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l

も
ち
ろ
ん
す
だ
れ
は 
'
カ
ー
テ
ン
や
ブ
ラ
イ
ン
ド 
'
襖
の
よ
う

に
日
常
の
生
活
に
な 
-
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ 
-
ま
せ
ん
｡

け
れ
ど
も 

度
す
だ
れ
の
あ
る
暮
ら
し
を
経
験
し
た
人
に
と

つ

て
は 
'
こ
れ
は
も 
-
'
必
需
品
と
い
う
か 
'
片
時
も
す
だ
れ
の
な

い
部
屋
に
は
居
た 
-
な
い
気
持
ち
が
強
い
よ
う
で
す
｡
そ
れ
ほ
ど 
'

れ

こ
の
す
だ
れ
に
は
何
か
素
晴
ら
し
い
魅
力
が
潜
み
､
イ
ン
テ 
-
ア

を
超
越
し
た 
'
人
び
と
の
心
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
神
秘
的
な
力

が
宿

っ
て
い
る
の
で
す
｡ 

L
J-
え
ば 
'
現
代
人
の
願
望
の
ひ
と
つ
に
､
す
だ
れ
の
掛
か
っ

だ

た
畳
の
上
で 
-
た
た
寝
を
し
て
み
た
い
､
-
い
-
の
が
あ 
-
ま
す 
.

優
雅
で
格
調
高
い
夏
の
ひ
と
と
き
｡
風
は
色
づ
き
､
芳
香
を
放
ち

ま
す 
.
ま
ど
ろ
み
の
中
で
見
る
遠
い
昔
の
夢 
.
す
だ
れ
の
吟
味
さ

れ
L
J天
然
素
材 
-
繊
細
な
技
法
が
記
憶
の
糸
を
紡
ぎ
､
懐
か
し
い

す

香
-
に
包
ま
れ
た
過
去

へ
と
い
ざ
な
っ
て
い
る
の
で
す 
.
す
.1
,れ


越
し
の
風
は 
t
か
-
も
人
を
感
傷
的
に
さ
せ
る
も
の
な
の
で
し
ょ


う
か
｡


す

だ
れ
の
向
こ 
-
に
見
え
る
自
然
の
景
色
は 
'
額
縁
に
飾
ら
れ


掛

た

一
枚
の
絵
の
よ 
-
に
以
前
よ 
-
増
し
て
輝
き
は
じ
め 
'
室
内 
-

の
調
和
を
図
っ
て
い
ま
す
｡

憧
れ
て
い
た
生
活
が 
'
こ
ん
な
カ
タ
チ
に 
-

｡
も

う
'
す
だ

れ
の
な
い
暮
ら
し
な
ん
て
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
｡
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な
ん
て
､
別
名
す
だ
れ
郵 
-
呼
ば
れ
て
い
る
鈴
木

さ
ん
ち
｡
で
も
､
当
人
は
大
満
足
｡
週
末
ご
-
に
客

を
呼
ん
で
は
自
慢
の
す
だ
れ
を
披
露
し
て
い
ま
す
｡

そ
れ
も
自
分
で
は
迎
え
に
行
か
な
い
で 
'
す
だ
れ
を

目
印
に
客
に
自
宅
を
捜
し
当
て
さ
せ
る
念
の
入 
-
よ 

-
｡
家
の
外
観
､ 
-
い
-
よ
-
も
す
だ
れ
の
第

一
印

象
を
聞 
-
の
が
何
よ 
-
も
楽
し
み 
-
か
｡
よ

っ
ぽ
ど

気
に
入

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
｡

ま
ず 
'
静
か
で
落
ち
着
い
た
た
た
ず
ま
い
を
見
せ

て
い
る
｡
こ
れ
が
最
も
多
い
意
見
｡
実
際
に
中
に
居

る
-
､
周
囲
の
物
音
が
気
に
な
ら
ず
､
烏
の
さ
え
ず 

-
や
樹
の
葉
の
こ
す
れ
合
う
音
だ
け
が
風
に
乗

っ
て

運
ば
れ
て 
-
る
'
-
う
な
ず 
-
鈴
木
さ
ん
｡
微
笑
が

絶
え
ま
せ
ん
｡
か
す
か
な
風
で
す
だ
れ
が
ゆ
っ
-
-

-
揺
れ
る
棟
を
見
て
い
る 
-
､
時
間
の
流
れ
を
忘
れ

て
し
ま
う
｡
遮
光
や
目
隠
し
､
通
風
な
ど
本
来
の
働

き
や
利
点
よ 
-
も
'
こ
う
い
っ
た
す
だ
れ
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
的
な
意
見
が
多
か
っ
た
こ
-
も
'
鈴
木
さ

