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は

じ
ま

り

1
目
を
引
く
不
思
議
な
形

島
台
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
。

こ
れ
を
知

っ
た
の
は
偶
然
で
あ
る
。

井
原
西
鶴

の

「武
家
義
理
物
語
」
を
読

ん
で
い
た
と
き
だ

っ
た
。
挿
絵
の
な
か
に
不
思
議
な
も
の
を
見
付
け
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
足
が
付
い
た
奇
妙
な
形
の
台
で
、
台
上
に
は
松
の
木
の
盆
栽
の
よ

う
に
見
え
る
も
の
が
載

っ
て
お
り
、
そ
の
他
に
何
か
の
飾
り
物
も
置
か
れ
て
い

る
。「武

家
義
理
物
語
」
は
義
理
に
生
き
た
武
家

の
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
、

「義

理
」
と
は
何
か
を
具
体
例
に
よ

つ
て
語

る
物
語
集
に
な

っ
て
い
る
。
義
理
と
い

う
観
念
を
物
語
に
仕
立
て
て
伝
え
よ
う
と
の
意
図
が
ま
ず
第

一
に
あ
る
せ
い
か
、

挿
絵
は
少
な
い
。
大
本
六
巻
六
冊
全
二
七
章
か
ら
な
る
こ
の
物
語
全
体
で
、
挿

絵
は
二
〇
数
点
し
か
な
い
。
刊
行
さ
れ
た
の
が
貞
享
五
年

(
一
六
八
八
)
で
あ

る
か
ら
、
ま
だ
木
版
刷

の
書
物
が
ふ
ん
だ
ん
に
挿
絵
を
配
す
る
よ
う
に
な
る
前

で
あ
る
。
当
時

の
諸
本
に
比
べ
れ
ば
比
較
的
多

い
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
後
の

出
版
物
か
ら
み
れ
ば
挿
絵
が
少
な

い
の
は
印
刷
技
術
史
上

の
制
約
も
も
ち
ろ
ん

あ
る
だ
ろ
う
。

図1
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わ
ず
か
な
挿
絵
は
、
し
か
し
当
時
の
読
者
に
強
い
印
象
を
与
え
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
で
き
る
が
、
私
に
と

っ
て
も
挿
絵
は
こ
の
物
語
を
読
み
進
め
る
上

で
な
か
な
か
に
興
味
深
い
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
挿
絵
の
中
で
も
と
く
に
私
の
目

を
引
い
た
の
が
奇
妙
な
台
の
描
か
れ
て
い
る
図
だ

っ
た
。
(図
1
)

松
飾
り
の
あ
る
台
が
目
立

つ
よ
う
に
中
心
に
描
か
れ
、
礼
服
を
着
け
威
儀
を

正
し
た
人
物
が
そ
の
周
囲
を
と
り
か
こ
む
よ
う
に
座

っ
て
い
る
。
松
飾
り
の
台

は
こ
の
場
面
で
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

台
の
意
味
を
知
ら
な
い
私
は
、
こ
れ
が
何
か
大
事
な
役
割
を
担
う
も
の
ら
し
い

と
見
当
を

つ
け
た
。
け
れ
ど
も
、
人

々
の
座
の
占
め
方
か
ら
み
て
進
物
で
あ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
場
の
装
飾
品
で
あ
ろ
う
か
と
想
像
を
め
ぐ
ら
す
ほ
か
な
か

つ

た
。こ

の
挿
絵
は
、
主
人
公
で
あ
る
明
智
十
兵
衛

(明
智
光
秀
)
の
も
と
に
、
わ

け
あ
る
娘
が
嫁

い
で
く
る
く
だ
り
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
婚
礼
の
儀
式
の
場
面

と
考
え
て
よ
い
。
本
文
は

「十
兵
衛
も
縁

の
始
め
を
祝
ひ
、
松
竹
の
台
の
物
を

調

へ
、
数
々
の
杯
事

〈さ
か
づ
き
ご
と
〉
ま
で
も
…
…
」
と
な

っ
て
い
て
、
た

し
か
に
婚
礼
の
場
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
読
み
下
し
解
説
文

