
中
に
は
其
外
に
作
り
か
け
の
腰
掛
け
た
女
や
立
っ

た
女
の
種
々
な
像
が
美
し

い
曲
線
の
律
昔
を
瀕
は
し
て
ゐ
る
、
呉
君
は
九
大
内
科
で
栢
田
博
士
の
後
を

〔
マ
マ

〕

承
け
て
主
任
教
授
に
な
っ
た
呉
拇
士
の
宜
弟
だ
『
製
作
し
て
ゐ
る
時
は
暑
い

事
も
忘
れ
て
ゐ
ま
す
、
此
別
科
で
は
私
共
の
外
に
消
水
彦
太
郎
、
荻
島
、
松

平
榮
之
助
、
長
谷
川
勝
之
、
吉
川
保
正
の
諸
君
が
午
前
中
製
作
し
て
ゐ
て
午

ア
ト
リ
エ

後
か
ら
朝
倉
先
生
の
工
房
で
や
っ
て
ゐ
ま
す
』
と
又
相
川
君
は
『
暑
い
時
は

百

0
二
度
に
も
な
り
ま
す
が
懸
命
に
や
っ
て
ゐ
る
の
で
却
て
放
課
後
の
方
が

苦
し
い
位
で
す
』
と
、
今
年
は
一
般
に
若
い
作
家
の
製
作
が
非
常
に
多
く
モ

デ
ル
も
間
に
合
ひ
兼
て
る
程
で
あ
る
、
そ
れ
か
ら
一
大
牡
観
を
呈
し
て
ゐ
る

の
は
研
究
室
で
鴬
員
の
通
り
堀
江
尚
志
、
久
保
田
吉
太
郎
、
松
田
尚
之
、
安

藤
照
、
泉
谷
喜
一
郎
、
小
室
逹
の
諸
秀
オ
が
何
れ
も
六
尺
に
餘
る
裸
婦
を
製

〔朝
〕

作
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
此
所
は
浅
倉
数
授
が
衣
物
も
袴
も
汗
に
襦
れ
る
程

熱
心
な
監
督
を
し
て
ゐ
る
丈
あ
っ

て
モ
デ
ル
も
肉
儒
の
匂
や
か
な
粒
揃
ひ
で

従
っ

て
作
も
傑
出
し
て
ゐ
る
。

原

⑩

瞭

社

大
正
八
年
に
朝
倉
文
夫
以
下
本
校
彫
刻
科
卒
業
生
た
ち
が
東
台
彫
塑
会
を
結

成
し
た
こ
と
は
第
二
巻

(799S801
頁
）
に
記
し
た
が
、
同
十
年
十
二
月
に
は
そ

れ
に
反
発
す
る
建
畠
大
夢
、
北
村
西
望
そ
の
他
が
瞭
原
社
を
結
成
し
た
。
彫
刻

科
三
教
授
の
う
ち
一
人
が
東
台
彫
塑
会
を
、
他
の
二
人
が
職
原
社
を
率
い
る
か

た
ち
と
な
っ
た
こ
と
は
生
徒
間
に
波
紋
を
呼
び
起
こ
し
、
ま
た
、
帝
展
審
査
に

お
い
て
両
派
の
軋
礫
が
露
骨
に
現
れ
た
り
し
た
が
、
両
派
の
対
立
は
芸
術
上
の

主
義
主
張
の
相
違
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
組
織
の
在
り
方
に
関
す
る
意

見
の
相
異
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
勢
力
争
い
に
近
い
も

の
で
あ
っ

た
。

こ
の
嘱
原
社
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
北
村
西
望
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

