て
い
く
」
と
こ

ろ
に
不
安
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
確
か
に
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
虚
心
に
こ
の
光
景
を
想
像
し
て
み
る
と
、
こ
の
光

景
自
体
は
さ
ほ
ど
不
安
を
喚
起
す
る
も
の
で
は
な
い
。
直
前
に
掲

げ
た
牧
歌
的
な
十
一
節
の
描
写
と
並
べ
て
み
て
も
違
和
感
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
「
何
か
に
怯
や
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う

な
気
も
ち
」
で
眺
め
、
そ
こ
に
「
こ
の
頃
の
自
分
の
不
安
な
、
落

ち
つ
か
な
い
心
」
を
見
い
だ
す
夫
人
の
状
態
こ
そ
が
問
題
な
の
で

は
な
い
か
。
変
わ
っ
た
の
は
風
景
で
は
な
く
、
夫
人
の
心
な
の
で

あ
る
。
何
で
も
な
い
光
景
に
自
己
の
感
情
を
投
影
し
て
見
て
し
ま
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う
よ
う
な
不
安
定
な
精
神
状
態
が
自
然
描
写
の
中
か
ら
浮
き
上
が
っ

て
く
る
。
そ
れ
は
十
三
節
末
尾
近
く
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
見
た

よ
う
な
気
が
す
る
だ
け
の
ひ
ま
わ
り
、
聞
い
た
は
ず
の
な
い
菜
穂

子
の
声
を
見
た
、
聞
い
た
と
言
い
は
っ
て
し
ま
う
夫
人
の
姿
を
点

描
す
る
こ
と
で
、
夫
人
自
身
が
「
よ
ほ
ど
私
自
身
の
気
も
ち
が
ど

う
か
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と
考
え
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と

は
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
第
十
三
節
で
は
森
が
再
び
三
村
家
を
訪
れ
て
い
る
。
二
人
は
ま

た
去
年
と
同
じ
古
い
家
並
み
を
見
に
散
歩
に
出
る
が
、
そ
の
光
景

は
一
変
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
以
下
に
六
節
と
十
三
節
で
描
か
れ

て
い
る
浅
間
と
Ｏ
村
の
描
写
を
並
べ
て
み
る
。

　
　
　
村
は
丁
度
養
蚕
の
始
ま
つ
て
ゐ
る
最
中
だ
っ
た
。
（
中
略
）

　
　
そ
ん
な
廃
屋
に
近
い
も
の
を
取
り
囲
み
な
が
ら
、
た
だ
豆
畑

　
　
や
唐
黍
畑
だ
け
は
猛
烈
に
繁
茂
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
私
た
ち

　
　
の
気
も
ち
に
妙
に
こ
た
へ
て
来
る
や
う
な
眺
め
だ
っ
た
。

　
　
（
中
略
）
北
よ
り
に
は
浅
間
山
が
ま
だ
一
面
に
雨
雲
を
か
ぶ

　
　
り
な
が
ら
、
そ
の
赤
ら
ん
だ
肌
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
覗
か
せ
て

　
　
ゐ
た
。
し
か
し
南
の
方
は
も
う
す
つ
か
り
晴
れ
渡
り
、
い
つ

も
よ
り
ち
か
ぢ
か
と
見
え
る
侃
向
う
の
小
山
の
上
に
捲
き
雲

が
Ｉ
か
た
ま
り
残
つ
て
ゐ
る
き
り
だ
つ
た
。
（
中
略
）
あ
た

か
も
そ
れ
を
待
ち
設
け
で
も
し
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
、
一
す

ぢ
の
虹
が
ほ
の
か
に
見
え
だ
し
た
。
（
六
節
）

　
（
前
略
）
丁
度
日
ざ
か
り
で
砂
の
白
く
乾
い
た
道
の
上
に
は

私
た
ち
の
影
す
ら
ほ
と
ん
ど
落
ち
な
い
位
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
馬
糞
が
光
っ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
私
た
ち
は
（
中

略
）
去
年
と
同
じ
や
う
に
蚕
を
飼
っ
て
ゐ
る
家
の
な
か
の
様

子
を
窺
っ
た
り
、
私
た
ち
の
頭
の
上
に
い
ま
に
も
崩
れ
て
来

さ
う
な
位
に
傾
い
た
古
い
軒
の
格
子
を
見
上
げ
た
り
、
又
、

去
年
ま
で
は
ま
だ
僅
か
に
残
っ
て
ゐ
た
砂
壁
が
い
ま
は
も
う

跡
方
も
な
く
な
っ
て
、
其
処
が
す
っ
か
り
唐
黍
畑
に
な
っ
て

ゐ
る
の
を
認
め
た
り
し
な
が
ら
、
何
と
い
う
こ
と
も
な
し
に

目
を
見
合
は
せ
た
り
し
た
。
浅
間
山
は
私
た
ち
の
す
ぐ
目
の

前
に
、
気
味
悪
い
く
ら
ゐ
大
き
い
感
じ
で
、
松
林
の
上
に
く

っ
き
り
と
盛
り
上
か
っ
て
ゐ
だ
。
そ
れ
に
は
何
か
そ
の
と
き

の
私
の
気
も
ち
に
妙
に
こ
た
へ
て
来
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
節
）

41－-



　
い
ず
れ
も
養
蚕
の
様
子
、
廃
屋
、
唐
黍
畑
に
浅
間
山
と
、
描
か

れ
て
い
る
光
景
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
同
じ
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
妙
に
こ
た
へ
て
来
る
」
も
の
は
六
節
で
は
猛
烈
に
繁
茂
し

て
い
る
豆
畑
や
唐
黍
畑
と
生
命
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

十
三
節
で
は
今
に
も
崩
れ
て
き
そ
う
な
不
安
定
な
軒
に
状
況
へ
の

不
安
を
、
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
砂
壁
に
状
況
の
変
化
に

対
す
る
驚
愕
や
滅
び
の
予
感
を
感
じ
た
上
で
の
、
そ
の
延
長
線
上

に
あ
る
浅
間
山
の
不
気
味
さ
へ
と
移
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
述

べ
て
き
た
夫
人
の
気
持
ち
の
変
化
や
乱
れ
を
如
実
に
反
映
し
て
ゐ

る
。

　
こ
こ
ま
で
く
ど
い
ほ
ど
に
作
品
中
の
風
景
描
写
や
人
物
描
写
を

見
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
に
示
し
た
読
み
に
関
し
て
は
恣
意
的
に
過

