
｢
『
徒
然
草
』
に
於
け
る
中
世
的
美
意
識
の
一
断
面
に
つ
い
て
｣

-

第
百
三
十
七
段
の
テ
ク
ス
ト
読
解
に
即
し
て

ー

≡;=序
早 早 早

新
旧
の
物
の
見
方
の
対
立

旧
来
の
物
の
見
方

新
し
い
物
の
見
方

遁
世
か
ら
求
道
へ

青

木

孝

夫

本
論
の
課
題
は
､
『
徒
然
草
』
第
百
三
十
七
段
の
テ
ク
ス
ト
読
解
を
通
じ
て
､
｢
花
は
さ
か
り
に
､
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の

か
は
]
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
中
世
的
美
意
識
の
一
位
相
を
解
明
す
る
事
に
在
警
論
述
の
次
第
は
､
兼
好
の
称
揚
す
る
中
世
的
な
新

し
い
物
の
見
方
に
先
行
す
る
伝
統
的
な
物
の
見
方
の
解
明
を
､
ま
ず
竺
章
で
行
な
誓
続
く
第
二
章
で
は
､
新
し
い
物
の
見
方
が
､

所
謂
無
常
感
と
は
異
な
る
､
隠
遁
者
の
｢
無
常
観
｣
に
拠
る
事
を
解
明
す
る
｡
そ
の
上
で
､
旧
来
の
伝
統
と
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
明
ら

か
に
す
る
｡
第
≡
章
で
は
､
実
践
的
な
立
場
と
､
新
し
い
物
の
見
方
に
於
い
て
示
さ
れ
る
美
的
な
立
場
と
.
の
対
比
が
ま
ず
行
な
わ
れ
る
｡

次
に
､
新
し
い
美
意
識
に
従
っ
て
物
を
見
て
い
る
と
､
真
の
美
的
体
験
に
恵
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
､
こ
の
美
的
体
験
を
介
し
て
､
宗
教
的

転
回
の
展
開
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
｡
即
ち
､
遁
世
者
の
美
的
な
｢
無
常
観
｣
が
､
仏
教
未
来
の
求
道
的
｢
無
常
観
｣
に
変
貌
す
る
事

が
述
べ
ら
れ
撃

二
≡
七



序
新
旧
の
物
の
見
方
の
対
立

『
徒
然
草
』
の
下
巻
は
､
著
名
な
第
百
三
十
七
段
よ
り
始
ま
る
｡

二
三
八

花
は
さ
か
り
に
､
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
｡
雨
に
む
か
ひ
て
月
を
こ
ひ
､
た
れ
こ
め
て
春
の
行
衛
知
ら
ぬ
も
､
な
ほ
哀

に
情
ふ
か
し
｡
咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
棺
､
散
り
し
を
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
見
所
お
は
け
れ
｡
歌
の
言
葉
喜
に
も
､
｢
花
見
に
ま
か
れ
り
け

る
に
､
は
や
く
散
り
過
ぎ
に
け
れ
ば
｣
と
も
､
｢
さ
は
る
事
あ
り
て
ま
か
ら
で
｣
な
ど
も
書
け
る
は
､
｢
花
を
見
て
｣
と
い
へ
る
に
劣
れ

る
事
か
は
｡
花
の
散
り
､
月
の
傾
く
を
慕
ふ
な
ら
ひ
は
さ
る
事
な
れ
ど
､
こ
と
に
か
た
く
な
な
る
人
ぞ
､
｢
こ
の
枝
､
か
の
枝
散
り
に
け

(4)

り
｡
今
は
見
所
な
し
｣
な
ど
は
い
ふ
め
る
｡

冒
頭
の
｢
花
は
さ
か
り
に
､
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
｣
の
一
文
は
､
中
世
の
美
意
識
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
､
と
り
わ

け
広
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
と
も
す
れ
ば
誤
解
さ
れ
や
す
い
こ
の
一
文
は
､
唆
々
た
る
満
月
よ
り
も
新
月
や
臨
月
の
方
が
､
人
の
目
を
惹
き

つ
け
る
点
で
立
ち
勝
る
事
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
｡
見
ら
れ
る
物
の
側
で
､
満
開
の
桜
よ
り
も
咲
き
初
め
乃
至
散
り
際
の
桜
の
方
が
美