ん
を
喜
ば
せ
ま
し
た
｡

す
L
,れ
の
あ
る
部
屋
で
手
厚 
-
も
て
な
し
な
が
ら
､

す
だ
れ
の
良
さ
を
講
釈
す
る
鈴
木
さ
ん
｡
で
も
帰 
-

際
､
も
う 
1
度
振 
-
返

っ
て
す
だ
れ
が
見
つ
め
ら
れ

て
い
る
こ
-
に
は 
'
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
｡
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す
だ
れ
は
窓
際
に
掛
け
な
け
れ
ば 
-

'
-
考
え

て
い
た
ら
大
間
違

い
｡
す
だ
れ
障
子
'
衝
立
'
犀
風

な
ど
'
部
屋
の
間
仕
切
-
や
玄
関
に
も
よ
-
合

い
ま

す
｡
カ
ー
テ
ン
や
ブ
ラ
イ
ン
ド
-
異
な 
-
'
ど
こ
に

で
も
手
軽
に
掛
け
た
-
置

い
た
-
で
き
'
ま
た
取
-

は
ず
せ
る
の
で
部
屋
の
模
様
替
え
な
ど
に
は
最
適
で

す
｡

い
ろ
い
ろ
-
ア
イ
デ
ア
を
絞

っ
て
み
て
は
い
か

が
-

き

っ
-
あ
な
た
だ
け
の
独
創
的
な
空
間
が
生

ま
仰
;
,..

㌢

(

S
最

な
ん
て
考
え
方
も
も
う
古

い 

洋
間
の

一
角
に
畳
の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
-
ビ
ン
グ
が

も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
よ
-
に
'
洋
風
の
中
に
-
け

込
む
日
本
の
伝
統
も
ま
た
趣
が
あ
-
ま
す
｡
洋
の
機

能
美
-
和
の
形
式
美
の
融
合
-
調
和
は
'
新
し
い
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
確
立
L
t
新
し
い
時
代
の
オ
-
ジ

ナ
-
テ
ィ
に
富
ん
だ
生
活
時
間
を
追
求
し
て
い
-
こ 

-
で
し
ょ
う
｡

す
だ
れ
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
'
な
ん
て
オ
シ
ャ
レ

じ
ゃ
あ
-
ま
せ
ん
か
｡
画

一
化
さ
れ
た
外
観
'
間
取 

-
だ
か
ら
こ
そ
'
工
夫
の
余
地
が
残
さ
れ
て
お
-
､

個
性
的
な
空
間
づ
-
-

へ
の
励
み
が
い
が
あ
る
-
い

う
も
の
で
す
｡
さ
あ
'
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
し
よ

ナフ
○
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小物すだれ


目
の
前

に
す
だ
れ
の
ラ
ン
チ

ョ
ン
マ
ッ

ト
が

一
枚
｡
ラ
ン
チ

ョ
ン
-
は
ラ
ン
チ
よ 

-
や
や
正
式
な
昼
食
の
こ
-
で
す
が
､
す

だ
れ
の
場
合

に
は
何

に
で
も
あ

い
ま
す
.

が
､

ぬ
れ
緑

に
広
げ
る
の
な
ら
､
や

っ
ぱ 

-
生
ビ
ー

ル
-
枝
豆
で
し
ょ
う
｡
か
き
氷

や
ク
-
1
ム
あ
ん
み

つ
も

マ
ル
｡
テ
ー
ブ

ル
な
ら
､
そ
-
め
ん
､
水
よ
-
か
ん
｡
す

だ
れ
か
ら
季
節

に

マ
ッ
チ
し
た
風
味
が
連

想
さ
れ
ま
す
｡
夏
ば

か
-
で
は
あ 
-
ま
せ

ん
｡
冬
な
ら
鍋
敷
き
｡
和
風

ス
パ
ゲ

ッ
テ

ィ
な
ど
は
､
味
覚
､
視
覚
の
両
面
か
ら
日

本
の
味
を
主
張
で
き
ま
す
｡

食
生
活
で

い
え
ば
､
の
-
巻
き
す
だ
れ

や
せ
い
ろ
用
す
だ
れ
は
､
日
本
の
食
文
化

と
は
切

っ
て
も
切
れ
ぬ
仲
｡
天
然
素
材
を

生
か
し
た
深

い
味
わ

い
が
､
ふ
-
よ
か
に

広
が 
-
ま
す
｡

簾
は
､
室
内
の
し
き
-
や
日
よ
け
な
ど
に
古 
-
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
ま