ぎ
る
と
の
ご
叱
責
も
あ
ろ
う
が
、
私
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
人

物
描
写
と
風
景
描
写
が
、
心
理
描
写
で
は
描
き
き
れ
な
い
主
人
公

の
心
情
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
森
へ

の
思
い
を
彼
女
自
身
が
知
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
作
り
か
え
る

こ
と
を
可
能
に
し
、
彼
女
の
漠
然
と
し
た
不
安
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な

苦
し
み
を
強
調
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
三
　
「
楡
の
家
」
第
二
部
の
風
景
描
写
と
人
物
描
写

　
　
「
楡
の
家
」
第
二
部
は
「
菜
穂
子
」
発
表
の
半
年
後
、
『
文
学

界
』
昭
和
十
六
年
九
月
号
に
「
目
覚
め
」
の
題
名
で
発
表
さ
れ
た

も
の
に
、
細
か
な
字
句
の
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
筑
摩
版

堀
辰
雄
全
集
で
フ
几
頁
、
第
一
部
の
約
四
／
五
の
長
さ
の
小
品

（
三
四
五
圭
二
六
三
頁
）
で
あ
る
。
後
半
の
中
心
は
菜
穂
子
と
の

対
話
で
あ
り
、
ま
た
、
婦
人
の
死
後
に
手
帳
を
見
つ
け
た
菜
穂
子

の
追
記
が
附
さ
れ
て
い
る
。
堀
の
「
母
と
娘
と
の
対
立
を
は
つ
き

り
さ
せ
て
見
よ
う
と
試
み
」
（
鎌
倉
文
庫
版
「
菜
穂
子
」
あ
と
が

き
、
フ
几
四
六
年
二
月
一
日
と
文
末
に
あ
る
）
る
意
図
に
よ
っ
て

書
き
足
さ
れ
た
「
楡
の
家
」
第
一
部
と
「
菜
穂
子
」
と
の
間
を
つ

な
ぐ
作
品
で
あ
る
。

　
第
二
部
は
長
さ
の
異
な
る
五
つ
の
節
に
分
か
れ
て
い
る
。
初
め

の
一
節
は
日
記
を
書
く
動
機
に
つ
い
て
菜
穂
子
に
問
い
か
け
る
短

い
節
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
の
二
節
が
そ
れ
ぞ
れ
、
森
が
死
ん

で
か
ら
菜
穂
子
と
対
話
す
る
ま
で
の
経
過
の
説
明
、
菜
穂
子
と
の

対
話
で
作
品
の
殆
ど
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。
後
の
二
節
は
菜
穂

一
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子
と
話
し
合
っ
た
夜
の
突
然
の
菜
穂
子
の
来
訪
、
翌
朝
の
爽
快
な

気
分
と
病
気
の
発
作
を
描
い
た
短
い
節
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
夫
人
の
手
記
と
い
う
形
態
は
第
一
部
と
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
風
景
描
写
や
人
物
描
写
は
第
一
部
と
比
べ
て
ず
い

ぶ
ん
少
な
く
な
り
大
分
趣
を
異
に
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
風
景
描
写
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に

示
さ
れ
る
。

　
　
　
そ
の
う
ち
に
雨
が
漸
つ
と
の
事
で
上
か
つ
て
、
は
じ
め
て

　
　
秋
ら
し
い
日
が
続
き
出
し
た
。
何
日
も
何
日
も
濃
い
霧
に
つ

　
　
つ
ま
れ
て
ゐ
た
山
々
や
遠
く
の
雑
木
林
が
突
然
、
私
達
の
目

　
　
の
前
に
も
う
半
ば
黄
ば
み
か
け
た
姿
を
見
せ
出
し
た
。
私
は

　
　
矢
つ
張
何
か
ほ
つ
と
し
、
朝
夕
、
あ
ち
こ
ち
の
林
の
中
な
ど

　
　
へ
散
歩
に
行
く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
（
中
略
）
ど
う
し
て

　
　
こ
の
間
ま
で
は
あ
ん
な
に
陰
気
に
暮
ら
し
て
ゐ
ら
れ
た
の
だ

　
　
ら
う
と
我
な
が
ら
不
思
議
に
さ
へ
思
は
れ
て
く
る
位
で
、
人

　
　
間
と
い
ふ
も
の
は
随
分
勝
手
な
も
の
だ
と
私
は
考
へ
た
。
私

　
　
の
好
ん
で
行
っ
た
山
よ
り
の
落
葉
松
林
は
、
と
き
を
り
林
の

　
　
切
れ
目
か
ら
薄
赤
い
穂
を
出
し
た
芒
の
向
う
に
浅
間
の
鮮
な

　
　
山
肌
を
の
ぞ
か
せ
な
が
ら
、
何
処
ま
で
も
真
直
に
続
い
て
ゐ

　
　
た
。

　
こ
こ
で
は
夫
人
は
雨
が
上
が
る
と
「
矢
つ
張
」
ほ
っ
と
し
て
そ

れ
ま
で
の
陰
気
な
暮
ら
し
を
不
思
議
に
思
う
自
然
な
心
の
動
き
を

見
せ
て
い
る
。
第
一
部
で
も
同
様
の
状
況
が
十
二
、
十
三
節
で
生

じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
木
洩
れ
日
に

不
安
を
お
ぼ
え
、
浅
間
山
に
不
気
味
な
感
じ
を
感
じ
る
夫
人
が
描

か
れ
、
自
然
描
写
に
は
夫
人
の
心
情
の
投
影
が
色
濃
く
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
夫
人
の
気
持
ち
は
自
然
で
あ
り
、
そ
し
て
浅

間
の
自
然
は
客
観
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
木
洩
れ
日
に

関
す
る
描
写
も
作
品
末
尾
近
く
の
次
の
よ
う
な
描
写
へ
と
変
質
し

て
い
る
。

　
　
私
は
一
人
で
秋
ら
し
い
日
の
斜
め
に
射
し
て
木
か
げ
の
Ｉ
ぱ

　
　
い
に
摘
が
つ
た
庭
の
中
へ
出
て
行
っ
た
。
寝
不
足
の
目
に
は
、

　
　
そ
の
木
か
げ
に
点
々
と
落
ち
こ
ぼ
れ
て
ゐ
る
日
の
光
の
工
合

　
　
が
云
ひ
や
う
も
な
く
爽
や
か
だ
っ
た
。
私
は
も
う
す
つ
か
り

　
　
葉
の
黄
い
ろ
く
な
っ
た
楡
の
木
の
下
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
下
ろ

