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は
じ
め
に

　
蘇
曼
殊
（
一
八
八
四
～
一
九
一
八
）、
名
は
戩せ

ん

、
字
は
子
穀
、
後

に
字
玄
瑛
、
曼
殊
は
法
号
。
日
本
の
横
浜
に
生
ま
れ
る
。
広
東
出
身

の
商
人
蘇
傑
生
と
そ
の
妾
の
妹
で
あ
る
河
合
若わ

か

と
の
間
に
生
ま
れ
た
。

曼
殊
は
私
生
児
で
あ
り
、
混
血
児
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
特
殊
な
生
ま

れ
の
せ
い
か
、
母
子
は
早
々
に
蘇
家
を
出
て
い
る
。
そ
の
後
、
曼
殊

は
広
東
の
家
に
連
れ
戻
さ
れ
た
が
、
母
が
蘇
家
の
門
を
く
ぐ
る
こ
と

は
二
度
と
な
か
っ
た
。

　
蘇
曼
殊
の
出
生
に
つ
い
て
は
、
混
血
児
説
（
章
炳
麟
「
曼
殊
遺
画

弁
言
」
な
ど
）
の
ほ
か
、
日
本
人
説
（
柳
亜
子
「
蘇
玄
瑛
新
伝
」
な

ど
）
が
あ
る
。
柳
亜
子
な
ど
は
、
は
じ
め
混
血
児
説
を
唱
え
、
そ
の

後
「
蘇
玄
瑛
新
伝
」
で
日
本
人
説
を
、
そ
し
て
「
蘇
曼
殊
伝
略
」
で

再
び
混
血
児
説
を
提
唱
し
た
。
曼
殊
の
妹
蘇
恵
珊
氏
の
「
亡
兄
蘇
曼

殊
的
身
世
―
致
羅
孝
明
先
生
長
函
（
（
（

」
が
発
表
さ
れ
て
以
降
は
混
血
児

説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
（
（
（

。
生
前
に
親
交
の
あ
っ
た
柳
亜
子
で
す
ら

な
か
な
か
意
見
を
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
曼
殊
の
出
生
も
、
こ
れ
で
一

応
は
決
着
し
た
。
百
年
ほ
ど
前
の
人
で
、
同
時
代
を
生
き
た
柳
亜
子

や
陳
去
病
な
ど
が
彼
の
研
究
に
乗
り
出
し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
こ

う
も
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
一
定
し
な
か
っ
た
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
原
因
を
作
っ
た
の
は
蘇
曼
殊
自
身
で
あ
っ
た
。

　
蘇
曼
殊
は
自
身
の
特
殊
な
生
い
立
ち
に
関
し
て
、
友
人
た
ち
に
あ

る
程
度
仄
め
か
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
詳
細
に
は
語
っ
て
い
な
か
っ

た
（
（
（

。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
混
乱
を
招
い
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

彼
の
自
伝
的
小
説
と
見
做
さ
れ
る
『
断
鴻
零
雁
記
』
で
は
、
主
人
公

は
中
国
で
育
っ
た
日
本
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
生
き
別
れ

た
日
本
人
の
母
親
に
逗
子
ま
で
会
い
に
行
く
描
写
が
あ
る
。
訳
詩
集

『
潮
音
』
の
跋
文
（
（
（

で
は
、
彼
は
日
本
人
で
五
歳
ま
で
江
戸
で
暮
ら
し

て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
蘇
曼
殊
日
本
人
説
の
根
源
は
ほ
か
で

も
な
い
蘇
曼
殊
自
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
結
局
日
本
人
説
が

 　
　

蘇
曼
殊
の
「
本
事
詩
十
章
」
に
つ
い
て

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

荒
　
井

　
　
　
礼　
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正
し
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
飯
塚
朗
氏
は
様
々
な
資

料
を
閲
覧
し
た
う
え
で
、「
曼
殊
は
と
っ
く
に
自
分
が
日
華
の
混
血

児
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
た
と
見
た
い
」（
飯
塚
氏

著
書
二
八
九
頁
）
と
述
べ
、
蘇
曼
殊
が
十
六
歳
の
と
き
、
彼
が
通
っ

た
横
浜
の
大
同
学
校
で
教
師
が
「
相
子
（
混
血
児
）」
に
手
を
挙
げ

さ
せ
た
と
こ
ろ
、
曼
殊
も
手
を
挙
げ
た
と
い
う
話
を
紹
介
す
る
。
彼

は
自
分
が
混
血
児
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
種
々
の
憶
測
が

浮
上
し
た
の
は
、
彼
が
自
身
の
詩
文
や
小
説
で
、
自
分
の
プ
ロ
フ
ィ

ー
ル
を
さ
も
あ
り
そ
う
な
ふ
う
に
仕
上
げ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
友
人
た
ち
に
対
し

て
敢
え
て
真
実
を
口
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　「
本
事
詩
十
章
」
は
、
蘇
曼
殊
が
日
本
に
お
い
て
の
自
身
の
経
験

を
描
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
伝
的
作
品
と
さ
れ
て
き
た

『
断
鴻
零
雁
記
』（
一
九
一
二
年
よ
り
執
筆
）
な
ど
よ
り
も
早
い
段
階

で
ま
と
め
ら
れ
、
な
お
か
つ
、『
断
鴻
零
雁
記
』
と
重
な
る
記
述
も

多
い
の
で
、
最
も
初
期
の
自
伝
的
作
品
と
見
做
せ
る
の
だ
が
、
従
来

研
究
対
象
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
論
は
こ
の
自
伝
的
作
品
を

通
し
て
、
蘇
曼
殊
が
ど
の
よ
う
に
自
己
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
描
写
し

て
い
た
の
か
、
こ
の
連
作
の
発
表
に
よ
っ
て
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た

の
か
を
考
察
す
る
。
底
本
に
は
柳
亜
子
編
『
蘇
曼
殊
全
集
』（
中
国

書
店
、
一
九
八
五
。
以
下
『
全
集
』
と
略
称
）
を
用
い
る
。
本
作
に

は
曼
殊
の
自
注
が
存
在
す
る
が
、『
全
集
』
に
は
其
七
に
し
か
見
え

な
い
。
そ
の
た
め
、
自
注
は
邵
盈
午
注
『
蘇
曼
殊
詩
集
』（
北
京
出

版
集
団
公
司
北
京
十
月
文
芸
出
版
社
、
二
〇
一
三
）
に
拠
っ
た
（
（
（

。

一
、「
本
事
詩
十
章
」
の
内
容
に
つ
い
て

　「
本
事
詩
十
章
」
は
、
柳
亜
子
の
説
に
よ
れ
ば
一
九
〇
九
年
前
半

に
制
作
さ
れ
た
（
（
（

。
題
名
は
本
づ
く
故
事
の
あ
る
詩
の
意
で
、
唐
・
孟

棨
の
『
本
事
詩
』
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
孟
棨
の
著
作

が
唐
代
の
著
名
人
の
故
事
を
綴
っ
て
い
る
の
と
は
違
い
、
こ
の
詩
は

蘇
曼
殊
自
身
の
事
を
詠
じ
て
い
る
。
連
作
の
多
く
に
女
性
の
描
写
が

見
え
る
の
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
は
女
性
を
主

題
と
し
た
作
品
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
柳
亜
子
は
日
本
の
歌

妓
百
助
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
見
做
し
、
熊
潤
桐
は
そ
の
詩
の

一
部
は
静
子
と
い
う
日
本
人
女
性
を
詠
じ
た
も
の
と
し
、
周
作
人
は

理
想
の
女
性
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
（
（

。
確
か
に
、
こ
の
連
作

に
蘇
曼
殊
と
関
係
の
あ
る
女
性
の
影
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
し

か
し
、
特
定
の
誰
か
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
見
る
よ
り
は
、
蘇
曼
殊