(新
編

日

本
古
典
文
学
全
集

『
井
原
西
鶴
集
』

四
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年

)
で
は
、

「十
兵
衛
も
縁
組
を
祝

い
、
松
竹
を
飾

っ
た
島
台
を
用
意
し
、
三
々
九
度
の
杯

を
酌
み
交
わ
し
た
が
…
…
」
と
な

っ
て
お
り
、
解
説
者
は
こ
の
挿
絵
に
描
か
れ

た
台
状
の
物
を

「島
台
」
と
書
い
て
い
た
。
私
が

「島
台
」
の
名
を
知

っ
た
は

じ
め
で
あ
る
。

本
文
に
あ
る

「松
竹

の
台

の
物
」
に
、
こ
の
小
学
館
版

『井
原
西
鶴
集
』
で

は
注
が

つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は

「州
浜
台
の
上
に
、
松
竹
梅
や
鶴
亀
や

尉

〈じ
ょ
う
〉
姥

〈う
ば
〉
を
飾

っ
た
も
の
。
婚
礼
や
饗
応
な
ど
の
飾
り
物
。

島
台
」
と
解
説
が
書
か
れ
て
い
た
。
ど
う
や
ら
こ
の
よ
う
な
形
を
し
た

(飾
り
)

物
は
、
島
台
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
現
代
語
訳
に
も
注
に
も
決
め
言
葉
と

し
て

「島
台
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
島
台
は
専
門
家
な
ら
知

っ
て

い
る
も
の
、
あ
る
い
は
現
代
に
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な

い
か
。
ひ
ょ
つ
と
し

て
多
く
の
人
が
知

っ
て
い
て
、
知
ら
な
い
私
の
方
が
珍
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
の
る
興
味
と
不
安
の
両
方
か
ら
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
私
の
島
台

探
索
が
は
じ
ま

っ
た
。
と
に
か
く
島
台
と
は
何
か
、
自
分
な
り
に
調
べ
て
み
よ

う
と
思
い
立

っ
た
の
で
あ
る
。

一

島
台
と
は
そ
も
何
も
の
か

て
つ
と
り
早
く

「島
台
と
は
何
か
」
の
概
略
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
百
科
事

典
を
ひ
も
と
い
て
み
た
。
と
こ
ろ
が

「島
台
」
の
見
出
し
は
み
つ
か
ら
な
か

つ

た
。
あ
れ
こ
れ
捜
し
て
い
る
う
ち
に

「州
浜
」
の
項
で
島
台
と
い
う
言
葉
を
見

つ
け
た
。

「す
は
ま

(州
浜
)
祝
儀

の
飾
物
、
お
よ
び
和
菓
子
の
名
。
飾
物

の
州
浜
は

州
浜
台

の
略
で
島
台
と
も
呼
ぶ
」
(平
凡
社

『
世
界
大
百
科
事
典
』
)。

よ
う
や
く

一
ヶ
所
だ
け

「島
台
」
の
表
記
を
見
つ
け
た
の
だ
が
、
こ
の
記
述
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に
よ
れ
ば
、
島
台
と
い
う
よ
り
州
浜
と
呼
ぶ
の
が

一
般
的
で
あ
る
ら
し
い
。
し

か
も
州
浜
は

「和
菓
子
の
名
」
で
も
あ

る
と
い
う
。
そ
う
い
え
ば

「す
は
ま
」

と
呼
ぶ
和
菓
子
が
あ

っ
た
こ
と
が
記
憶

の
中
か
ら
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
。
菓

子
の

「す
は
ま
」
に
つ
い
て
は
考
察
を
別
に
行
う
と
し
て
、

「祝
儀

の
飾
物
」

で
あ
る

「州
浜
」
別
名

「島
台
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
求
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
先

の
引
用
は
次

の
よ
う
に

つ
づ
い
て
い
る
。
「出
入
り
の
あ
る
浜
辺
を
か

た
ど

つ
た
台
で
、
こ
れ
に
松
竹
梅
、
鶴
亀
、
尉

(じ
よ
う
)
と
姥

(う
ば
)
な

ど
の
作
り
物
を
配
し
て
、
婚
礼
、
正
月
そ
の
他
祝
儀
の
席
に
飾

っ
た
。
進
献
す

る
品
物
を
載
せ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ

の
形
は

つ
と
に
図
案
化
さ
れ
て
紋
所
に

な
り
、
ま
た
衣
服
や
調
度

の
文
様
と
し

て
も
用
い
ら
れ
た
」
(同
前
)。

お
お
む
ね

「武
家
義
理
物
語
」
の
解

説
と
似
た
内
容
で
あ
る
が
、
婚
礼

(や

饗
応
)
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
、
あ
ら
た
に

「正
月
そ
の
他
の
祝

儀
の
席
」
に
飾
ら
れ
る
こ
と
が
加
わ

っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
婚
礼
の
席
だ
け
で

な
く
、

一
般
に
饗
応
の
席
で
も
、
正
月

の
祝
い
の
席
で
も
用
い
ら
れ
る
ら
し
い
。

と
に
か
く
祝
儀

の
席

の
飾
り
物
で
あ
る
ら
し
い
。
さ
ら
に
紋
所
や
文
様
と
し
て

も
用
い
ら
れ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
形
を
図
案
化
し
て
象
徴
的
な
用
途
に