　
　
し
て
（
中
略
）
さ
う
い
ふ
赫
か
し
い
日
和
を
何
か
心
臓
が
ど

　
　
き
ど
き
す
る
ほ
ど
美
し
く
感
じ
な
が
ら
、
か
は
い
さ
う
な
お

　
　
前
の
起
き
て
く
る
の
を
心
待
ち
に
待
つ
て
ゐ
た
。
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こ
こ
で
は
第
一
部
で
不
安
を
見
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
楡
の
木

の
下
の
ベ
ン
チ
に
落
ち
る
木
洩
れ
日
に
「
爽
や
か
」
さ
や
「
赫
か

し
さ
」
「
美
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
心
情
の
投
影

で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
第
一
部
の
描
写
と
は
違
い
不
自

然
さ
は
な
い
。
人
物
描
写
に
お
い
て
も
夫
人
自
身
に
関
し
て
は
夫

の
話
題
を
振
ら
れ
て
「
生
き
生
き
」
し
だ
す
姿
と
日
を
ま
と
も
に

見
続
け
て
目
が
痛
く
な
り
目
を
閉
じ
る
と
い
う
自
然
な
動
作
が
描

か
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
そ
こ
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
情
の
投
影
の

見
ら
れ
な
い
の
は
同
様
で
あ
る
。

　
第
二
部
に
お
い
て
は
、
風
景
等
の
描
か
れ
方
は
よ
り
客
観
的
に

な
り
、
ま
た
、
夫
人
が
そ
こ
か
ら
感
じ
る
内
容
も
自
然
な
も
の
に

変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
第
一
部
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

夫
人
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
理
の
投
影
や
そ
れ
に
伴
う
心
理
の
二
重

構
造
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
体
こ
の
よ
う
な
変
化
は
何

に
よ
る
も
の
か
。
森
が
死
ん
で
客
観
的
判
断
が
可
能
に
な
っ
た
こ

と
が
原
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
だ

ろ
う
か
。
私
は
そ
こ
に
「
お
え
ふ
」
と
の
出
会
い
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
二
節
に
は
お
彼
岸
の
中
日
、
帰
り
造
で
の
三
村
夫
人
と
お
え
ふ

の
出
会
い
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
お
え
ふ
さ
ん
は
長
年
病
身
の
で
人
娘
を
か
か
へ
て
、
私
同

　
　
様
、
殆
ど
外
出
す
る
こ
と
も
な
い
ら
し
い
の
で
こ
こ
四
五
年

　
　
と
云
ふ
も
の
は
私
達
は
と
き
を
り
お
互
の
噂
を
聞
き
合
ふ
位

　
　
で
、
か
う
し
て
顔
を
合
は
せ
た
こ
と
は
つ
い
ぞ
な
か
つ
だ
の

　
　
だ
。
私
達
は
そ
れ
だ
も
の
だ
か
ら
、
な
つ
か
し
そ
う
に
つ
い

　
　
長
い
立
ち
話
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
漸
く
の
事
で
分
か
れ
た
。

　
こ
の
叙
述
を
素
直
に
読
む
時
、
私
は
違
和
感
を
抱
か
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
。
近
く
に
住
ん
で
い
な
が
ら
四
五
年
も
の
間
噂
を

聞
き
合
う
程
度
の
疎
遠
な
付
き
合
い
の
者
と
「
な
つ
か
し
そ
う
に
」

「
長
い
立
ち
話
」
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ど
こ
で
知
り
合
い
、

親
し
く
な
っ
た
の
か
、
「
漸
く
の
事
」
で
分
か
れ
る
ほ
ど
の
名
残

惜
し
さ
は
何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
不
明
で
あ
り
、
唐
突
な
感

を
受
け
る
。

　
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
「
楡
の
家
」
第
二
部
は
「
菜
穂
子
」
と

母
三
村
夫
人
と
の
対
立
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
「
菜
穂
子
」

発
表
の
半
年
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
観

点
か
ら
作
品
を
見
る
と
、
こ
こ
で
お
え
ふ
を
三
村
夫
人
に
親
し
い

存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
る
必
然
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
堀
は
お
え
ふ
と
の
出
会
い
を
演
出
し
た
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
三
村
夫
人
の
精
神
的
変
革
を
も
た
ら
す
契
機
と
し
て
必
要

で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
変
革
は
、
語
り
手
で
あ
る

夫
人
の
事
物
を
見
る
目
を
変
え
、
そ
れ
が
風
景
描
写
や
人
物
描
写

の
違
い
と
な
っ
て
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
変
革
の
兆
候
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
　
私
は
一
人
で
家
路
に
著
き
な
が
ら
、
途
々
、
い
ま
分
か
れ

　
　
て
き
た
ば
か
り
の
お
え
ふ
さ
ん
が
、
数
年
前
に
逢
っ
た
と
き

　
　
か
ら
見
る
と
顔
な
ど
幾
分
老
け
た
や
う
だ
が
、
私
と
は
只
の

五
つ
違
ひ
と
は
ど
う
し
て
も
思
は
れ
ぬ
位
、
素
振
り
な
ど
が

い
か
に
も
娘
々
し
て
ゐ
る
の
を
心
に
蘇
ら
せ
て
ゐ
る
う
ち
に
、

（
中
略
）
ど
う
し
て
あ
あ
単
純
な
何
気
な
い
様
子
を
し
て
ゐ

ら
れ
る
の
だ
ら
う
と
不
思
議
に
思
は
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
私
達
は
ま
あ
ど
ん
な
に
自
分
の
運
命
を