の
日
本
で
の
経
験
を
綴
っ
た
作
品
と
見
做
す
ほ
う
が
穏
当
で
あ
る
と

考
え
る
。
詩
中
に
は
、「
八
雲
筝
」（
其
一
）・「
番
茶
」（
其
二
）・「
華
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厳
瀑
布
」（
其
五
）・「
尺
八
簫
」・「
桜
花
」（
其
九
）
な
ど
日
本
特
有

の
も
の
が
登
場
す
る
の
も
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

「
本
事
詩
十
章
」
が
彼
の
日
本
で
の
経
験
を
元
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
例
と
し
て
其
二
を
挙
げ
る
。

　
①
丈
室
番
茶
手
自
煎

　
　
丈
室

　
番
茶

　
手
自
ら
煎
る

　
　
語
深
香
冷
涕
潸
然

　
　
語
る
こ
と
深
く

　
香
冷
か
に
し
て

　
涕

潸
然
た
り

　
　
生
身
阿
母
無
情
甚

　
　
生
身
の
阿
母

　
無
情
な
る
こ
と
甚
し

　
　
為
向
摩
耶
問
夙
縁

　
　
為た

め

に
摩ま

耶や

に
向
か
ひ
て
夙
縁
を
問
ふ

　
蘇
曼
殊
は
日
本
に
滞
在
中
、
日
本
人
の
母
親
と
会
っ
て
い
た
（
（
（

。
こ

れ
は
そ
の
時
の
こ
と
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
句
の
「
丈
室
」

は
維
摩
丈
室
の
こ
と
で
狭
い
部
屋
を
意
味
す
る
。
第
三
句
の
「
阿

母
」
は
母
親
の
こ
と
を
俗
っ
ぽ
く
言
っ
た
も
の
。「
第
四
句
」
の
「
摩

耶
」
と
は
釈
迦
の
母
親
で
あ
る
摩
可
摩
耶
の
こ
と
。
柳
亜
子
は
「
本

事
詩
」
が
百
助
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
こ
の

詩
の
後
半
二
句
を
挙
げ
て
い
る
（
（
（

。
し
か
し
、「
丈
室
」
が
維
摩
詰
に

関
係
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
詩
の
主
人
公
は
男

性
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
最
も
注
意
し
た
い
の
は
、「
阿
母
」
と
「
摩
耶
」、
母
親
を
意
味
す

る
語
を
二
つ
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
同
等
に
扱
っ

て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
①
で
母
を
意
味
す
る
語
を
、
わ
ざ
わ

ざ
言
い
換
え
て
用
い
て
い
る
の
に
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
を
持
た

せ
る
た
め
で
は
な
い
か
。
甚
だ
無
情
で
あ
る
「
生
身
の
阿
母
」
に
対

し
て
、
釈
迦
の
母
親
で
あ
る
「
摩
耶
」
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は

「
無
慈
悲
」
と
「
慈
悲
」
の
対
比
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
柳
亜
子
の
「
蘇
曼
殊
伝
略
」
に
よ
る
と
、
蘇
曼
殊
の
産
み
の
母
で

あ
る
河
合
若
は
産
後
す
ぐ
に
日
本
へ
帰
り
、
残
さ
れ
た
曼
殊
の
世
話

は
、
河
合
若
の
姉
河
合
仙
に
託
さ
れ
た
と
い
う
（
（1
（

。
つ
ま
り
、
曼
殊
に

は
産
み
の
親
（
河
合
若
）
と
育
て
の
親
（
河
合
仙
）
が
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
河
合
若
と
は
幼
い
こ
ろ
に
別
れ
て
以
来
、
再
び
会

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
異
説
の
多
い
伝
記
で
も
共
通
し

て
い
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
日
本
で
再
会
し
た
母
と
い
う
の

は
、
育
て
の
母
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蘇
曼
殊
に
と
っ
て
幼
い
自
分

と
別
れ
て
、
以
後
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
産
み
の
母
を
無
情
と
感
じ

る
の
は
無
理
な
き
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
情
な
る
こ
と
甚
だ

し
い
「
阿
母
」
は
生
母
た
る
河
合
若
、「
摩
耶
」
は
自
ら
を
養
育
し

て
く
れ
た
母
河
合
仙
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
句

で
「
夙
縁
を
問
ふ
」
と
い
う
の
も
、
曼
殊
自
身
と
河
合
姉
妹
の
因
縁

に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
て
い
た
と
見
え
る
。
こ
の
「
本
事
詩
」
が
た

だ
の
恋
愛
詩
で
は
な
く
、
蘇
曼
殊
自
身
の
経
験
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
彼
の
存
在
と
か
個
性
と
か

い
っ
た
も
の
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
成
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。



 
（46）

　
次
に
恋
愛
詩
的
要
素
を
含
む
作
品
を
挙
げ
た
い
。
こ
う
し
た
作
品

が
含
ま
れ
る
こ
と
も
「
本
事
詩
」
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、

曼
殊
の
女
性
に
求
め
る
理
想
が
窺
え
る
た
め
で
あ
る
。

　
②
烏
舎
凌
波
肌
似
雪

　
　
烏ウ

シ
ャ
ス舎

波
を
凌
ぎ
て

　
肌

　
雪
に
似
た
り

　
　
親
持
紅
葉
索
題
詩

　
　
親
ら
紅
葉
を
持
ち
て
詩
を
題
せ
ん
こ
と

を
索も

と

む

　
　
還
卿
一
鉢
無
情
涙

　
　
卿
に
還
す

　
一
鉢
無
情
の
涙

　
　
恨
不
相
逢
未
剃
時

　
　
恨
む
ら
く
は

　
未
だ
剃
せ
ざ
る
時
に
相

逢
は
ざ
り
し
を
（
其
六
）

　
イ
ン
ド
神
話
の
暁
紅
の
女
神
ウ
シ
ャ
ス
の
よ
う
な
女
性
が
縁
結
び

の
詩
を
求
め
て
く
る
（
（（
（

。
し
か
し
、
蘇
曼
殊
は
自
身
が
仏
に
帰
依
し
た

身
だ
か
ら
と
、
女
性
の
思
い
に
は
応
じ
な
い
。「
烏
舎
」
は
自
伝
的

小
説
『
断
鴻
零
雁
記
』
第
十
二
章
に
お
い
て
、
主
人
公
の
従
姉
静
子

の
美
貌
と
学
識
を
称
え
る
際
、
比
較
の
対
象
と
し
て
登
場
す
る
（
（1
（

。
主

人
公
の
母
は
こ
の
静
子
を
娶
る
よ
う
迫
る
が
、
主
人
公
は
出
家
し
た

身
だ
か
ら
と
縁
談
を
断
る
。
②
は
登
場
人
物
の
性
質
・
実
ら
ざ
る
恋

を
描
い
て
い
る
点
が
自
伝
的
小
説
と
共
通
す
る
。

　
③
相
憐
病
骨
軽
於
蝶

　
　
相
憐
れ
む

　
病
骨
の
蝶
よ
り
も
軽
き
を

　
　
夢
入
羅
浮
万
里
雲

　
　
夢
は
入
る

　
羅
浮

　
万
里
の
雲

　
　
贈
爾
多
情
書
一
巻

　
　
爾な

ん
ぢに

贈
る

　
多
情
の
書
一
巻

　
　
他
年
重
検
石
榴
裙

　
　
他
年

　
重
ね
て
検
せ
ん
石
榴
裙
（
其
七
）

　「
羅
浮
」
は
広
東
省
増
城
市
に
あ
る
山
。
梅
の
名
所
。
固
有
の
蝶

が
生
息
し
て
お
り
、
そ
の
蝶
は
麻
姑
仙
の
衣
服
が
変
化
し
た
も
の
と

い
う
伝
説
も
あ
る
（
清
・
屈
大
均
『
広
東
新
語
』
巻
二
十
四
）。「
多

情
書
」
と
は
、
イ
ン
ド
の
グ
プ
タ
朝
の
詩
人
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
の
戯
曲