向
け
ら
れ
る
と
い
う
。

「州
浜
」
は
し
か
し
、
庭
園
に
も
用

い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
た
ん
に
図
案

だ
け
で
は
な
く
、
庭
園
で
は
海
辺
や
池

辺
を
象
徴
す
る
小
石
敷
き
の
水
辺
を

一

般
に

「州
浜
」
と
呼
び
、
庭
園
造
形
の
専
門
語
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
だ
が
、

庭
園
造
形
の
専
門
語
と
し
て
の
州
浜
は
、
こ
の
百
科
事
典
か
ら
は
欠
落
し
て
い

る
。菓

子
の
州
浜
、
庭
園
造
形
の
州
浜
は
知

っ
て
い
た
が
、
飾
り
物
と
し
て
の
州

浜
、
そ
し
て
そ
の
州
浜
が
私
の
探
し
求
め
て
い
る
島
台
と
同
義
で
あ
る
ら
し
い

こ
と
は
、
こ
れ
に
よ

つ
て
は
じ
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
だ
ぼ
ん
や
り
と

で
は
あ
る
が
、
島
台
な
る
も
の
の
輪
郭
が
見
え
て
き
た
。

事
典
に
尋
ね
る
ほ
か
、
や
は
り
歴
史
的
事
物
は
辞
書
を
見
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
こ
で
い
く

つ
か
の

一
般
的
な
辞
書
を
調
べ
て
み
た
。
島
台
は
た
し
か
に

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

「①
洲
浜

(す
は
ま
)
台
の
上
に
、
松

・
竹

・
梅
に
尉

(じ
ょ
う
)
や
姥

(う
ば
)
や
鶴

・
亀
な
ど
の
形
を
配
し
た
も
の
。
蓬
莱
山
を
模
し
た
も
の
と
い

う
。
婚
礼

・
饗
応
な
ど
に
飾
り
物
と
し
て
用
い
る
。
古
く
は
島
形

(し
ま
が
た
)

と
い
い
、
肴
な
ど
の
食
物
を
盛

っ
た
。
し
ま
」

(『広
辞
苑
』
第
四
版
)
。

婚
礼
や
饗
応
な
ど
の
と
き
に
飾
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
先

の

「武
家
義
理
物
語
」
の
解
説
と
同
様
に

「洲
浜
台
」
の
上
に
飾
り
付
け
し
た

も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
島
台
の
説
明
に
州
浜
台
が
持
ち
出
さ
れ
、
ま
た
古
く

は

「島
形
」
と
い
い
、

「し
ま
」
と
も
呼
ん
だ
ら
し
い
。
島
台
の
形
、
飾
り
の

様
式
な
ど
が
ま
た
不
明
確
さ
を
加
え
た
よ
う
で
も
あ
る
。
島
台
と
は
何
か
を
求

め
て
尋
ね
る
と
、
島
台
と
は

「洲
浜
台
の
上
に
松

・
竹

・
梅
…
…
な
ど
の
形
を

配
し
た
も
の
」
と
答
え
ら
れ
、
そ
の
洲
浜
な
る
も
の
が
ま
た
わ
か
ら
な
い
の
で

あ
る
。

『広
辞
苑
』
(第
四
版
)
で

「洲
浜
台
」
を
ひ
く
と

「洲
浜
」
を
参
照
せ
よ
と

313



指
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

「洲
浜
」
を
ひ
く
と

「①
洲
が
大
き
く
な
り
、
海

岸
線
に
曲
線
的
な
出
入
り
の
あ
る
浜
辺
。
②
洲
浜
の
形
に
か
た
ど
つ
た
台
。
③

洲
浜
形

の
略
。
④
棹
物
菓
子
の
名
。
⑤
紋
所
の
名
。
と
五
つ
の
用
例
が
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
洲
浜
の
用
例
②
に
は
、
図