〔
啜
〕拡

原
社
旗
揚
げ

建
晶
大
夢
君
と
私
が
帝
展
審
査
員
に
た
っ
た
大
正
八
年
の
十
一
月
で
あ

る
。朝

倉
文
夫
君
が
、
東
京
美
術
学
校
出
身
の
新
進
彫
刻
家
を
集
め
て
、

「
東

台
彫
塑
会
」
と
い
う
団
体
を
結
成
し
た
。
評
議
員
が
、
朝
倉
君
以
下
、
藤
川

勇
造
、
小
倉
右
一
郎
、
石
川
確
治
、
吉
田
三
郎
、
内
藤
伸
の
六
人
、
会
員

が
、
日
名
子
実
三
、
関
野
聖
雲
ら
十
八
人
、
会
友
が
木
内
克
ら
五
人
で
、
参

加
者
総
勢
三
百
五
十
人
、
実
に
大
き
な
組
織
で
あ
る
。

こ
の
団
体
が
、
毎
年
展
覧
会
を
行
い
、
私
も
建
晶
君
も
、
こ
れ
に
参
加
す

る
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ど
う
も
、
こ
の
団
体
の
在
り
方
が
納

得
い
か
ず
、
入
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
団
体
の
中
に
は
、
洋
行
帰
り
も
い
て
、
相
当
に
勉
強
し
て
い
る
の
が

か
な
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
帝
展
に
出
し
て
い
な
い
者
も
入
っ
て
い

て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
な
ん
と
も
承
服
し
難
い
。
特
に
帝
展
で
活
動
し

て
い
る
朝
倉
君
が
、
帝
展
に
背
を
向
け
て
い
る
者
た
ち
ま
で
仲
間
に
し
て
展

覧
会
を
開
く
の
は
、
帝
展
の
分
派
行
動
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、

「
あ
あ
い

う
の
は
良
く
な
い
ね
」
と
、
建
畠
君
と
語
り
合
っ
た
も
の
だ
。

大
正
十
年
、
私
が
美
校
教
授
に
な
る
と
、
建
晶
君
と
相
談
し
て
、
私
た
ち

も
運
動
を
起
こ
そ
う
と
計
画
を
立
て
、
十
二
月
、

「
拡
原
社
」

と
い
う
研
究

団
体
を
発
足
さ
せ
た
。
東
台
彫
塑
会
が
、
評
議
員
、
会
員
、
会
友
と
も
の
も

る
。
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の
し
い
陣
容
で
あ
る
の
に
対
し、

こ
の
拡
原
社
の
方
は
、
先
輩
後
翡
と
分
け

隔
て
せ
ず
、
ま
た
美
術
学
校
卒
業
生
か
否
か
も
問
わ
ず
、
広
く
門
戸
を
開
く

組
織
と
し
た
。

集
ま
っ
て
き
た
の
は
、
八
手
会
の
池
田
勇
八
、
国
方
林
―
―
-
、
学
生
時
代
世

話
に
な
っ
た
美
校
助
教
授
の
水
谷
鉄
也
先
生
、
建
畠
君
と
同
窓
だ
っ
た
木
彫

の
関
野
聖
雲
美
校
助
教
授
（
こ
の
人
は
東
台
彫
塑
会
に
も
入
っ
て
い
た
）
ら

で
、
現
在
活
躍
の
沢
田
政
広
君
も
い
た
。
そ
の
数
は
六
十
余
人
。
こ
の
団
体

展
を
毎
年
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
拡
原
社
旗
揚
げ
の
際
、
「
拡
原
」
と
題
す
る
。
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
出

し

て
、
そ
れ
に
宣
伝
文
「
わ
れ
等
の
言
葉
」
を
載
せ
た。

五
条
か
ら
成
る
文
章
で
、
そ
の
一
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
、
個
性
の
燃

焼
か
ら
生
ま
れ
る
。
人
格
の
光
り
か
ら
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
芸
術
即
人
格
と

す
る
人
格
主
義
芸
術
の
立
場
だ
。
人
格
主
義
芸
術
は
わ
れ
等
の
立
場
で
あ

る
」
と
う
た
っ
て
い
る
。

ま
あ
、
芸
術
運
動
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
も
、
旗

揚

げ

の

時

は
、
そ
の
く
ら
い
は
言
う
、
と
い
っ
た
見
方
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
今
顧
み
て