『
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
姫
』（
辻
直
四
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
が

あ
る
）
を
指
す
（
（1
（

。
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
と
ド
ゥ
フ
シ
ャ
ン
タ
の
恋
と
別

れ
、
そ
し
て
再
会
を
描
く
。
詩
は
、「
多
情
書
」
を
贈
ら
れ
た
女
性

が
蘇
曼
殊
と
の
情
事
を
思
い
出
し
て
涙
し
、
い
つ
か
そ
の
涙
痕
が
染

み
込
ん
だ
「
石
榴
裙
」
を
蘇
曼
殊
が
見
て
感
慨
を
催
す
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
と
結
ぶ
（
（1
（

。「
多
情
書
」
を
贈
ら
れ
た
相
手
は
中
国
の
羅
浮

山
の
あ
た
り
に
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
、
③
は
「
本
事
詩
」

が
日
本
の
百
助
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
説
を
否
定
す
る
根
拠
に

も
な
る
。

　
②
と
同
様
に
、
③
に
描
か
れ
る
女
性
像
か
ら
も
他
の
蘇
曼
殊
作
品

に
登
場
す
る
女
性
た
ち
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
が
中
国

の
羅
浮
山
に
い
る
こ
と
、
そ
こ
が
梅
の
名
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

『
断
鴻
零
雁
記
』
の
主
人
公
の
許
嫁
で
あ
っ
た
雪
梅
が
想
起
さ
れ
る
。

名
前
に
「
梅
」
字
が
あ
り
、
彼
女
が
主
人
公
と
再
会
し
た
の
は
羅
浮

山
の
あ
る
広
東
省
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
雪
梅
が
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
を
理
解
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
漢
文
訳
が
存
在

し
な
い
限
り
彼
女
が
実
際
の
相
手
だ
と
は
断
定
し
が
た
い
。『
シ
ャ
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ク
ン
タ
ラ
ー
姫
』
に
は
英
訳
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
ば

蘇
曼
殊
と
交
流
の
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
女
性
雪シ

ュ
ボ
ン
ヌ鴻

（
ル
ビ
は
飯
塚
氏

著
作
に
拠
る
）
が
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
女
は
香
港
に
住
ん
で
い
た
と

い
う
の
で
場
所
的
に
は
合
致
し
な
い
。

　「
本
事
詩
」
に
登
場
す
る
女
性
は
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
実
態
が

つ
か
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
女
神
ウ
シ
ャ
ス
の
よ
う
で

あ
る
と
か
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
も
し
く
は
英
文
で
書
か
れ
た
「
多
情

書
」
を
解
し
、
則
天
武
后
が
し
た
よ
う
に
「
石
榴
裙
」
を
恋
人
に
贈

る
な
ど
、「
本
事
詩
」
の
女
性
像
は
才
色
兼
備
に
過
ぎ
て
現
実
離
れ

し
た
印
象
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
周
作
人
が
興
味
深
い
見
解
を
示

し
て
い
る
。

曼
殊
の
文
中
に
説
か
れ
る
百
助
や
静
子
に
は
幾
つ
か
の
共
通
点

が
見
え
る
。
こ
れ
は
修
辞
上
の
重
複
で
あ
っ
て
、
曼
殊
に
は
胸

中
に
抱
く
お
お
ま
か
な
理
想
の
美
人
像
が
あ
り
、
そ
の
意
中
の

女
性
を
描
く
際
に
は
い
つ
も
似
た
よ
う
な
話
柄
を
用
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
人
物
が
何
者
か
な
ど
は
問
題
に
は
し
な
い
の
で

あ
る
。
…
…
女
郎
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
詩
画
（
及
び
八
宝

飯
？
）
は
、
み
な
曼
殊
の
愛
好
す
る
も
の
で
、
チ
ャ
ン
ス
さ
え

あ
れ
ば
そ
れ
ら
を
一
括
り
に
し
て
提
出
す
る
の
で
あ
る
。
調
筝

の
人
と
『
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
』、
静
子
と
『
パ
ー
ニ
ニ
八
部
書
』

な
ど
は
、
す
べ
て
彼
の
心
を
満
足
さ
せ
る
夢
想
で
あ
り
、
わ
れ

ら
は
そ
れ
を
見
て
面
白
い
も
の
だ
と
笑
み
を
こ
ぼ
す
の
で
あ
る
（
（1
（

。

　
つ
ま
り
、
蘇
曼
殊
作
品
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
み
な
理
想
の
女

性
像
を
描
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
実
体
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

周
作
人
の
説
は
可
能
性
と
し
て
は
十
分
に
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
母
親
が
登
場
す
る
①
の
描
写
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の

す
べ
て
が
虚
構
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
本
作
は
実
際
の
経
験

に
潤
色
を
加
え
た
も
の
と
見
る
ほ
う
が
、
よ
り
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ

な
ら
ば
、
③
に
見
え
る
女
性
像
に
も
些
か
説
明
が
つ
く
。
③
か
ら
は

複
数
の
女
性
像
が
想
起
で
き
た
。
こ
れ
は
、
複
数
の
女
性
と
の
出
来

事
を
掛
け
合
わ
せ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
女
性
像
が
『
断
鴻
零
雁
記
』
に
於
い
て
雪
梅
・
雪
鴻
、
そ
し
て

静
子
の
個
性
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
（1
（

。

二
、
修
辞
上
の
重
複

　
周
作
人
が
「
修
辞
上
の
重
複
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
蘇
曼
殊
は

言
葉
や
設
定
の
使
い
ま
わ
し
を
よ
く
行
う
。
そ
の
現
象
は
「
本
事

詩
」
に
も
現
れ
て
い
る
。
す
で
に
②
③
で
見
た
『
断
鴻
零
雁
記
』
と

の
共
通
性
が
こ
れ
に
あ
た
る
ほ
か
、
別
の
詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
句

と
同
様
の
句
が
、「
本
事
詩
」
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
其
一
の
前
半
二
句
、

　
④
無
量
春
愁
無
量
恨

　
　
無
量
の
春
愁

　
無
量
の
恨
み
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一
時
都
向
指
間
鳴

　
　
一
時
に
都
て
指
間
に
向
い
て
鳴
る

　
日
本
で
病
を
患
っ
て
い
る
時
、
女
性
の
奏
で
る
「
八
雲
筝
（
八や

雲く
も

琴ご
と

）」
の
音
色
を
聞
い
て
、
悲
し
み
や
恨
み
が
無
限
に
湧
い
て
く
る

と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
前
半
二
句
と
ほ
ぼ
同
じ
句
が
、「
題

百
助
眉
史
小
影
片
寄
天
笑
（
百
助
眉
史
の
小
影
片
に
題
し
〔
包
〕
天

笑
に
寄
す
）」（『
全
集
』
第
一
冊
、
一
六
三
頁
）
と
題
す
る
詩
に
も

見
え
る
。

　
⑤
無
限
春
愁
無
限
恨

　
　
無
限
の
春
愁

　
無
限
の
恨
み

　
　
一
時
都
向
指
間
鳴

　
　
一
時
に
都
て
指
間
に
向
い
て
鳴
る

　「
無
量
」
が
「
無
限
」
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
④
と
変
わ
ら
な
い
。

内
容
も
女
性
の
筝
の
音
色
を
聞
い
て
涙
を
流
す
と
い
う
も
の
で
、
④

と
同
じ
で
あ
る
。
蘇
曼
殊
の
言
に
拠
る
と
、
こ
の
詩
は
も
と
も
と

「
静
女
調
筝
図
」
い
う
画
に
題
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
（1
（

。
こ
の

よ
う
に
、「
本
事
詩
」
と
同
じ
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
題
に
女
性
が