(図
2
)
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
図
に
よ

っ
て

「洲
浜
H
洲
浜
台
」
な
る
も
の
が
ど
ん
な
も
の
か
わ
か
る
。

た
だ
し
こ
の
図
を
よ
く
見
る
と
、
松

・
竹
ら
し
き
も
の
、
草
花

の
よ
う
な
も

の
が
台
上
に
立
て
ら
れ
、
鶴
と
亀
が
配
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
こ
れ
は
島
台

の
図
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

「島
台
」
の
項
の
説
明
文
①
が

「洲
浜
台
の
上
に
、

松

・
竹

・
梅
に
尉
や
姥
や
鶴

・
亀
な
ど

の
形
を
配
し
た
も
の
」
と
な

っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
で
は

「洲
浜
11
洲
浜
台

11
島
台
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
島
台

に

つ
い
て
の
説
明
文
を
正
確
に
読
む
と
、

「洲
浜
台

の
上
に
」
各
種

の
形
を
配

し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
か

ら
だ
。
台
そ
の
も
の
は
洲
浜

台
と
呼
び
、
飾
り
物
が
台
上

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
全
体
を

島
台
と
呼
ぶ

の
が
正
確
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
②

の
解
説

は
全
文
が
次

の
よ
う
に
な
つ

て
い
る
。

「
こ
れ
に
岩
木

・
花
鳥

・

瑞
祥
の
も
の
な
ど
、
種
々
の

景
物
を
設
け
た
も
の
。
も
と
、
饗
宴
の
飾
り
物
と
し
た
が
、
の
ち
正
月
の
蓬
莱

・

婚
姻
儀
式
の
島
台
と
し
て
肴
を
盛
る
の
に
用
い
た
。
洲
浜
台
。
」
(同
前
)

し
た
が

っ
て
こ
の
文
章
を
厳
密
に
理
解
す
る
と
、
洲
浜
の
形
を
し
た

「台
」

も
そ
の
上
に
景
物
を
設
け
た

「飾
り
物
」
も
同
じ
く
洲
浜
で
あ
り
、
洲
浜
台
で

あ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

『
広
辞
苑
』

(第
四
版
)
に
は

「島
形
」
の
項
が

立
て
ら
れ
て
い
て

「山
水

の
景
を
模
し
た
盆
景
」
と
説
明
が
あ
り
、
島
台
を
参

照
せ
よ
と
の
指
示
が
あ
る
。
広
く
意
味
を
と
れ
ば

「島
台
ロ
洲
浜
11
洲
浜
台
11

島
形
」
と
な
る
と
考
え
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
厳
密
に
読
み
と
る
な
ら
、
洲

浜
台
は
上
に
飾
り
が
な
い
状
態
を
指
し
、
島
台

・
島
形
は
飾
り
が
あ
る
も
の
で

(島
台

・
島
形
H
洲
浜
台
+
飾
り
)
、
洲
浜
は
ど
ち
ら
を
も
含
む
意
味
に
な
る
と

の
推
測
も
な
り
た

つ
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は

「島
台

婚
礼
や
供
応
な
ど
の
時

の
飾
り
物
。
洲
浜
台
の
上
に
松

・
竹

・
梅

な
ど
を
飾
り
、
鶴

・
亀
を
配
し
、
尉

・
姥
を
立
た
せ
た
り
し
た
も
の
。
蓬
茉
山

を
模
し
た
も
の
と
い
う
」

と
あ
り
、
「武
家
義
理
物
語
」

の
挿
絵

(図
1
参
照
)
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
島
台
は
は
っ
き
り

「飾
り
物
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
島
形
は

「山

水
の
景
を
模
し
て
つ
く
っ
た
置
き
物
。
島
台
。
盆
景
」
と
あ
り
、
や
は
り
何
ら

か
の
景
を
つ
く

っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「す
は
ま

(州
浜

・
洲

浜
)」

の
項
に
は

「①
浜
辺
の
入
り
こ
ん
だ
と
こ
ろ
。
…
…
」
等
の
説
明
文
が

あ
り
、
②
で

「①

の
形
状
に
な
ら

っ
た
島
台
の
作
り
も
の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た

「州
浜
台
」
は

「州
浜
に
同
じ
」

と
な

っ
て
い
る
。

「島
台
11
州
浜
"
州

浜
台
」
で
も
あ
り
、
ま
た

「島
台
11
州
浜
台
+
飾
り
」
で

「州
浜
」
は
台
だ
け

で
も
飾
り

つ
き
で
も
使
わ
れ
る
表
現
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

現
代
の
辞
書
を
さ
ぐ
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
ま
り
進
展
が
み
ら
れ
な
い
の
で
こ