し
く
､
人
を
魅
了
す
る
事
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
｡
感
覚
的
対
象
と
し
て
見
れ
ば
､
満
開
の
桜
の
方
が
咲
き
初
め
の
桜
よ
り
も
充
実
し

た
質
を
有
し
､
そ
の
意
味
で
､
満
開
の
花
の
方
が
一
層
美
し
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
冒
頭
の
一
文
の
真
意
は
､
見
ら
れ
る
物
の
次
元

で
の
感
覚
的
美
し
さ
の
優
劣
を
問
題
と
す
る
事
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡
そ
う
で
は
な
く
し
て
､
物
の
見
方
次
第
で
は
､
糀
月
や
≡
日
月
を

満
月
同
様
に
､
時
に
は
満
月
に
ま
し
て
､
｢
哀
｣
や
｢
を
か
し
｣
と
い
う
興
趣
を
深
く
味
わ
い
得
る
と
主
張
す
る
事
に
あ
る
｡

こ
こ
に
於
い
て
､
冒
頭
の
一
文
の
背
後
に
は
､
物
の
見
方
に
関
し
て
対
立
の
あ
る
事
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
一
方
に
､
例
え
ば
隈
な
き

望
月
と
い
う
感
覚
的
に
充
実
し
そ
の
形
態
も
明
瞭
な
物
象
を
見
つ
め
て
味
わ
う
旧
い
物
の
見
方
の
伝
統
が
あ
る
｡
他
方
に
､
感
覚
的
充
実



と
い
う
点
で
も
､
そ
の
形
態
の
完
全
さ
の
点
で
も
､
満
月
に
劣
る
≡
日
月
の
如
き
物
や
雨
中
の
月
の
如
く
眼
に
見
え
な
い
物
を
思
う
と
い

う
新
し
い
物
の
見
方
･
味
わ
い
方
が
あ
る
｡
こ
こ
で
兼
好
は
､
旧
い
伝
統
的
な
物
の
見
方
に
対
し
て
､
新
し
い
物
の
味
わ
い
方
の
方
が
一

段
と
す
ぐ
れ
て
い
る
事
､
少
く
と
も
旧
い
物
の
味
わ
い
方
に
劣
ら
な
い
事
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡
｢
花
は
さ
か
り
に
｣
に
続
く
一
文
は
､

雨
に
阻
ま
れ
て
眼
に
見
え
な
い
月
を
恋
い
､
或
い
は
病
床
に
臥
し
て
屋
内
に
籠
り
見
る
事
の
で
き
な
い
満
開
の
桜
を
想
う
､
と
い
う
新
し

い
物
の
見
方
が
､
満
月
や
満
開
の
花
を
目
の
あ
た
り
に
見
る
旧
来
の
物
の
見
方
に
劣
ら
ず
興
趣
深
い
事
を
明
瞭
に
述
べ
る
｡

｢
雨
に
む
か
ひ
て
月
を
こ
ひ
､
た
れ
こ
め
て
春
の
行
衛
知
ら
ぬ
も
､
な
ほ
哀
に
情
ふ
か
し
u

(
傍
点
筆
者
)

こ
の
一
文
は
､
伝
統
的
な
物
の
見
方
に
よ
る
｢
真
に
情
ふ
か
し
｣
と
い
う
体
験
が
､
見
え
ざ
る
物
象
を
想
う
新
し
い
見
方
に
よ
っ
て
も
､

や
は
り
体
験
さ
れ
る
事
を
述
べ
て
い
る
｡
旧
い
伝
統
で
は
､
ま
ず
目
を
惹
き
つ
け
る
美
し
い
物
象
が
あ
れ
ば
こ
そ
､
｢
哀
に
情
ふ
か
｣
く

物
を
味
わ
う
事
が
で
き
る
｡
と
こ
ろ
が
､
新
し
い
物
の
見
方
で
は
､
物
象
が
さ
は
ど
美
し
く
な
い
場
合
で
も
､
更
に
は
見
る
べ
き
物
象
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
､
依
然
と
し
て
｢
哀
に
情
ふ
か
｣
く
物
を
味
わ
う
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
副
詞
の
｢
な
ほ
｣
が
意
味