登
場
す
る
別
詩
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
後
年
、「
本
事
詩
」
が
女
性

の
為
に
作
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
要
因
に
な
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。

　
次
に
「
本
事
詩
」
其
十
を
挙
げ
る
。

　
⑥
九
年
面
壁
成
空
相

　
　
九
年
の
面
壁
も
空
相
と
成
る

　
　
持
錫
帰
来
悔
晤
卿

　
　
錫
を
持
ち

　
帰
り
来
た
り
て

　
卿
に
晤

ふ
を
悔
ゆ

　
　
我
本
負
人
今
已
矣

　
　
我
れ
本
よ
り
人
に
負
く

　
今

　
已
ん
ぬ

る
か
な

　
　
任
他
人
作
楽
中
筝

　
　
他
の
人
の
楽
中
の
筝
と
作
る
に
任
す

　
こ
の
詩
は
、
自
注
に
「
南
漢
黄
捐
詞
云
、『
願
作
楽
中
筝
、
得
近

玉
人
繊
手
子
』（
南
漢
の
黄
捐
の
詞
に
云
ふ
、『
願
は
く
は
楽
中
の
筝

と
作
り
、
玉
人
の
繊
手
子
に
近
づ
く
を
得
ん
』
と
）」
と
あ
り
、
心

を
寄
せ
る
女
性
を
想
定
し
た
作
品
で
あ
る
と
解
せ
る
。
詩
で
は
、
こ

の
女
性
に
会
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
せ
っ
か
く
の

「
面
壁
（
禅
の
修
行
）」
が
「
空
相
（
無
駄
）」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
。
次
に
「
憶
劉
三
・
天
梅
」
詩
を
挙
げ
る
。

　
⑦
九
年
面
壁
成
空
相

　
　
九
年
の
面
壁
も
空
相
と
成
る

　
　
万
里
帰
来
一
病
身

　
　
万
里

　
帰
来
す

　
一
病
身

　
　
涙
眼
更
誰
愁
似
我

　
　
涙
眼

　
更
に
誰
れ
か
愁
ふ
る
こ
と
我
れ

に
似
た
る

　
　
親
前
猶
自
憶
詞
人

　
　
親
前

　
猶
ほ
自
ら
詞
人
を
憶
ふ

　
第
一
句
は
⑥
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
⑦
は
母
親
と
再
会

し
た
と
き
の
こ
と
を
詠
じ
た
も
の
（
注
８
参
照
）
で
あ
り
、
⑥
と
は

詠
じ
ら
れ
て
い
る
対
象
が
違
う
。
よ
っ
て
、
長
年
の
修
行
も
無
駄
に

な
っ
た
と
涙
す
る
の
は
、
母
親
と
再
会
し
た
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
自
注
に
は
、「
余
れ
出
家
し
て
剛
に
九
年
」
と
あ
る
。「
九
年

面
壁
」
が
実
数
で
あ
れ
ば
、
出
家
の
年
に
も
異
同
が
生
じ
る
。
ま
っ

た
く
同
じ
言
葉
を
用
い
た
句
で
も
、
詩
題
や
他
の
句
と
の
組
み
合
わ
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せ
で
内
容
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
現
象
で
あ
り
、
斬
新
な

作
詩
法
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
自
身
の
経
歴
を
混
乱
さ
せ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
果
た
し
て
本
人
は
気
づ
い
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
、
気
づ
く
気
づ
か
な
い
以
前
に
、
こ
う
し
た
こ

と
に
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
出
家
の
年
を
問

題
に
挙
げ
れ
ば
、
一
九
一
二
年
発
表
の
「
潮
音
跋
」
で
は
十
二
歳
の

時
と
言
っ
て
い
る
（
（1
（

。

　
こ
の
「
潮
音
跋
」
は
曼
殊
日
本
人
説
の
発
端
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
劉
三
は
曼
殊
に
こ
う
問
い
質
し
て
い
る
。

「
わ
た
し
た
ち
は
今
ま
で
君
が
中
国
と
日
本
の
混
血
児
で
あ
る
と
理

解
し
て
い
た
が
、
こ
の
飛
錫
の
文
章
（
筆
者
注
記
‥
「
潮
音
跋
」
の

こ
と
）
に
拠
れ
ば
、
君
は
完
全
な
る
日
本
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。
本
当
の
と
こ
ろ
を

言
っ
て
く
れ
た
ら
そ
れ
で
済
む
の
だ
が
」
と
。
こ
れ
に
蘇
曼
殊
は
、

「
こ
ん
な
こ
と
が
い
っ
た
い
ど
ん
な
問
題
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ

ん
な
真
剣
に
な
ら
な
く
て
も
よ
い
で
す
よ
」
と
答
え
た
（
（1
（

。

　
出
自
に
関
し
て
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
か
ら
答
え
を
は
ぐ

ら
か
し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
見

た
よ
う
に
、
蘇
曼
殊
は
同
じ
文
句
や
設
定
の
使
い
ま
わ
し
を
よ
く
行

っ
て
い
る
。
④
⑤
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
を
持
つ
も
の
も
あ

れ
ば
、
②
③
に
見
え
る
女
性
像
の
よ
う
に
『
断
鴻
零
雁
記
』
の
ヒ
ロ

イ
ン
た
ち
に
そ
の
性
格
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
甚
だ

し
い
の
は
、
⑦
の
よ
う
に
生
き
別
れ
た
母
親
と
の
再
会
と
い
う
一
大

事
さ
え
、
⑥
で
は
一
女
性
と
の
恋
愛
事
に
転
化
さ
せ
て
い
る
。
彼
に

と
っ
て
は
、
そ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
出
自
さ
え
も
自
己
の
文
学
に
花
を

添
え
る
演
出
の
一
環
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
修
辞

上
の
重
複
」
と
い
う
現
象
は
、
曼
殊
が
こ
う
し
た
こ
と
を
平
然
と
行

え
る
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
性
格
が
、
己
の
経
歴
さ
え
も
文
学
の
好
材
料
と
し
て
用
い
、
時
に

は
潤
色
も
厭
わ
な
い
、
特
殊
な
文
学
観
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

三
、
蘇
曼
殊
と
バ
イ
ロ
ン

　「
修
辞
上
の
重
複
」
は
、
蘇
曼
殊
の
作
品
を
見
る
う
え
で
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
特
徴
で
あ
る
。
彼
の
作
品
を
虚
構
化
し
曖
昧
化
し
て

い
る
一
要
因
が
こ
の
特
徴
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
虚
構
で
あ
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
る
今
日
的
な
小
説
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
大
し
た
問
題

に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
本
事
詩
」
の
よ
う
な
自
分
の
身
の
上

を
語
る
詩
文
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
手
法
を
取
る
の
は
不
可
解
で
あ

る
。
多
少
の
誇
張
が
含
ま
れ
る
の
は
良
い
と
し
て
も
、
②
③
に
見
る

よ
う
な
女
性
た
ち
と
の
恋
愛
は
あ
ま
り
に
も
現
実
離
れ
し
過
ぎ
て
い

る
し
、
母
親
と
の
再
会
を
一
女
性
と
の
情
事
と
し
て
改
変
す
る
の
は

「
本
事
」
の
域
を
超
え
て
い
る
。「
本
事
詩
」
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
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描
写
を
行
っ
た
の
は
、
こ
の
詩
の
読
者
た
ち
に
自
分
を
紹
介
す
る
目

的
の
ほ
か
、
さ
ら
に
何
か
し
ら
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　「
本
事
詩
」
に
は
、
蘇
曼
殊
が
影
響
を
受
け
た
詩
人
に
つ
い
て
述