の
あ
た
り
に
し
て
お
こ
う
。
お
お
む
ね

「島
…
」
の
表
現
は
飾
り
に
注
目
し
、

「州
浜
…
」
の
表
現
は
台

(の
形
)
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が

と
り
あ
え
ず
指
摘
で
き
る
。

二

島
台
の
形
と
場

「武
家
義
理
物
語
」

の
挿
絵
に
始
ま
り
、
百
科
事
典
や
辞
書
か
ら
概
略
の
知

識
を
得
た
こ
ろ
、
美
術
全
集
を
眺
め
て
い
て
ア
ッ
と
驚
く
絵
を
見

つ
け
た
。
そ

れ
は

「名
古
屋
山
三
郎
物
語
絵
巻
」
と
題
さ
れ
た
着
色
の
絵
巻
で
、
元
禄
末
か

ら
享
保
年
間
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
期
に
描
か
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
が
、
そ
の

一
場
面
に
島
台
と
思
わ
れ
る
も
の
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

(浮
世
絵
大
観

『
一

大
英
博
物
館
』
講
談
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
、

一
九
人
人
年
)

そ
の
場
面
は
男
女
が
く
だ
け
た
様
子
で
並
ん
で
座

っ
て
い
る
前
に
、
大
き
な

台
が
置
か
れ
て
い
る
。
「州
浜
台
の
上

に
松

・
竹

・
梅
な
ど
を
飾
り
…
…
」
と

い
う
島
台
の
説
明
に
ぴ

っ
た
り
の
も
の
が
鮮
や
か
な
色
彩
で
描
か
れ
て
い
る
。

(図
3
)
台
の
上
に
土
か
苔
を
敷
き
、
枝
振
り
の
よ
い
松
を
立
て
、
根
元
に
竹

・

図3
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笹
を
植
え
、
人
形
を
配
し
て
い
る
。
こ
の
人
形
の
顔
は
赤
く
、
左
手
に
朱
塗
り

の
盃
、
右
手
に
柄
杓
を
持

っ
て
い
る
か
ら
猩
々
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
に
あ
る
壺

は
酒
壺
、
台
上
後
方
に
見
え
る
楕
円
形
の
も
の
は
ア
ワ
ビ
ら
し
い
。

い
ず
れ
も

め
で
た
い
席
に

つ
き
も
の
で
あ
る
。

解
説
に
よ
れ
ば
、
主
人
公
名
古
屋
山
三
郎
と
遊
女
葛
城
の
祝
言
の
場
面
で
あ

る
。
山
三
郎
は
戦
国
期

・
桃
山
の
武
将
で
美
男
の
歌
舞
伎
者
と
し
て
浮
き
名
を

流
し
た
と
い
う
。
遊
里

・
島
原
で
出
会

っ
た
葛
城
を
激
し
い
恋
争
い
の
末
に
身

請
け
し
、
祝
言
と
な
る
の
が
こ
の
場
面
で
あ
る
。
解
説
に
も

「島
台
」
の
表
現

が
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
島
台
と
考
え
て
よ
い
。

こ
う
し
て
百
科
事
典

・
辞
書
に
よ
る
言
葉
の
定
義
と
物
語
の
挿
絵
や
絵
巻
の

図
を
見
て
島
台
の
姿
は
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
絵
入
り
本
や

美
術
書
の
な
か
に
そ
れ
ま
で
は
気
が
付
か
な
か

っ
た
島
台
の
図
が
次
々
見
つ
か

り
は
じ
め
た
。

石
川
豊
信
筆

『絵
本
江
戸
紫
』

(明
和
二
年
、

一
七
六
五
)

の
婚
礼
の
場
面

に
島
台
が
描
か
れ
て
い
る
。
(図
4
)
こ
れ
は

「帽
子
」
を
解
説
す
る
項
目
に

掲
げ
ら
れ
た
図
で
、
婚
礼
の
際
嫁
が
か
ぶ
る
帽
子
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