感
謝
し
て
い
い
の
だ
ら
う
。
そ
れ
だ
の
に
、
始
終
、
さ
う
で

も
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
く
な
つ
て
ゐ
る
か
の
や
う

ーに
ヽ
も
う
ど
う
で
も
好
い
や
う
な
事
を
い
つ
ま
で
も
心
痛
し

て
ゐ
る
、
－
さ
う
い
ふ
自
分
た
ち
が
い
か
に
も
異
様
に
私

に
感
ぜ
ら
れ
て
来
だ
し
た
。
（
傍
線
山
本
）

　
背
負
わ
さ
れ
た
き
び
し
い
運
命
に
反
す
る
お
え
ふ
の
「
娘
々
し

て
ゐ
」
る
姿
、
「
何
気
な
い
」
様
子
が
三
村
夫
人
に
そ
う
し
な
い

と
「
気
が
す
ま
な
く
な
っ
て
ゐ
る
か
の
や
う
」
で
「
い
か
に
も
異

様
」
だ
と
自
分
を
省
み
さ
せ
る
。
こ
れ
は
「
菜
穂
子
」
本
編
で
菜

穂
子
や
明
か
お
互
い
の
ま
な
ざ
し
か
ら
我
が
身
を
振
り
返
り
、
生

を
見
つ
め
直
す
の
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
「
菜
穂
子
」
の
本
編
で

は
明
と
の
遅
這
・
再
会
が
菜
穂
子
に
変
革
を
も
た
ら
し
、
菜
穂
子

と
の
邁
迢
・
再
会
が
明
を
彼
の
運
命
へ
と
導
い
て
い
く
対
位
法
の

手
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
お
え
ふ
と
の
出
会
い
が
三
村

夫
人
を
変
え
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
三
村
夫
人
と
お
え
ふ
の
関
係

を
「
菜
穂
子
」
本
編
の
変
奏
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
彼
女
は
そ
の
後
も
薪
を
動
か
す
爺
や
を
見
な
が
ら
「
苛
ら
立
た

し
い
や
う
な
気
持
ち
」
で
い
る
自
分
が
「
ふ
だ
ん
の
物
静
か
な
奥

様
」
「
お
為
合
は
せ
な
」
人
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
を
考
え
る
。

そ
し
て
「
純
粋
な
第
三
者
の
目
に
」
映
る
「
為
合
せ
な
奥
様
と
し

て
の
私
」
や
「
誰
の
目
に
も
さ
う
と
見
え
る
に
違
ひ
な
い
」
勝
ち

気
な
性
分
の
お
え
ふ
だ
け
が
実
在
で
、
本
人
の
感
じ
て
い
る
姿
、

た
と
え
ば
「
何
か
と
絶
え
ず
生
の
不
安
に
怯
か
さ
れ
て
い
る
私
」

は
「
私
が
自
分
勝
手
に
作
り
上
げ
て
ゐ
る
架
空
の
姿
」
だ
と
考
え
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る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
は
、
二
で
の
べ
て
き
た
よ
う
な
ロ
マ

ネ
ス
ク
な
人
物
描
写
や
風
景
描
写
に
落
ち
る
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
影
は

全
て
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
夫
人

は
更
に
一
歩
考
え
を
進
め
る
。

　
　
さ
う
す
る
と
私
だ
っ
て
そ
れ
は
人
生
半
ば
に
し
て
夫
に
死
別

　
　
し
、
そ
の
後
は
多
少
寂
し
い
生
涯
だ
つ
た
が
、
と
も
か
く
も

　
　
ニ
人
の
子
供
を
立
派
に
育
て
上
げ
た
堅
実
な
寡
婦
、
―
そ

　
　
れ
だ
け
が
私
の
本
来
の
姿
で
、
そ
の
ほ
か
の
姿
、
殊
に
此
の

　
　
手
帳
に
描
か
れ
て
あ
る
や
う
な
私
の
悲
劇
的
な
姿
な
ん
ぞ
は

　
　
ほ
ん
の
気
ま
ぐ
れ
な
仮
象
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
だ
。
此
の
手

　
　
帳
さ
へ
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
私
は
こ
の
地
上
か
ら
永
久
に
姿

　
　
を
消
し
て
し
ま
ふ
。
さ
う
だ
、
こ
ん
な
も
の
は
一
恵
ひ
に
焼

　
　
い
て
し
ま
ふ
ほ
か
は
な
い
。
本
当
に
い
ま
す
ぐ
に
も
焼
い
て

　
　
し
ま
は
う
。
…
…

　
　
「
楡
の
家
」
が
三
村
夫
人
の
手
記
の
形
態
を
と
る
以
上
、
第
二

部
執
筆
時
に
は
夫
人
の
意
識
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
る
。
こ
の
引
用

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
仮
象
即
ち
第
三
者
の
目
に
映
る
姿
以
外
の
自

分
の
姿
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
識
を
夫
人
が
持
っ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
彼
女
が
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
自
分
の
姿
も
そ
れ
を
投
影
し
た

風
景
も
描
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ

ろ
う
。
風
景
描
写
の
変
化
は
こ
の
夫
人
の
意
識
の
変
革
に
よ
っ
て

生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
夫
人
の
決
意
は
、
菜
穂
子
が
楡
の
木
の
下
へ
日
記
を
埋
め
よ
う

と
す
る
の
と
等
質
の
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
強
い
も
の
で
あ
る
。
手

帳
に
書
か
れ
て
い
る
悲
劇
的
な
自
分
の
姿
、
そ
れ
は
拙
論
の
「
二
」

で
見
て
き
た
よ
う
に
自
分
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
情
が
色
濃
く
投
影

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
手
帳
を
燃
や
す
こ
と
で
永
久
に
姿
を

消
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心

情
と
の
決
別
で
あ
る
。

　
彼
女
は
結
局
手
帳
を
燃
や
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
決
別

の
意
志
は
現
実
の
直
視
と
い
う
形
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

三
節
の
菜
穂
子
と
の
対
決
の
場
面
で
は
菜
穂
子
の
質
問
に
い
つ
も

の
お
ど
お
ど
し
た
調
子
で
答
え
か
け
な
が
ら
も
、
「
こ
ん
な
お
前

を
避
け
る
や
う
な
態
度
で
ば
か
り
は
も
う
断
じ
て
お
前
に
対
す
ま

い
」
と
決
意
し
、
「
云
ひ
た
い
だ
け
の
こ
と
を
云
は
せ
る
や
う
に

し
」
「
云
つ
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
け
は
残
ら
ず
云
」
う
態
度
を
見