べ
た
一
首
が
あ
る
。
其
三
、

　
⑧
丹
頓
裴
倫
是
我
師

　
　
丹ダ

ン
テ頓

　
裴バ

イ
ロ
ン倫

　
是
れ
我
が
師

　
　
才
如
江
海
命
如
糸

　
　
才
は
江
海
の
如
く

　
命
は
糸
の
如
し

　
　
朱
弦
休
為
佳
人
絶

　
　
朱
弦

　
佳
人
の
為
に
絶
つ
を
休や

む
る
も

　
　
孤
憤
酸
情
欲
語
誰

　
　
孤
憤
酸
情

　
誰
に
語
ら
ん
と
か
欲
す
る

　
イ
タ
リ
ア
の
ダ
ン
テ
と
イ
ギ
リ
ス
の
バ
イ
ロ
ン
を
師
と
仰
い
で
い

る
。
後
半
は
艶
詩
的
な
表
現
に
も
見
え
る
が
、「
朱
弦
」
の
句
は
伯

牙
と
鍾
子
期
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、「
佳
人
」
は
ダ
ン

テ
と
バ
イ
ロ
ン
を
指
し
て
い
る
。
彼
ら
が
い
な
い
今
、
文
字
を
著
す

こ
と
を
や
め
る
で
も
な
い
が
、
我
が
憤
懣
を
誰
に
打
ち
明
け
た
ら
よ

い
の
か
と
詩
は
結
ば
れ
る
。
西
洋
の
詩
人
に
対
す
る
曼
殊
の
傾
倒
が

窺
え
る
。
と
り
わ
け
、
バ
イ
ロ
ン
に
関
し
て
は
『
拝バ

イ
ロ
ン輪

詩
選
』
を
編

纂
し
、
そ
の
訳
詩
の
数
も
他
の
外
国
の
詩
人
た
ち
と
比
べ
て
最
も
多

く
、
友
人
に
与
え
た
手
紙
の
中
で
、
屈
原
と
李
白
に
並
ぶ
詩
人
で
あ

る
と
述
べ
る
（
11
（

な
ど
、
最
も
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
曼
殊
は

バ
イ
ロ
ン
の
ど
こ
に
惹
か
れ
た
の
か
。

　
笠
原
順
路
編
『
対
訳
バ
イ
ロ
ン
詩
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
）

の
「
バ
イ
ロ
ン
略
伝
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
涯
を
見
る
と
、
蘇
曼
殊

と
の
共
通
点
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
以
下
、
三
つ
の
項
目
を
立
て
、

バ
イ
ロ
ン
に
関
す
る
事
柄
と
蘇
曼
殊
と
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
。

１
、
幼
少
期

　
バ
イ
ロ
ン
（
一
七
八
八
～
一
八
二
四
）
は
父
親
の
後
妻
の
子
と
し

て
生
ま
れ
る
。
生
ま
れ
つ
き
右
足
が
彎
足
で
あ
っ
た
。
父
親
の
放
蕩

で
借
金
が
あ
り
、
そ
の
取
り
立
て
を
苦
に
し
て
母
親
は
バ
イ
ロ
ン
と

乳
母
を
連
れ
て
故
郷
に
帰
る
。
父
親
は
二
年
後
に
死
去
。
そ
の
後
、

バ
イ
ロ
ン
が
爵
位
を
継
ぐ
と
、
バ
イ
ロ
ン
家
伝
来
の
館
に
移
り
住
む
。

十
三
歳
の
時
、
乳
母
の
虐
待
を
避
け
る
た
め
、
学
校
に
入
学
し
た
。

　
蘇
曼
殊
が
生
後
す
ぐ
に
母
親
と
共
に
母
の
実
家
に
帰
っ
た
こ
と
、

生
来
の
欠
陥
（
曼
殊
―
混
血
児
・
バ
イ
ロ
ン
―
彎
足
）、
家
で
虐
待

を
受
け
て
い
た
こ
と
（
1（
（

が
共
通
す
る
。

２
、
作
品
に
対
す
る
自
己
体
験
の
反
映

　
笠
原
氏
に
拠
る
と
、「
１
８
０
９
年
７
月
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
以
来

の
友
人
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
（
お
よ
び
召
使
三
名
）
と
大
陸
旅
行
に
出
か
け

る
。
…
…
ス
ペ
イ
ン
で
初
め
て
見
た
闘
牛
が
バ
イ
ロ
ン
に
与
え
た
驚

き
は
、
の
ち
に
本
書
に
収
録
し
た
『
貴
公
子
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第

１
巻
の
一
部
と
な
る
。
…
…
こ
う
し
た
異
国
で
の
体
験
は
、
人
生
に
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対
す
る
洞
察
を
深
め
た
の
と
同
時
に
、
詩
人
バ
イ
ロ
ン
を
形
成
す
る

の
に
必
要
不
可
欠
な
原
体
験
を
与
え
た
」
と
い
う
。

　
蘇
曼
殊
も
中
国
国
内
は
も
と
よ
り
、
日
本
・
シ
ャ
ム
・
セ
イ
ロ

ン
・
ジ
ャ
ワ
な
ど
を
訪
れ
て
い
る
。
日
本
で
の
経
験
が
作
品
に
反
映

さ
れ
て
い
る
の
は
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

３
、
作
品
に
見
え
る
豊
富
な
女
性
遍
歴

　
笠
原
氏
に
拠
る
と
、「
デ
カ
ダ
ン
を
衒
っ
た
こ
の
ダ
ン
デ
ィ
貴
族

詩
人
の
周
り
に
は
、
社
交
界
の
多
く
の
女
性
た
ち
が
、
既
婚
、
未
婚

を
問
わ
ず
、
…
…
群
が
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
、
世
事
に
長
け
た
貴

婦
人
た
ち
の
中
に
、
生
真
面
目
な
娘
ア
ナ
ベ
ラ
・
ミ
ル
バ
ン
ク

（Annabella M
ilbanke

）
や
、
す
で
に
リ
ー
大
佐
夫
人
と
な
っ
て

い
た
異
母
姉
の
オ
ー
ガ
ス
タ
も
名
を
連
ね
て
い
た
」
と
い
い
、「
こ

の
ア
ナ
ベ
ラ
と
の
関
係
、
オ
ー
ガ
ス
タ
と
の
関
係
は
、
こ
れ
以
後
の

バ
イ
ロ
ン
作
品
の
中
で
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
テ
ー
マ
と
な

る
」
と
い
う
。

　
蘇
曼
殊
作
品
に
は
何
人
も
の
女
性
が
登
場
す
る
。
し
か
も
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
主
人
公
に
心
を
寄
せ
て
い
る
。「
本
事
詩
」
に
お
い
て
も

複
数
の
女
性
像
が
確
認
で
き
た
。
バ
イ
ロ
ン
と
の
共
通
点
と
し
て
特

に
注
目
し
た
い
の
は
、
親
族
の
女
性
と
の
関
係
（
曼
殊
〔
小
説
の
主

人
公
〕
―
従
姉
静
子
・
バ
イ
ロ
ン
―
異
母
姉
オ
ー
ガ
ス
タ
）
で
あ
る
。

バ
イ
ロ
ン
の
『
貴
公
子
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
の
一
部
に
つ
い
て
、
笠

原
氏
は
「
作
者
バ
イ
ロ
ン
の
思
わ
せ
ぶ
り
な
自
己
虚
構
化
。
以
後
５

５
連
ま
で
、
異
母
姉
オ
ー
ガ
ス
タ
に
言
及
し
て
い
る
、
と
作
者
の
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
を
知
っ
て
い
る
当
時
の
読
者
が
考
え
る
こ
と
を
計
算
し