も
と
も
と
帽
子
は
髪
の
生
え
ぎ
わ
を
隠
す
程
度
の
も
の
だ

っ
た
が
、
い
ま
で
は

各
種
の
帽
子
が
現
れ
て
お
り
、
流
行
と
い
う
も
の
は
際
限
が
な
い
と
述
べ
て
い

る
。
そ
の
記
述
か
ら
考
え
て
、
当
時
流
行
の
婚
礼
の
様
子
を
描
い
た
も
の
と
想

像
で
き
る
。
と
な
り
の
座
敷
か
ら
娘
二
人
が
障
子
に
穴
を
開
け
て
覗
い
て
お
り
、

大
仰
な
儀
式
を
茶
化
す
風
刺
の
感
じ
も
受
け
る
が
、
む
し
ろ
当
時

の
婚
礼
の
実
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図5

態
を
よ
り
よ
く
伝
え
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
祝
言
の
座
敷
の
中
央

に
島
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
婿

・
嫁

・
双
方
の
両
親
な
ど
が
囲
む
真
ん
中
の
座

を
占
め
る
の
が
、
立
派
な
松
の
木
に
竹

・
梅
、
さ
ら
に
人
形
等
の
飾
り
物
を
配

の

し
あ

わ

び

し
た
島
台
で
あ
る
。
伊
勢
海
老
、
熨
斗
鮑
、
盃
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
載

っ
た
三
宝

が
置
か
れ
、
床
の
間
に
は
盆
石
ら
し
い
も
の
も
見
え
る
。
祝
儀
の
場
面
に
飾
り

物
が
さ
ま
ざ
ま
な
小
道
具
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ

の
中
心
に
な
る
の
が
島
台
で
あ
る
ら
し
い
。

元
禄
期
に
描
か
れ
た
と
い
う
石
川
流
宣
筆

『
大
和
耕
作
絵
抄
』
に
で
る
島
台

は
、
重
陽
の
節
句
の
飾
り
物
で
あ
る
。
(図
5
)
『
大
和
耕
作
絵
抄
』
は
全
四
巻

の
絵
本
で
、
農
耕
の
み
な
ら
ず
当
時
の
年
中
行
事
の
様
子
を
多
く
描
い
て
い
る
。

こ
の
場
面
は
、
武
家
の
屋
敷
に
お
け
る
重
陽
の
節
句
の
祝
い
で
あ
る
。
島
台
は

や
は
り
座
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
。
床
の
間
を
背
に
し
た
上
座
に
い
る
の
は

主
人
で
あ
ろ
う
が
、
島
台
が
中
心
に
な
る
よ
う
に
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に

応
じ
て
縁
側
や
座
敷
に
席
を
占
め
て
い
る
。
島
台
に
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
植
物

や
岩
の
よ
う
に
見
え
る
が
は

っ
き
り
し
な
い
。
庭
に
は
菊

の
花
が
描
か
れ
て
お

り
、
島
台
に
も
菊
が
植
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
婚
礼
の
場
の
み
で
は
な
く
、

こ
う
し
た
年
中
行
事
の
儀
礼
で
も
島
台
は
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。

西
川
祐
信
筆

「賀
莚
図
」
は
、
享
保
年
間
に
描
か
れ
た
着
色

の
掛
け
軸
図
で

あ
る
が
島
台
が
詳
し
く
写
実
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。

(図
6
)
松

・
竹

・
梅
が
植
え
ら
れ
、
鶴
と
亀
が
配
さ
れ
て
い
る
島
台
で
あ
る
。

床

の
間
を
背
に
し
た
上
座
に
年
老

い
た
男
女
が
座

っ
て
お
り
、
長
寿
の
祝
い
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の
席

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
右
手
に
座
る
壮
年
ら
し
き
男
女
が
、
服
装

や
座
る
位
置
か
ら
し
て
当
主
夫
妻
で
あ
ろ
う
。
家
長
の
座
を
譲
り
隠
退
し
た
老

夫
妻

の
祝
い
の
席
で
あ
る
か
ら
、
島
台
は
老
夫
婦
二
人
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。

よ
く
見
る
と
老
婦
人
の
前
に
あ
る
よ
う
だ
か
ら
、
祝

い
事

の
中
心
は
こ
の
老

婦
人
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
盃
を
載
せ
た
三
宝
が
そ
の
右
手
に
見
え
、
座

を
巡

っ
て
ゆ
く
盃
に
合
わ
せ
、
島
台
も
座
を
移
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ

に
し
て
も
、
や
は
り
島
台

の
位
置
は
、
全
体
か
ら
見
て
や
は
り
中
心
に
な

っ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
島
台
は
、
婚
礼
の
場
だ
け
で
は
な

く
こ
う
し
た
賀
宴

の
席
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。

ま
た
、
と
く
に
厳
粛
な
儀
礼
の
場
と
は
思
え
な

い
宴
席
に
も
島
台
が
飾
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
十
八
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
画
家
川
又
常
行