も
、
意
外
な
ほ
ど
に
は
な
は
だ
民
主
的
で
、
自
由
主
義
的
で
、
そ
の
盛
ん
な

意
気
込
み
は
、
愉
快
で
さ
え
あ
る
。

そ
れ
に
、
そ
こ
で
主
張
し
て
い
る
人
格
主
義
芸
術
は
、
当
時
私
が
考
え
て

い
た
こ
と
だ
が
、
今
で
も
思
い
を
凝
ら
す
こ
と
で
も
あ
り
、
人

の

考

え

方

は
、
月
日
が
長
く
た
っ
て
も
、
い
っ
こ
う
に
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
と
、
つ
く

づ
く
感
じ
る
。

拡
原
社
は
、
た
だ
展
覧
会
を
開
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
実
践
的

な
方
針
を
立
て
て
い
て
、
翌
年
は
、
上
中
里
か
ら
近
い
滝
野
川
西
ヶ
原
の
高

（
『
百
歳
の
か
た
つ
む
り
』
前
出
）

台
に

、

農
園
の
跡
地
三
百
坪
（
一
坪
1
1

-―
-•
三
乎
方
メ
ー

ト
ル
）
ば
か
り
を

求
め
て
、
そ
こ
に
研
究
所
の
建
物
を
建
て
た
。
彫
刻
家
は
ア
ト
リ
ニ
が
必
要

だ
が
、
修
業
中
で
あ
っ
た
り
貧
乏
だ
っ
た
り
す
る
者
は
、
ア
ト
リ
エ
も
満
足

に
持
て
ず
、
先
輩
や
師
の
ア
ト
リ
ニ
を
借
り
て
作
る
と
い
う
の
が
普
通
だ
。

そ
う
い
う
不
遇
な
者
の
た
め
に
、
共
同
ア
ト
リ
ェ
を
作
り
、
そ
こ
で
鋭
意
研

究
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
研
究
所
を
建
設
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
。

研
究
所
の
建
設
が
成
っ
た
の
は
大
正
十
一
年
十
二
月
で
あ
る
。
建
坪
九
十

三
坪
余
。
ア
ト
リ
エ
は
五
室
、
会
議
室
付
き
で
あ
っ
た
。
十
二
月
二
十
日
に

は
、
記
念
試
作
展
を
開
き
、
二
千
人
も
の
招
待
客
を
集
め
て
、
盛
大
に
祝
っ

こ
。

t
 と

こ
ろ
が
、
そ
の
拡
原
社
も
運
営
一
年
余
で
、
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
。

大
正
十
二
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
の
せ
い
で
あ
る
。
研
究
所
の
建
物
そ

の
も
の
は
、
震
災
の
被
害
を
そ
う
受
け
な
か
っ
た
の
だ
が
、
拡
原
社
会
員
の

方
が
、
み
な
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
て
、
だ
れ
も
現
れ
な
く
な
っ
て
、
制

作
ど
こ
ろ
で
な
く
、
解
散
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
拡
原
社
は
、
社
団
法
人
に
し
て
、
法
人
そ
の
も
の
は
、
十
年
ぐ
ら

い
存
続
し
た
と
思
う
。

だ
い
た
い
、
東
台
彫
塑
会
の
向
う
を
張
っ
て
、
理
想
を
高
く
掲
げ
て
進
み

始
め
た
の
に
、
そ
ん
な
仕
俵
と
な
り
、
残
念
と
は
思
う
が
、
当
時
の
彫
刻
界

に
、
そ
れ
な
り
に
刺
激
に
は
な
っ
た
ろ
う
。

一
方
、
東
台
彫
塑
会
の
方
も
、
そ
う
長
く
は
続
い

て
な
い
。
大
正
十
四
年

で
終
わ
っ
て
い
る
。
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