て
書
か
れ
て
い
る
」（
四
十
一
頁
）
と
注
す
る
。
こ
う
し
た
バ
イ
ロ

ン
の
作
詩
法
は
、
曼
殊
の
そ
れ
と
酷
似
す
る
。「
本
事
詩
」
は
、
そ

こ
に
語
ら
れ
た
種
々
の
女
性
像
か
ら
、『
断
鴻
零
雁
記
』
に
登
場
す

る
女
性
た
ち
（
特
に
静
子
）
や
日
本
で
馴
染
み
に
な
っ
た
こ
と
を
仄

め
か
せ
る
歌
妓
百
助
を
読
者
に
連
想
さ
せ
る
思
わ
せ
ぶ
り
な
構
成
で

あ
っ
た
。

　
以
上
の
共
通
点
を
見
る
と
、
特
に
作
品
の
構
成
に
お
い
て
蘇
曼
殊

が
バ
イ
ロ
ン
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
⑧
に
「
命
は

糸
の
如
し
」
と
あ
っ
た
り
、
訳
詩
集
『
潮
音
』
に
は
バ
イ
ロ
ン
の
年

表
が
付
さ
れ
て
い
た
り
（
飯
塚
氏
著
書
三
五
〇
頁
）、
劉
半
農
に
与

え
た
手
紙
に
『W

ith Byron in Italy

』
を
薦
め
た
り
し
て
い
る
こ

と
か
ら
（『
全
集
』
第
一
冊
、
三
一
六
頁
）、
曼
殊
が
バ
イ
ロ
ン
の
経

歴
に
詳
し
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
曼
殊
は
初
め
、
幼
少
期
の
共
通

点
か
ら
バ
イ
ロ
ン
に
親
近
感
を
覚
え
、
そ
の
詩
を
読
み
翻
訳
す
る
う

ち
に
、
そ
の
生
涯
と
作
品
構
成
に
憧
憬
を
抱
き
、
そ
れ
を
蘇
曼
殊
作

品
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。「
修
辞
上
の
重
複
」
と

ま
で
は
言
え
な
い
が
、
内
容
上
の
重
複
、
も
し
く
は
同
調
と
い
え
る
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も
の
が
訳
詩
に
見
え
る
。

　
⑨
阿
母
沈
哀
恫

　
　
阿
母

　
哀
恫
に
沈
み

　
　
嗟
猶
来
無
遠

　
　
嗟
き
て
猶ゆ

ら
い来

　
遠か

ぎ

り
無
し
と

　
　
　
…
…

　
　
我
若
効
童
愚

　
　
我
れ
童
愚
に
効
ふ
が
若
く

　
　
流
涕
当
無
算

　
　
流
涕
し
て
当
に
算
ふ
る
無
か
る
べ
し
と

　
　（「
去
国
行
（M

y N
ative Land-G

ood N
ight

）」、『
全
集
』
第

一
冊
）

　
⑩
壮
士
弾
坎
侯

　
　
壮
士

　
坎く

だ
ら
ご
と侯

を
弾
き

　
　
静
女
揄
鳴
筝

　
　
静
女

　
鳴
筝
を
揄な

ぶ

る

　
　（「
哀
希
臘
（The Isles of G

reece
）」、
同
右
）

　
⑪
曾
用
繋
巻
髪

　
　
曾
て
用
て

　
巻
髪
を
繋
ぐ

　
　
貴
与
仙
蛻
倫

　
　
貴
き
こ
と
仙
蛻
と
倫
す

　
　（「
答
美
人
贈
束
髪

帯
詩
（To A Lady

）」、
同
右
）

　
⑨
の
場
面
は
①
の
母
子
再
会
の
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
⑩
は
④

⑤
の
よ
う
な
筝
を
弾
く
女
性
像
と
通
じ
る
。
⑪
は
③
の
女
性
を
女
神

に
比
し
て
い
た
表
現
と
類
似
す
る
。『
拝
輪
詩
選
』
は
一
九
〇
八
年

に
出
版
さ
れ
、
序
文
は
一
九
〇
六
年
に
書
か
れ
て
い
る
（
飯
塚
氏
著

書
三
四
九
頁
）。
訳
詩
は
「
本
事
詩
」
よ
り
も
前
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
本
事
詩
」
も
バ
イ
ロ
ン
作
品
の
影

響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
特
に
、
⑩
の
「
静
女
揄

鳴
筝
」
を
見
る
に
、
蘇
曼
殊
作
品
に
お
け
る
「
調
筝
の
人
」
の
イ
メ

ー
ジ
の
原
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。
他
作
品
に
見
え
る
完
璧
な

女
性
像
も
バ
イ
ロ
ン
の
生
涯
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

お
わ
り
に

　
蘇
曼
殊
の
「
本
事
詩
十
章
」
は
自
身
の
出
生
（
①
）
や
文
学
的
嗜

好
を
示
し
た
も
の
（
⑧
）、
日
本
で
の
見
聞
を
記
し
た
も
の
な
ど
、

自
伝
的
要
素
を
備
え
た
詩
で
あ
り
、
後
の
自
伝
的
小
説
『
断
鴻
零
雁

記
』
と
も
結
び
つ
く
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
作
品
に
は

「
修
辞
上
の
重
複
」
を
持
つ
も
の
（
④
⑥
）、
完
璧
で
現
実
離
れ
し
た

女
性
た
ち
と
の
恋
愛
が
語
ら
れ
る
な
ど
、
多
分
に
虚
構
性
を
含
ん
で

い
た
。

　
な
ぜ
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
詩
を
制
作
し
た
の
か
。
柳
亜
子
に
拠
れ

ば
、「
本
事
詩
」
は
制
作
後
ま
も
な
く
友
人
た
ち
に
寄
せ
ら
れ
た
と

い
う
（
注
６
参
照
）。
そ
の
友
人
で
あ
る
柳
亜
子
・
高
天
梅
と
の
交

流
が
始
ま
っ
た
の
が
一
九
〇
六
年
、
蔡
哲
夫
と
は
一
九
〇
九
年
で
あ

り
、「
本
事
詩
」
の
制
作
年
と
間
が
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
連

作
は
友
人
た
ち
へ
の
自
己
紹
介
を
兼
ね
た
詩
作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
た
だ
の
平
凡
な
人
物

の
見
聞
録
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
悲
劇
的
人
生
と
多
く
の
女
性
た
ち
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と
の
関
係
を
ほ
の
め
か
す
小
説
的
な
人
物
と
し
て
、
理
想
化
さ
れ
た

蘇
曼
殊
像
で
あ
っ
た
。
英
国
詩
人
バ
イ
ロ
ン
へ
の
共
感
と
憧
憬
が
そ

う
さ
せ
た
の
だ
と
い
え
る
。「
修
辞
上
の
重
複
」
と
い
う
特
徴
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
曼
殊
は
こ
う
し
た
自
己
演
出
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
人
物
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
文
学
観
の
持
ち
主
で
も
あ

っ
た
。

　
柳
亜
子
・
高
天
梅
・
蔡
哲
夫
は
「
本
事
詩
」
の
和
詩
を
作
っ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
す
べ
て
恋
愛
が
主
題
の
詩
で
あ
る
。
母
親
と
の
再

会
を
詠
じ
た
①
（
其
二
）や
バ
イ
ロ
ン
へ
の
傾
倒
を
語
る
⑧
（
其
三
）

さ
え
も
恋
愛
詩
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
柳
亜
子
の
和
詩
（『
全
集
』

第
五
冊
）
を
挙
げ
る
。

　
⑫
春
病
懕
懕
鎮
日
煎

　
　
春
病

　
懕
懕
と
し
て
鎮
日
煎
る

　
　
愛
河
恨
海
路
茫
然

　
　
愛
河

　
恨
海

　
路

　
茫
然

　
　
纏
綿
情
話
無
端
甚

　
　
纏
綿
た
る
情
話

　
端
無
き
こ
と
甚
し

　
　
亦
是
三
生
未
了
縁

　
　
亦
た
是
れ
三
生
未
了
の
縁
な
ら
ん

（
其
二
）

　
⑬
迦
葉
阿
難
是
本
師

　
　
迦
葉

　
阿
難

　
是
れ
本
師

　
　
沾
泥
禅
絮
已
無
糸

　
　
泥
に
沾
ふ
禅
絮

　
已
に
糸
無
し

　
　
只
愁
盪
気
廻
腸
候

　
　
只
だ
愁
ふ

　
盪
気
廻
腸
の
候

　
　
不
恋
佳
人
更
恋
誰

　
　
佳
人
を
恋
ひ
ず
ば
更
に
誰
れ
を
か
恋
ひ

ん
（
其
三
）

　「
春
病
懕
懕
」、「
愛
河
恨
海
」、「
纏
綿
情
話
」、「
盪
気
廻
腸
」、

「
不
恋
佳
人
更
恋
誰
」
な
ど
、
恋
愛
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
和
詩
に
よ
る
友
人
た
ち
の
反
応
は
曼
殊
に
と
っ