「歌

舞
伎
図
屏
風
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
芝
居
茶
屋
の
座
敷
で
あ
る
。
扇
子
を

手
に
踊
る
者
、
女
と
戯
れ
な
が
ら
盃
を
め
ぐ
ら
す
円
座

の
者
な
ど
が
に
ぎ
や
か

に
遊
ぶ
座
敷
に
島
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
白
木

の
台

の
上
に
松

の
木
な
ど
の
飾

り
物
が
載

っ
た
豪
華
な
島
台
が
見
え
る
。
し
か
し
、
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
こ
の

場
に
運
び
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る

一
層
巨
大
な
島
台
で
あ
る
。
三
人
の
男
が

担

い
で
い
る
か
ら
、
重
量
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
台
上
に
は
岩
山
が
そ
び
え
立
ち
、

紅
葉

の
大
木
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
水

の
景
を
か
た
ど
つ
た
島
台
と
言

う
べ
き
だ
ろ
う
。

(図
7
)

こ
う
な
る
と
儀
礼
の
装
置
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
島
台

の
ス
ケ
ー
ル
を
越
え
た
遊
興
の
道
具
、
山
水

の
作
り
物
に
な

っ
て
い
る
。
島
台

318



島台考一序説

図7

は
、
形
の
上
で
ど
れ
ほ
ど
の
多
様
さ
を
持
ち
、
用
途
の
上
で
ど
れ
ほ
ど
の
広
が

り
を
持

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
こ
の
宴
席

の
場
面
に
は
手
前
に
こ
れ
ま
た
巨
大
な
朱
塗
り
の
盃
が

見
え
、
そ
こ
に
は
柳
の
木
が
立

っ
て
い
る
。
盃
は
白
木
の
台
の
上
に
置
か
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
は
み
出
す
ほ
ど
の
大
き
さ
だ
か
ら
、
実
用
よ
り
は
飾
り
物
な
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
島
台
の
仲
間
だ
と
見
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
島
台
の
世
界

は
意
外
な
深
さ
と
広
さ
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
ほ
か
浮
世
絵
に
も
、
よ
く
細
部
を
見
る
と
島
台
ら
し
き
も
の
が

描
か
れ
て
い
る
場
面
が
見

つ
か
る
よ
う
に
な

っ
た
。
描
か
れ
た
島
台
を
探
索
し

て
ゆ
く
と
、
さ
ら
に
多
様
な
島
台
が
見

つ
か
る
と
思
わ
れ
る
。

三

島
台
の
象
徴
世
界

島
台
は
、
お
お
む
ね
州
浜
の
形
を
し
た
白
木
の
平
板
な
台
に
景
物
を
飾

っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
絵
図
な
ど
を
見
る
こ
と
で
わ
か

っ
て
き
た
。
ま
た
江
戸

時
代
の
婚
礼
な
ど
を
扱

っ
た
儀
礼
書
を
見
て
ゆ
く
と
、
そ
の
中
に
は
島
台
を
詳

し
く
図
解
し
、
用
途
を
説
明
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
わ
か

っ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
寛
延
三
年

(
一
七
五
〇
)
に
刊
行
さ
れ
た

『
婚
礼
罌
粟
袋
』
に

は
、
島
台

の
図
が
詳
し
く
描
か
れ
、
そ
の
用
途
が
書
か
れ
て
い
る
。

「高
砂
島

台
の
図
」
と
題
さ
れ
た
図
に
は
、
台
の
上
に
岩

・
砂
を
配
し
て
浜
辺
の
景
を
か

た
ど
り
、
箒
を
持

つ
高
砂
の
尉
と
熊
手
を
持

つ
姥
の
人
形
を
立
て
て
、
背
後
に
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は
松
や
竹
を
植
え
て
い
る
。
そ
し
て

「此
台
は
祝
宴
の
か
ざ
り
な
り
」

と
あ
る
。
(図
8
)

そ
の
次
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
図
は

「蓬
莢
押
台
の
図
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
浜
辺
の
景
を

つ
く

っ
た
も
の
だ
が
、
石
組
み
の
上
に
は
松
と
梅
が
植
え

ら
れ
、
鶴
と
亀
が
配
さ
れ
て
い
る
。
書

き
添
え
ら
れ
た
説
明
は

「此
台
も
か
さ

り
物
な
れ
ど
、
肴
を
組
み
貝
類
を
組
む
べ
し
」
と
あ
る
。
飾
り
で
は
あ
る
が
、

純
粋
な
装
飾
装
置
で
は
な
く
、
酒
肴
を
載
せ
る
台
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