せ
る
。
問
題
を
直
視
せ
ず
逃
げ
て
い
た
森
の
時
と
違
う
の
は
そ
こ
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で
あ
る
。
次
の
引
用
の
部
分
で
も
同
様
の
思
考
と
行
動
が
み
ら
れ

る
。

　
　
　
（
前
略
）
い
ま
、
私
は
そ
れ
を
お
前
に
も
、
ま
た
私
自
身
に

　
　
も
は
つ
き
り
云
ひ
問
か
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

　
　
っ
た
。
「
…
…
い
い
え
、
そ
ん
な
云
ひ
や
う
は
も
う
し
ま
す

　
　
ま
い
。
（
中
略
）
森
さ
ん
が
私
に
お
求
め
に
な
つ
た
の
は
、

　
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
年
上
の
女
性
と
し
て
の
お
話
し
相
手
で
し

　
　
た
。
（
中
略
）
話
し
相
手
は
話
し
相
手
で
も
、
あ
の
方
が
私

　
　
に
ど
こ
ま
で
も
一
個
の
女
性
と
し
て
の
相
手
を
望
ま
れ
て
ゐ

　
　
た
の
が
い
け
な
か
つ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
が
私
を
だ
ん
だ
ん

　
　
窮
屈
に
さ
せ
て
い
つ
た
の
で
す
。
…
…
」

　
夫
人
は
そ
れ
ま
で
逃
げ
て
い
た
菜
穂
子
と
の
対
話
に
お
い
て
、

避
け
て
い
た
森
の
問
題
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
明
言
す
る
。
そ
の

内
容
が
事
実
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
第
二
部
で
は
漠
然
と

悲
劇
と
し
か
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
、
そ
の
原
因
が
森
と

の
接
し
方
に
あ
っ
た
と
い
う
現
実
を
し
っ
か
り
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
後
に
続
く
菜
穂
子
と
の
対
話
も
、
そ
の
不
和
が
「
人
生
の
最

も
崇
高
な
も
の
に
対
す
る
女
ら
し
い
信
従
」
の
有
無
に
起
因
す
る

と
は
っ
き
り
す
る
ま
で
続
け
て
い
る
し
、
死
の
直
前
ま
で
菜
穂
子

と
の
対
決
を
や
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
第
一
部
と
第
二
部
の
冒
頭
、
日
記
を
書
く
理
由
に

つ
い
て
の
叙
述
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
第
一
部
で
は
「
お
そ
ら

く
は
、
私
達
に
は
つ
き
り
と
気
づ
か
れ
ず
に
ゐ
る
何
か
が
起
こ
り

つ
つ
あ
る
」
の
で
「
そ
れ
ら
し
い
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
」
の
正
体

を
突
き
止
め
た
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
動
機
で
あ
る
。
こ
の
叙
述

の
通
り
、
第
一
部
で
は
森
へ
の
思
い
を
は
っ
き
り
と
せ
ず
、
ロ
マ

ネ
ス
ク
な
苦
し
み
に
苦
し
む
自
分
の
姿
を
夫
人
は
描
い
て
い
る
。

し
か
し
、
第
二
部
で
は
「
こ
れ
を
読
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
お
前
に
は

分
か
つ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
」
と
初
め
か
ら
結
論
を
持
っ

て
の
ぞ
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
第
二
部
の
叙
述
は
現
実
の
認
識
に

基
づ
く
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
楡
の
家
」
第
二
部
で
は
、
過
去
の
自
分
Ｉ
ロ
マ
ネ
ス
ク
な

気
持
ち
に
苦
し
む
自
分
と
決
別
し
、
現
実
を
直
視
し
、
そ
れ
に
立

ち
向
か
う
勇
気
を
夫
人
は
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
菜
穂

子
」
本
編
の
菜
穂
子
の
決
意
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
夫
人
の

最
後
の
思
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｉ
そ
れ
よ
り
か
、
お
前
の
顔
を
見
て
か
ら
、
こ
ち
ら
が
自

分
を
す
っ
か
り
無
く
し
て
、
な
ん
の
心
用
意
も
せ
ず
に
お
前
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に
立
ち
向
ひ
な
が
ら
、
そ
の
場
で
自
分
に
浮
ん
で
く
る
こ
と

　
　
を
そ
の
値
云
っ
た
方
が
お
前
の
心
を
動
か
す
こ
と
が
云
へ
る

　
　
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
た
。
（
傍
線
山
本
）

　
こ
こ
か
ら
は
「
菜
穂
子
」
末
尾
の
菜
穂
子
の
感
懐
に
近
い
も
の

が
感
じ
ら
れ
な
い
か
。

そ
れ
は
自
分
が
け
ふ
の
や
う
に
何
物
か
に
魅
せ
ら
れ
た
や

う
に
な
っ
て
夢
中
に
な
っ
て
何
か
手
当
た
り
ば
っ
た
り
の
事

　
　
を
し
つ
づ
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、
一
つ
所
に
ぢ
つ
と
し
て
い
た

　
　
き
り
で
は
到
底
考
え
及
ば
な
い
や
う
な
幾
つ
か
の
人
生
の
断

　
　
面
が
自
分
の
前
に
突
然
現
は
れ
た
り
消
え
た
り
し
な
が
ら
、

　
　
何
か
自
分
に
新
し
い
人
生
の
道
を
そ
れ
と
な
く
指
し
示
し
て

　
　
ゐ
て
呉
れ
る
や
う
に
思
は
れ
て
来
た
事
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
山
本
）

　
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
思
念
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
自
分
を
投
げ
出
し
て
い
っ
て
ま
ず
行
動
す
る
こ
と

か
ら
道
を
切
り
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
等
質
の
態
度
が
見
え
る
。

菜
穂
子
が
最
後
に
新
た
な
る
人
生
に
一
歩
踏
み
出
し
て
い
く
目
覚

め
の
物
語
が
「
菜
穂
子
」
だ
と
す
る
と
、
「
楡
の
家
」
第
二
節
は
三

村
夫
人
の
「
目
覚
め
」
の
物
語
で
あ
る
。
堀
は
、
「
菜
穂
子
」
を

書
き
上
げ
た
後
、
三
村
夫
人
を
も
目
覚
め
さ
せ
た
い
欲
求
に
駆
ら

れ
、
「
目
覚
め
」
を
書
い
た
。
そ
し
て
そ
の
「
目
覚
め
」
は
こ
こ

で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
描
写
の
変
化
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
　
四
　
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
人
物
描
写
と
自
然
描
写