て
予
想
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
本
事
詩
」
の
全
篇
が
日
本
の
女

性
と
の
往
来
を
描
出
し
た
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本

来
な
ら
出
生
に
関
す
る
よ
う
な
重
大
事
は
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
曼
殊
は
そ
れ
を
曖
昧
な
ま
ま
に
し
て
お
け
る
人
物
で
あ
っ

た
。
む
し
ろ
、
こ
の
友
人
た
ち
の
反
響
は
作
家
と
し
て
注
目
を
集
め

る
の
に
都
合
の
良
い
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
曼
殊
は

本
来
の
制
作
意
図
を
敢
え
て
告
げ
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
友
人
た
ち
が

「
本
事
詩
」
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
蘇
曼
殊
像
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
蘇
曼
殊
像
は
後
の
『
断
鴻
零
雁
記
』

の
主
人
公
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
、「
本
事
詩
」
は

後
の
自
伝
的
性
格
を
持
つ
作
品
の
雛
型
に
な
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
自
伝
的
作
品
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
曼
殊
で
あ
る
か
ら
、

事
実
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
全
幅
の
信
頼
は
置
け
な
い
。
②
な
ど
は

日
本
の
女
性
か
ら
恋
慕
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
妓
女
の
客
を
放
さ
ぬ
た
め
の
媚
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測

で
き
る
。
曼
殊
は
日
本
語
が
不
得
手
で
あ
っ
た
と
い
う
証
言
も
あ
る

（
飯
塚
氏
著
作
二
八
五
～
二
八
七
頁
参
照
）。
そ
ん
な
彼
が
、
日
本
の

女
性
と
心
を
通
い
合
わ
せ
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
詩
や
筆
記
に
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お
い
て
、
日
本
で
懇
意
に
な
っ
た
女
性
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
な
い

の
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、「
本
事
詩
」

が
も
と
よ
り
理
想
の
蘇
曼
殊
を
演
出
せ
ん
と
し
た
蘇
曼
殊
に
よ
る
、

蘇
曼
殊
の
た
め
の
、
蘇
曼
殊
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
蘇
曼

殊
研
究
の
一
テ
ー
マ
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
「
言
い
難
き
恫
し
み
（
11
（

」

さ
え
も
、
悲
劇
の
主
人
公
た
る
蘇
曼
殊
像
を
印
象
付
け
る
た
め
の
措

辞
、
彼
特
有
の
「
修
辞
上
の
重
複
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
友
人
た
ち
の
和
詩
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　　
注

（
1
）『
伝
記
文
学
』（
台
北
伝
記
文
学
出
版
社
、
一
九
七
八
）
第
三
十
二
巻

第
二
期
、
五
十
～
五
十
三
頁
。

（
2
）
飯
塚
朗
『
断
鴻
零
雁
記
―
蘇
曼
殊
・
人
と
作
品
』（
平
凡
社
、
一
九
七

二
。
以
下
、
飯
塚
氏
著
書
と
略
称
）、
及
び
、
裴
效
維
校
点
『
蘇
曼
殊
小

説
詩
歌
集
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
二
）「
前
言
」。

（
3
）
光
緒
三
十
三
年
（
一
九
〇
七
）
七
月
、
日
本
か
ら
劉
三
に
宛
て
た
手

紙
（『
全
集
』
第
一
冊
、
一
八
八
～
一
九
〇
頁
）
に
拠
る
と
、
祖
父
母
と

撮
っ
た
写
真
・
母
親
と
撮
っ
た
写
真
・
姉
の
写
真
と
共
に
絶
句
一
首
を

劉
三
に
送
付
し
て
い
る
。
飯
塚
氏
は
こ
の
写
真
が
河
合
若
の
姉
仙
と
そ

の
父
母
（
曼
殊
の
外
祖
父
母
）
と
撮
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
て
い

る
（
飯
塚
氏
著
書
二
八
二
～
二
八
三
頁
。
な
お
、
こ
の
写
真
は
『
全
集
』

第
四
冊
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
祖
父
母
と
母
と
思
し
い
人
物
は
和
服

を
着
て
い
る
）。
ま
た
、
柳
亜
子
「
蘇
和
尚
雑
談
」（『
全
集
』
第
五
冊
所

収
）
に
、「
劉
三
曾
因
血
統
問
題
、
提
起
質
問
、
曼
殊
含
糊
其
詞
（
劉
三

は
か
つ
て
血
統
の
問
題
に
関
し
て
質
問
を
投
げ
か
け
た
が
、
蘇
曼
殊
は

言
葉
を
濁
し
て
い
た
）」（
一
八
三
頁
）
と
あ
る
。

（
4
）「
潮
音
跋
」
は
日
本
の
飛
錫
と
い
う
僧
の
作
と
な
っ
て
い
る
が
、
柳
亜

子
・
柳
無
忌
は
蘇
曼
殊
の
仮
託
と
見
做
し
て
い
る
（『
全
集
』
第
五
冊
、

五
一
八
頁
）。
飯
塚
氏
も
こ
の
跋
文
中
の
語
と
曼
殊
小
説
の
語
彙
の
類
似

性
か
ら
飛
錫
を
曼
殊
の
筆
名
と
推
測
し
て
い
る
（
飯
塚
氏
著
書
二
七
八

頁
）。

（
5
）
こ
の
ほ
か
、
拙
訳
「
蘇
曼
殊
『
本
事
詩
十
章
』
訳
注
」（
国
士
舘
大
学

漢
学
会
『
漢
学
紀
要
』
第
十
八
号
、
二
〇
一
六
）
が
あ
る
。

（
6
）「
対
於
曼
殊
研
究
草
稿
的
我
見
」（『
全
集
』
第
四
冊
所
収
）
に
、「
曼

殊
『
本
事
詩
』脱
稿
後
即
分
寄
友
朋
、
我
和
高
天
梅
・
蔡
哲
夫
都
有
和
作
。

…
…
這
的
確
是
一
九
〇
九
年
上
半
年
的
事
情
（
蘇
曼
殊
の
『
本
事
詩
』は
、

書
き
あ
が
っ
て
す
ぐ
に
友
人
た
ち
に
配
ら
れ
た
。
わ
た
し
の
ほ
か
、
高

天
梅
・
蔡
哲
夫
に
唱
和
し
た
詩
が
あ
る
。
…
…
こ
れ
は
間
違
い
な
く
一

九
〇
九
年
前
半
の
こ
と
だ
っ
た
）」
と
あ
る
。

（
7
）
邵
盈
午
注
『
蘇
曼
殊
詩
集
』「
本
事
詩
」題
解
（
三
十
八
～
三
十
九
頁
）

を
参
照
。
な
お
、
邵
氏
は
「
本
事
詩
」
が
百
助
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
8
）
母
と
の
再
会
を
述
べ
た
詩
を
劉
三
に
寄
せ
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
詩