し
た
｡
平
安
時
代
の
中
頃
'
清
少
納
言
に
よ

っ
て
か
か
れ
た

『枕
草
子
』

の
中

に
も
記
載
が
み
ら
れ
､
宮
廷
生
活
の
中

に
簾
が
溶
け
こ
ん
で

い
た
の

が
わ
か
-
ま
す
｡
ま
た
､
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
の

簾
が
神
奈
川
県
の
お
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
｡

簾
は
古 
-
か
ら
伊
予
簾
が
有
名
で
す
が
'
京
都
の
も
の
が
最
上
級 
-
さ

れ

｢禁
裏
翠
簾
師
｣
と

い
っ
た
高
級
品
専
門
の
職
人
も

い
ま
し
た
｡
江
戸

に
お
い
て
も
､
徳
川
家
康
の
江
戸
開
府
以
来
､
江
戸
の
繁
栄
に
つ
れ
て
､

江
戸
城
､
武
家
屋
敷
､
神
社
仏
閣
あ
る
い
は
商
家

へ
の
簾
が
用

い
ら
れ
る

よ
-
に
な

っ
て
き
ま
し
た
｡
江
戸
時
代
元
禄
期
に
発
行
さ
れ
た

｢
人
倫
訓

蒙
図
菓
｣
な
ど
に
は
御
簾
師 

(屋
)
が

い
た
こ
-
が
記
さ
れ
て
お
-
､
当

時
既
に
簾
専
門
の
職
人
が

い
た
こ
-
が
わ
か
-
ま
す
｡

簾
は
将
軍
､
大
名
､
宮
廷
な
ど
の
高
貴
な
身
分
の
者
ば
か
-
で
な
-
､

庶
民
の
間
に
も
広
が

っ
て
､
日
よ
け
用
に
多 
-
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な 
-

ま
し
た
｡
浮
世
絵
の
中

に
も
簾
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
ま
す
｡

明
治
以
降
も
､
簾
は
､
家
庭
や
神
社
な
ど
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
き
ま

し
た
｡
明
治
五
年

二

八
七
二
年 
)
発
行
の

『東
京
府
志
料
』
に
は
､
府

内
各
地
で
簾
が
生
産
さ
れ
て
い
る
状
況
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡

近
年
､
ビ

ニ
ー

ル
製
の
も
の
や
中
国
な
ど
の
輸
入
品
も
の
に
押
さ
れ
て
､

手
づ 
-
-
の
簾
の
需
要
は
減
少
ぎ
み
で
す
が
へ
室
内
装
飾
品
-
し
て
見
直

さ
れ
て
-
る
な
ど
新
た
な
発
展

へ
の
契
機
が
芽
ば
え
て
き

つ
つ
あ 
-
ま
す
｡

江
戸
時
代
か
ら
三

〇
〇
年
余 
-
に
わ
た
-
継
承
さ
れ
て
き
た
技
術
を
基
礎

に
､
現
代
の
生
活

様
式
に
合
致
し
た
デ
ザ
イ

ン
-
秀
れ
た
品
質
の
製
品
を


つ
-
-
だ
す
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
｡




す
だ
れ
の
持
つ
不
思
議
な
魅
力
の
ひ 
-
つ
に
､

向
こ 
-
側
が
ぽ
ん
や 
-
-
透
け
て
見
え
る
､ 

-
い
う
の
が
あ
る
｡

細
か
い
霧
を
撒

い
た
よ
う
に
､

ほ
の
か
に
白

っ
ぽ
く 
-

｡

け
れ
ど
も
､
そ
の
像
は
､

現
実
よ 
-
は
る
か
に
奥
行
き
が
あ 
-
､

輪
郭
を
鮮
明
に
見
せ
て
い
る
｡

日
本
の
風
土 
-
自
然
に
育
ま
れ
た
､

す
だ
れ 
-
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
が
､

そ
の
も
の
の
真
実
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
の
だ
｡

目
に
見
え
る
も
の
が
す
べ
て
で
は
な
い
｡

限
-
な
い
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
が
､

常
に
す
だ
れ
の
向
こ 
-
側
で
創
ら
れ
て
い
る
｡
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