(図
9
)

一
見
す
れ
ば
同
じ
島
台
に
見
え
る
物
も

「高
砂
島
台
」
や

「蓬
莢
押
台
」
な

ど
、
区
別
が
あ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
用
途
が
異
な
る
よ
う
だ
。

さ
ら
に
も
う

一
つ
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
、

「押
台
蓬
莢
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
歳
を
重
ね
た
亀

の
背
に
石
組
み
を
配
す
る
も
の
。
松
が
生
え
、
鶴

が
と
ま
り
、
竹
、
梅
の
ほ
か
、
水
仙
や
蜜
柑

の
よ
う
に
み
え
る
植
物
が
植
え
込

ま
れ
て
い
る
。
説
明
は

「押
台
に
は
肴
を
か
ざ
る
べ
し
。
そ
の
品
第

一
貝
類
な

る
べ
し
。
或
は
も
み
ち
類
、
塩
引
の
た
い
、
す
は
ま
の
様
な
る
を
あ
し
ら
ふ
べ

し
」
と
な

っ
て
い
る
。
(図
10
)

こ
の
儀
礼
書
が
刊
行
さ
れ
た

一
八
世
紀
半
ば
の
時
代
に
は
、
こ
う
し
た
作
法

・

儀
礼
の
細
目
が
調
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
見
て

き
た

「島
台
」
で
は
な
い
、
「押
台
」

「蓬
莢
」
と
い
う
名
も
現
れ
て
い
る
。

「蓬
莢
」
と
は

「蓬
莢
飾
り
」
「蓬
莢

台
」
と
も
い
い
、
道
教
で
い
う
神
仙

の
棲
む
蓬
莢
山
を
象
徴
す
る
物
で
あ

ろ
う
。
島
台
が
蓬
莱
山
と

つ
な
が
る

思
想
世
界
の
道
具
と
考
え
る
と
、
そ

の
意
味
や
時
代
が
さ
ら
に
広
が

っ
て

ゆ
く
。

「蓬
莢
に
聞
か
ば
や
伊
勢

の
初
だ

よ
り
」
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芭
蕉

の

「去
来
抄
」

の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
発
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
教
世

界
で
い
う
想
像

の
中

の
蓬
莢
で
は
な
く
、
日
本
の
新
年
に
か
ざ
ら
れ
る
祝
い
の

席

の
具
体
的
な
蓬
莢
台
を
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
芭
蕉
は
正
月
の
蓬
莱
台

(島
台
)
を
目
の
前
に
し
て
こ
の
句
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

島
台
は
、
江
戸
時
代

の
人
々
に
と
っ
て
身
近
な
物
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

一

方
、
そ
れ
が
蓬
茉
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
時
代
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

つ

て
ゆ
く
に
違

い
な

い
。
儀
礼
書

・
作
法
書
な
ど
の
文
献
に
当
た
り
、
さ
ら
に
絵

図
類
を
た
ど
る
こ
と
で
島
台
の
世
界
は
さ
ら
に
大
き
く
ふ
く
ら
ん
で
く
る
で
あ

ろ
う
。

島台考一序説

註ω

大
づ
か
み

に
言

つ
て
、

元
禄
期

以
前

は
諸
本

に
挿
絵
が
載

る
数
が
少
な
く
、

元
禄
期
あ

た
り
か
ら

挿
絵
入
り

の
絵
入
り
本
が
増
加
し

は
じ
め

る
、
と
言
わ
れ

て
い
る
。

②

島
台

の
図
が
描

か
れ

て
い
る
の
は
、
や

は
り
元
禄
期

以
降
、

十
人
世
紀

に
入

っ
て
か
ら
の
出
版
物

が
多

い
。

㈹

祝

い
の
席

で
の
島
台

は
主
役

の
正
面
に
据
え
ら

れ
る
も
の
の
、
そ
の
島
台

を
取
り
巻

い
て
関
係
者

が
円
形

に
座
を
占

め
る
の
が

ほ
と

ん
ど
の
よ
う
だ
。

見
方

に
よ

っ
て
は
四
方

正
面
、
上
座
下
座
を

あ

い
ま

い
に
し

て
、
上
下
の
区
別
を
取
り
払
う
役
割
を
島
台
が
果
た
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

321