題
で
あ
る
。「
東
来
与
慈
親
相
会
、
忽
感
劉
三
・
天
梅
去
我
万
里
、
不
知

涕
泗
之
横
流
也
（
東
来
し
て
慈
親
と
相
会
し
、
忽
ち
劉
三
・
天
梅
の
我

れ
を
去
る
こ
と
万
里
な
る
に
感
じ
、
知
ら
ず
　
涕
泗
の
横
流
す
る
）」
詩

（『
全
集
』
第
一
冊
、
六
十
七
頁
。
他
本
に
従
っ
て
「
憶
劉
三
・
天
梅
」
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と
略
称
）。
注
（
３
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
絶
句
は
こ
の
作
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
に
、
日
本
か
ら
劉
三
に
宛
て
た
手
紙

（『
全
集
』第
一
冊
、
二
二
三
頁
）に
、「
雪
今
侍
家
母
旅
次
逗
子
海
辺
（
雪

〔
蘇
曼
殊
の
こ
と
〕
今
　
家
母
に
侍
り
て
逗
子
の
海
辺
に
旅
次
す
）」
と

見
え
る
。

（
9
）「
対
於
曼
殊
研
究
草
稿
的
我
見
」（『
全
集
』
第
四
冊
所
収
）。

（
10
）『
柳
亜
子
選
集
』
上
冊
、
三
二
一
頁
。
内
容
に
つ
い
て
は
飯
塚
氏
著
書

二
七
九
頁
に
詳
し
い
。

（
11
）「
烏
舎
」
は
自
注
に
、「
梵
土
相
伝
、
神
女
烏
舎
監
守
天
閣
、
侍
宴
諸

神
」
と
あ
る
。
第
二
句
に
は
、「
引
唐
時
女
詩
人
韓
采
蘋
事
」
と
い
う
自

注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
曼
殊
の
言
う
故
事
は
『
漁
隠
叢
話
』
後
集
巻
十

六
に
引
く
「
流
紅
記
」
の
こ
と
。
詩
を
題
し
た
紅
葉
が
男
女
の
縁
を
結

ぶ
話
。「
紅
葉
題
詩
」は
縁
結
び
の
典
故
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
注
（
８
）

の
拙
訳
も
参
照
。

（
12
）「
兀
思
…
…
且
殖
学
滋
深
、
匪
但
容
儀
佳
也
、
即
監
守
天
閽
之
烏
舎
仙

子
、
亦
不
能
逾
是
人
矣
（
兀な

ほ
思
ふ
…
…
且
つ
学
を
殖ふ

や
す
こ
と
滋ま

す

ま

す
深
く
、
但
だ
容
儀
の
佳
な
る
の
み
に
匪
ず
、
即
ち
天
閽
を
監
守
す
る

の
烏
舎
仙
子
も
、
亦
た
是
の
人
に
逾
ゆ
る
能
は
ざ
ら
ん
こ
と
を
）」。

（
13
）
自
注
に
、「
余
贈
以
梵
本
『
沙
恭
達
羅
』」
と
あ
る
。

（
14
）
自
注
に
、「
昔
人
詩
云
、『
不
信
比
来
長
下
涙
、
開
箱
重
検
石
榴
裙
』」

と
あ
る
。
こ
の
詩
は
、『
如
意
君
伝
』
で
は
則
天
武
后
が
別
れ
た
恋
人
薛

敖
曹
に
贈
っ
た
詩
と
な
っ
て
い
る
。

（
15
）
曼
殊
文
中
講
百
助
・
静
子
有
幾
点
相
合
、
這
是
修
詞
上
的
重
複
、
大

抵
老
和
尚
心
目
中
有
一
種
理
想
的
美
人
、
在
文
章
裏
描
写
出
意
中
人
的

時
候
、
総
用
這
一
套
話
、
不
問
本
人
是
甲
是
乙
。…
…
但
女
郎
・
梵
文
・

詩
画
（
以
及
八
宝
飯
？
）、
都
是
和
尚
所
心
愛
的
、
遇
有
機
縁
便
要
拉
攏

在
一
起
、
那
麼
調
筝
人
之
於
『
沙
恭
達
羅
』、
静
子
之
於
『
波
弥
尼
八
部

書
』、
都
正
是
曼
殊
満
他
心
願
的
昼
夢
、
我
們
看
了
微
笑
覚
得
有
趣

（「
曼
殊
与
百
助
」『
全
集
』
第
四
冊
所
収
）。

（
16
）
③
の
女
性
像
は
静
子
像
に
も
通
じ
る
。
静
子
は
漢
文
・
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
に
通
じ
た
才
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
断
鴻
零
雁
記
』

第
十
二
章
に
お
い
て
、
静
子
は
唐
人
の
「
羅
浮
」
詩
を
引
用
し
て
小
田

原
の
山
の
気
候
を
羅
浮
山
に
擬
え
て
い
る
。

（
17
）「
余
嘗
作
『
静
女
調
筝
図
』、
為
題
二
十
八
字
、
並
録
（
倪
）
雲
林
高

士
『
柳
梢
青
』
一
闋
、
以
博
百
助
眉
史
一
粲
」（『
全
集
』
第
一
冊
、
一

六
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
「
静
女
」
が
「
百
助
」
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

（
18
）
出
家
に
関
し
て
、
飯
塚
氏
は
「
潮
音
跋
」
に
疑
問
を
呈
し
、
柳
亜
子

の
年
譜
に
拠
っ
て
一
九
〇
三
年
の
冬
、
曼
殊
二
十
歳
の
こ
と
と
し
て
い

る
（
飯
塚
氏
著
書
二
九
二
・
三
三
九
頁
）

（
19
）
就
有
劉
三
来
質
問
曼
殊
、
…
…
「
我
們
向
来
知
道
你
是
半
個
中
国
人
、

半
個
日
本
人
、
但
照
飛
錫
的
文
章
講
起
来
、
你
変
了
一
個
完
全
的
日
本

人
了
、
究
竟
是
怎
麼
様
一
回
事
呢
。
你
須
宣
布
真
相
才
好
」。
曼
殊
回
答

他
、「
這
不
成
什
麼
問
題
、
馬
馬
虎
虎
就
算
了
」（
柳
亜
子
『
蘇
曼
殊
年

譜
及
其
他
』
所
収
「
対
於
飛
錫
潮
音
跋
的
意
見
」、
北
新
書
局
、
一
九
二

七
）。

（
20
）「
拝
輪
足
以
貫
霊
均
・
太
白
」（「
与
高
天
梅
書
（
庚
戌
五
月
爪
哇
）」

『
全
集
』
第
一
冊
、
二
二
五
頁
）。

（
21
）
曼
殊
は
十
三
歳
の
時
に
大
病
を
患
っ
た
が
、
嬸
嬸
（
叔
母
）
等
一
部
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の
親
族
に
ま
と
も
な
治
療
を
受
け
さ
せ
て
も
ら
え
ず
、
柴
屋
に
転
が
さ

れ
て
い
た
と
い
う
（
注
１
文
献
第
八
段
）。
柳
亜
子
「
伝
略
」・
飯
塚
氏

著
書
な
ど
は
父
の
第
二
夫
人
の
大
陳
氏
が
虐
待
し
た
と
推
測
。

（
22
）『
断
鴻
零
雁
記
』
第
一
章
や
「
潮
音
跋
」
な
ど
に
見
え
る
言
葉
。
こ
の

「
恫
し
み
」
に
つ
い
て
は
、
血
統
問
題
、
養
母
な
ど
に
た
い
す
る
怨
み
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
飯
塚
氏
著
書
に
も
言
及

が
あ
る
（
二
九
三
・
二
九
六
～
二
九
八
頁
）。
こ
の
ほ
か
、
日
野
杉
匡
大

「
蘇
曼
殊
『
断
鴻
零
雁
記
』
考
―
『
言
い
難
き
恫
み
』
を
中
心
に
」（『
饕

餮
』
第
二
十
三
号
、
二
〇
一
五
）
が
あ
る
。

�

（
宇
都
宮
大
学
非
常
勤
講
師
）