　
三
で
は
三
村
夫
人
の
変
化
か
お
え
ふ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
心
境
の
変
化
が
風
景
描
写
や
人
物
描
写
の
質

を
変
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
よ
っ
て
最
後
に
お
え
ふ
に
つ

い
て
も
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
お
え
ふ
は
「
菜
穂
子
」
で
も
「
過

去
の
あ
る
美
貌
の
女
」
（
四
）
「
勝
ち
気
さ
う
な
お
え
ふ
」
（
五
）

「
容
貌
の
整
っ
た
、
気
性
の
き
び
し
い
女
」
「
過
去
の
お
ほ
い
、
そ

の
癖
ま
だ
娘
の
や
う
な
お
も
か
げ
を
何
処
か
に
残
し
て
ゐ
る
お
え

ふ
」
（
十
三
）
と
「
楡
の
家
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
描
写
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
い
ず
れ
も
外
面
描
写
の
み
で
あ
り
、
そ
の
内
面
は
「
ふ

る
さ
と
び
と
」
で
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
は
『
新
潮
』
昭
和
十
八
年
一
月
号
に
発
表

さ
れ
た
堀
辰
雄
最
後
の
作
品
で
あ
る
。
筑
摩
書
房
版
全
集
第
二
巻

で
約
二
〇
頁
、
「
楡
の
家
」
第
二
部
と
ほ
ぼ
等
し
い
長
さ
の
小
品
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（
四
八
一
１
五
〇
〇
頁
）
で
あ
り
、
全
体
は
大
き
な
四
つ
の
節
か

ら
な
る
。
自
作
解
説
（
堀
辰
雄
作
品
集
第
五
「
菜
穂
子
」
あ
と
が

き
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
」
）
に
よ
れ
ば
「
そ
れ
ら
の
作
品
」
（
山

本
注
「
菜
穂
子
」
「
楡
の
家
」
を
さ
す
）
と
「
或
っ
な
が
り
を
持

た
せ
つ
つ
」
「
一
人
の
田
舎
の
女
を
」
描
い
た
「
素
描
の
や
う
な
」

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
お
え
ふ
も
ま
た
、
「
勝
ち
気
な
女
」
「
誰

に
な
ん
と
云
は
れ
よ
う
と
平
気
な
や
う
に
」
「
屈
託
な
さ
さ
う
」

（
一
）
な
人
物
、
「
い
つ
も
何
気
な
さ
さ
う
」
な
様
子
だ
が
「
不
思

議
に
い
っ
ま
で
も
若
く
美
し
」
い
女
性
（
二
）
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
ど
の
よ
う
な
不
幸
に
も
お
え
ふ
は
「
相
変
ら
ず
」
「
も
と

の
値
」
（
二
）
の
お
え
ふ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
お
え
ふ
が
一
度
だ
け
老
け
て
見
え
る
場
面
が
三
節
に
あ
る
。

　
　
　
（
前
略
）
い
ま
見
て
き
た
ば
か
り
の
荒
ん
だ
二
人
の
生
活
を

　
　
心
に
活
べ
な
が
ら
、
彼
女
は
何
か
思
ひ
が
け
な
い
思
ひ
に
充

　
　
た
さ
れ
た
。
さ
う
し
て
ふ
い
と
、
か
う
や
っ
て
林
の
中
を
Ｉ

　
　
人
で
歩
く
こ
と
な
ど
殆
ど
無
い
と
い
っ
て
い
い
こ
の
頃
の
自

　
　
分
の
こ
と
を
か
へ
り
み
た
。
／
そ
の
林
を
出
る
と
、
冬
の
日

　
　
が
ぱ
あ
っ
と
か
の
女
の
顔
に
あ
た
っ
た
。
お
え
ふ
は
い
っ
に

　
　
な
く
老
け
て
見
え
た
。

　
駆
け
落
ち
し
た
二
人
の
生
活
に
ふ
れ
、
我
が
身
と
引
き
比
べ
た

お
え
ふ
は
初
め
て
老
け
て
見
え
る
。
こ
れ
は
お
え
ふ
に
三
村
夫
人

の
よ
う
な
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
の
揺
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
堀
は
そ
れ
以
上
内
面
に
立
ち
入
ら

な
い
。
そ
れ
は
「
真
に
宗
数
的
な
諦
め
」
を
も
っ
て
生
き
、
ロ
マ

ネ
ス
ク
な
心
の
動
揺
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
し
な
い
、
お
え
ふ

の
生
き
様
を
表
現
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
四
節
の
牡

丹
屋
の
最
後
の
日
の
話
題
を
聞
い
て
お
え
ふ
の
内
面
が
描
か
れ
た

次
の
場
面
で
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
お
え
ふ
は
縫
い
物
を
し
な
が
ら
、
こ
と
も
な
げ
に
云
っ
た
。

　
　
「
そ
ん
な
、
お
前
、
ば
か
ば
か
し
い
こ
と
を
」
／
さ
う
云
つ

　
　
た
き
り
、
お
え
ふ
は
娘
か
ら
目
を
外
ら
せ
て
ゐ
た
。
お
え
ふ

　
　
は
そ
の
と
き
心
の
な
か
で
こ
ん
な
事
を
考
へ
出
し
て
ゐ
た
。

　
　
（
中
略
）
若
し
か
し
て
自
分
た
ち
が
こ
の
家
を
手
放
な
さ
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
羽
目
に
で
も
な
っ
た
り
す
る
の
よ

　
　
り
か
、
一
そ
の
こ
と
、
そ
の
前
に
こ
の
牡
丹
屋
が
ひ
と
り
で

　
　
に
さ
う
や
つ
て
崩
壊
し
て
自
分
た
ち
も
Ｉ
し
よ
に
死
な
れ
た

　
　
ら
い
い
。
…
…
／
「
そ
ん
な
こ
と
を
こ
は
が
つ
て
ゐ
た
事
に
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は
、
お
前
…
…
」
／
お
え
ふ
は
さ
う
云
ひ
な
が
ら
、
し
げ
し

　
　
げ
と
初
枝
の
は
う
へ
目
を
や
っ
た
。

　
お
え
ふ
も
全
く
動
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
考
え
を
も
つ
事

も
あ
る
。
し
か
し
、
瞬
時
に
心
を
切
り
替
え
て
い
る
。
考
え
て
も

仕
方
の
な
い
こ
と
は
切
り
捨
て
、
す
ぐ
に
初
枝
と
い
う
現
実
に
立

ち
戻
っ
て
い
る
。

　
従
来
の
堀
の
作
品
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
情
の
揺
れ
を
テ
ー
マ

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
「
楡
の
家
」
第
一
部
の
よ
う

な
、
風
景
や
人
物
の
描
写
に
よ
っ
て
そ
の
微
妙
な
感
覚
を
表
現
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
部
で
は
そ
の
よ
う
な
ロ
マ
ネ

ス
ク
な
心
情
に
決
別
し
よ
う
と
す
る
人
物
を
描
き
、
風
景
や
人
物

描
写
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
面
の
変
革
を
表
現
し
た
。
そ
こ

で
は
皆
の
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
が
「
私
の
本
来
の
姿
」
で
、
そ

の
ほ
か
の
何
ら
か
の
思
い
が
投
影
さ
れ
た
姿
は
「
気
ま
ぐ
れ
な
仮

象
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
の
だ
と
割
り
切
り
、
捨
て
去
っ
て
し
ま
お

う
と
す
る
三
村
夫
人
の
考
え
に
従
い
、
風
景
は
客
観
的
に
把
握
さ

れ
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
思
い
を
投
影
す
る
人
物
描
写
は
消
さ
れ
て
い
っ

た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
作
品
の
お
え
ふ
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
も
の
と
は

初
め
か
ら
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
り
、
新
た
な
描
写
法
が
必
要
と
な

る
。
そ
こ
で
堀
は
「
楡
の
家
」
第
二
部
の
描
写
を
一
歩
進
め
て
、

こ
の
よ
う
な
描
写
の
方
法
を
採
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。

　
　
「
楡
の
家
」
第
二
部
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
思

い
は
仮
象
で
あ
る
。
仮
象
を
提
示
し
な
が
ら
も
瞬
時
に
そ
の
先
を

切
り
捨
て
る
叙
述
は
、
三
村
夫
人
が
な
そ
う
と
し
た
仮
象
を
捨
て

る
こ
と
の
実
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
思
い
を
ひ

き
ず
ら
な
い
お
え
ふ
の
性
情
を
表
現
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
不
幸
を
感
じ
て
自
分
に
立
ち
帰
っ
た
お
え
ふ
が

い
つ
も
「
も
と
の
儒
」
の
自
分
を
見
い
だ
す
の
は
、
そ
れ
が
仮
象

を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
「
本
来
の
姿
」
だ
か
ら
だ
と
考
え

る
こ
と
が
出
来
ま
い
か
。

　
　
　
こ
ん
な
い
ま
の
初
枝
の
や
う
な
年
頃
に
、
自
分
は
も
う
あ

　
　
ん
な
不
し
あ
は
せ
な
結
婚
を
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
。
－

　
　
と
、
さ
う
強
ひ
て
思
っ
て
も
、
そ
の
頃
の
自
分
の
す
べ
て
が

　
　
何
一
つ
目
を
外
ら
せ
た
い
ほ
ど
痛
ま
し
い
姿
を
し
て
蘇
っ
て

　
　
来
な
い
の
で
あ
る
。
…
…

　
　
「
楡
の
家
」
の
三
村
夫
人
は
常
に
自
分
の
過
去
に
「
悲
劇
」
や

「
悔
い
」
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
四
節
の
引
用
に
み
ら
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れ
る
よ
う
に
お
え
ふ
は
「
不
し
あ
は
せ
」
も
「
痛
ま
し
い
」
記
憶

も
感
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
三
村
夫
人
が
仮
象
と
し
て
捨
て
去
り

た
く
思
っ
て
い
た
も
の
か
ら
お
え
ふ
は
自
由
で
あ
る
。
よ
っ
て

「
仮
象
」
を
持
だ
な
い
彼
女
は
自
分
の
「
本
来
の
姿
」
し
か
見
ら

れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
い
つ
も
「
も
と
の
倫
」
の
お
え
ふ
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
貫
し
た
「
本
来
の
姿
」
し
か
も
だ
な
い
人

物
を
表
現
す
る
に
は
、
常
に
変
わ
ら
ぬ
姿
を
描
き
続
け
る
し
か
な

い
。
「
若
々
し
く
美
し
」
い
お
え
ふ
像
の
強
調
は
こ
の
よ
う
な
お

え
ふ
の
人
間
性
を
表
す
唯
一
の
方
法
で
な
か
っ
た
か
。

　
当
然
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
も
と
で
は
は
「
楡
の
家
」
第
一
部

で
見
ら
れ
た
よ
う
な
感
情
の
投
影
と
し
て
の
自
然
描
写
は
あ
ら
わ

れ
な
い
。
数
少
な
い
自
然
描
写
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
浅
関
根
腰
の
宿
場
の
Ｉ
つ
と
し
て
の
、
瓦
解
前
の
繁
栄
に

　
　
ひ
き
か
へ
、
今
は
吹
き
さ
ら
し
の
原
野
の
中
に
、
い
か
に
も

　
　
宿
場
ら
し
い
造
り
の
、
大
き
な
二
階
建
の
家
が
漸
く
三
土
戸

　
　
ほ
ど
散
在
し
て
ゐ
る
き
り
だ
つ
た
。
し
か
も
そ
の
な
か
に
は

　
　
半
ば
廃
屋
に
な
り
な
が
ら
、
ま
だ
人
の
棲
ん
で
ゐ
る
の
が
あ

　
　
っ
た
り
、
さ
す
が
に
も
う
人
が
棲
ま
ず
に
な
り
、
や
ぶ
れ
た

　
　
床
の
下
を
水
だ
け
が
も
と
の
儒
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
立
て
て
流

　
　
れ
て
ゐ
る
や
う
な
の
も
雑
じ
つ
て
ゐ
た
。

　
廃
屋
は
既
に
紹
介
し
た
「
楡
の
家
」
第
一
部
六
節
、
十
三
節
の

Ｏ
村
の
描
写
の
中
に
も
描
か
れ
て
い
た
が
、
ず
い
ぶ
ん
表
現
の
趣

が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
コ
豆
畑
や
唐
黍
畑
だ
け
は
猛
烈
に
繁
茂

し
て
ゐ
」
る
状
況
や
「
今
に
も
崩
れ
」
そ
う
な
軒
、
「
跡
方
も
な

く
な
つ
」
だ
唐
黍
畑
に
主
人
公
の
気
も
ち
が
仮
託
さ
れ
て
い
た
よ

う
な
「
楡
の
家
」
第
一
部
の
描
写
に
対
し
、
こ
の
作
品
で
は
、
自

然
は
多
く
純
粋
に
客
観
的
な
描
写
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
客
観
性
は
既
に
「
楡
の
家
」
第
二
部
の
自
然
描
写
に
見
え

る
傾
向
を
突
き
詰
め
た
も
の
で
あ
る
。
田
乙
い
を
仮
託
し
た
仮
象
を

排
除
し
よ
う
と
す
る
三
村
夫
人
に
、
お
え
ふ
の
前
身
を
見
る
こ
と

も
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
中
島
昭
は
そ
の
論
文
の
中
で
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
冒
頭
部
分

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
冒
頭
部
分
は
今
ま
で
の
堀
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い

　
　
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
神
西
清
は
「
こ
の
さ
さ
や
か
な
ス
ケ
ッ

　
　
チ
に
、
堀
辰
雄
の
客
観
的
観
察
が
達
し
え
た
深
さ
の
証
し
を
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み
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
、
「
菜
穂
子
」
に
見

　
　
ら
れ
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
こ
こ
に
は
全
く
見
あ
た
ら
な
い
。

　
　
そ
れ
は
こ
の
作
品
制
作
に
当
た
っ
て
の
堀
の
一
つ
の
姿
勢
を

　
　
示
す
も
の
で
あ
る
。
事
実
に
即
し
て
、
作
品
を
作
り
出
そ
う

　
　
と
す
る
姿
勢
が
、
客
観
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
氏
は
こ
れ
に
続
け
て
「
語
と
語
の
響
き
あ
い
、
思
い
切
っ
た
省

略
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
、
俳

句
の
手
法
を
生
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」
こ
の
表
現
の
特
徴

を
「
堀
の
到
達
し
た
表
現
の
理
想
的
な
姿
」
と
評
し
て
い
る
。

　
理
想
的
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
れ
が
堀
の
表
現
の
行
き
着

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
堀

の
表
現
が
次
第
に
こ
の
よ
う
な
も
の
に
変
化
し
て
い
く
、
そ
の
裏

に
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
人
物
の
心
理
を
よ
り
効
果

的
に
表
現
し
た
い
と
す
る
堀
の
意
志
が
あ
り
、
堀
の
描
こ
う
と
し

た
主
題
の
変
化
が
描
写
の
変
化
を
生
ん
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
例
を
挙
げ
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き

た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
を
堀
文
学
の
極
北
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
既
に
「
菜
穂
子
」
や
「
楡
の
家
」
で
見
て
き
た
よ
う
な
ロ
マ

｜

ネ
ス
ク
な
も
の
と
の
決
別
、
自
ら
を
投
げ
出
し
て
い
く
生
へ
の
目

覚
め
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
「
或
つ
な
が
り
」
に
注

目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
生
へ
の
移
行
の
兆
候

が
既
に
「
楡
の
家
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が

描
写
の
側
か
ら
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

注
１

　
「
楡
の
家
」
第
一
部
を
対
象
と
す
る
の
に
当
た
っ
て
は
昭
和
九
年

に
発
表
さ
れ
た
「
物
語
の
女
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
考
慮
し
た
。

「
楡
の
家
」
第
一
部
は
大
き
く
改
作
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ

の
大
半
を
「
物
語
の
女
」
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
が
、
今

回
の
目
的
は
第
二
部
に
お
け
る
三
村
夫
人
の
意
識
の
変
化
を
追
う

こ
と
な
の
で
、
あ
え
て
「
楡
の
家
」
と
し
て
統
合
さ
れ
た
も
の
を

対
象
と
し
た
。

注
２

　
夫
人
が
森
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
が
二
月
、
続
く
十
一
節

が
六
月
の
末
で
あ
る
か
ら
、
文
中
の
「
こ
の
日
頃
」
は
「
数
週
間
」

で
は
な
く
、
そ
の
間
四
ケ
月
間
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
十
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節
冒
頭
で
夫
人
が
森
の
小
説
を
読
ん
だ
の
が
「
そ
の
年
の
冬
」
と

あ
り
、
十
一
節
冒
頭
で
「
そ
の
年
は
空
梅
雨
で
あ
っ
た
」
と
「
そ

の
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
引
用
文
中
で
は
「
こ
の
」
が

使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
表
現
に
こ
だ
わ
る
な
ら
、
「
こ
の
日
頃
」

に
は
、
（
少
な
く
と
も
彼
女
に
と
っ
て
）
日
記
執
筆
時
ま
で
続
く

意
識
で
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
事
も
出
来
る
。

日
記
は
冒
頭
で
い
つ
か
「
数
年
間
秋
深
く
な
る
ま
で
い
つ
も
私
が

一
人
で
居
残
つ
て
ゐ
た
こ
の
家
」
に
菜
穂
子
が
来
る
か
も
し
れ
な

い
、
と
予
想
さ
れ
て
お
り
、
菜
穂
子
と
別
々
に
滞
在
す
る
よ
う
に

な
る
の
は
森
と
の
一
件
以
来
だ
か
ら
、
そ
の
間
何
年
も
彼
女
は
苦

し
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

注
３

　
菜
穂
子
の
人
物
描
写
に
つ
い
て
は
、
「
菜
穂
子
の
手
記
」
に
あ

る
よ
う
に
、
夫
人
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
情
の
投
影
が
見
ら
れ
る
書

き
方
に
な
っ
て
お
り
、
一
考
を
要
す
る
。
し
か
し
、
今
回
は
夫
人

自
身
の
描
写
に
あ
ら
わ
れ
た
夫
人
の
意
識
の
変
化
に
限
定
し
て
論

じ
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
省
筆
し
た
。

注
４

　
「
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
１
次
の
楽
章
へ
の
助
走
」
平
成
四
年
十

二
月
、
『
堀
辰
雄
－
昭
和
十
年
代
の
文
学
』
の
た
め
の
書
き
下

ろ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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