す
る
の
は
､
以
上
の
事
柄
で
あ
ろ
等
従
っ
て
､
新
し
い
物
の
見
方
は
､
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
い
う
体
験
の
内
実
を
旧
い
物
の
見
方

と
共
有
し
て
お
り
､
こ
の
故
に
肯
定
的
に
評
価
も
さ
れ
て
い
る
｡

月
や
花
と
い
う
自
然
の
景
物
を
実
際
に
見
て
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
思
う
体
験
を
美
的
体
験
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
準
じ

て
､
月
や
花
を
想
っ
て
｢
真
に
情
ふ
か
し
｣
と
思
う
体
験
も
ま
た
､
美
的
体
験
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
の
体
験
も
､
→
見
ら

れ
る
断
と
し
て
､
満
月
と
い
う
物
象
や
雨
中
の
月
と
い
う
物
と
､
⊃
こ
れ
を
見
る
人
の
小
が
あ
っ
て
ま
ず
成
り
立
つ
｡
∋
そ
の
上
で
､
美

(

(

的
体
験
成
立
の
た
め
に
重
要
な
要
素
は
､
人
が
物
を
見
て
心
に
｢
思
う
事
｣
で
あ
る
｡
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
い
う
美
的
体
験
は
､
基
本

的
に
こ
の
三
要
素
(
物
･
心
･
思
う
事
)

に
よ
り
成
立
す
る
｡

こ
こ
で
､
莫
的
体
験
を
構
成
す
る
撃
二
の
要
素
､
つ
ま
り
｢
思
う
事
｣
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡
人
が
物
を
見
て
心
に
｢
思
う
事
｣
に
は
､

あ
れ
こ
れ
と
も
の
を
｢
思
う
｣
と
い
う
心
の
働
き
の
側
面
と
､
も
の
を
｢
思
う
｣
働
き
の
続
い
て
い
る
心
の
状
態
の
側
面
の
二
面
が
あ
る
｡

二
三
九



l一四〇

後
者
の
も
の
を
思
っ
て
い
る
心
の
状
態
を
｢
情
態
｣
と
言
お
う
｡
こ
の
｢
情
態
｣
は
､
想
起
す
る
､
想
像
す
る
､
知
る
､
考
え
る
､
推
理

す
る
､
判
断
す
る
､
感
じ
る
､
等
の
心
の
｢
思
う
｣
働
き
の
感
情
的
な
様
態
で
､
ふ
だ
ん
は
気
分
や
心
境
の
如
く
漠
然
と
内
的
に
知
覚
さ

れ
て
い
る
｡
｢
思
う
事
｣
と
い
う
心
の
活
動
的
状
態
に
於
い
て
､
心
の
｢
思
う
｣
働
き
と
そ
の
｢
情
態
｣
の
両
面
は
一
体
不
可
分
で
あ
る
｡

木
論
の
課
題
は
､
兼
好
の
理
想
と
す
る
中
世
的
な
新
し
い
物
の
見
方
･
味
わ
い
方
の
解
明
に
あ
る
｡
そ
こ
で
ま
ず
､
新
旧
両
様
の
物
の

見
方
の
共
通
点
と
相
違
点
を
､
美
的
体
験
の
基
本
的
構
成
要
素
に
即
し
て
､
第
一
章
及
び
第
二
章
に
於
い
て
明
ら
か
に
し
て
行
こ
う
｡

一章

旧
来
の
物
の
見
方

伝
統
的
な
物
の
見
方
に
と
っ
て
､
見
る
べ
き
物
は
､
物
が
推
移
･
変
化
す
る
過
程
で
取
る
最
も
充
実
し
た
形
態
､
例
え
ば
花
や
月
な
ら

ば
満
開
の
桜
や
満
月
で
あ
る
｡
こ
の
直
観
の
対
象
は
､
感
覚
的
に
充
実
し
た
美
し
い
物
象
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
人
は
慌
月
よ
り
も
隈
な
き

望
月
を
美
し
い
と
思
い
､
満
月
の
西
に
沈
む
の
を
惜
し
む
｡
ま
た
咲
き
初
め
の
花
よ
り
も
満
開
の
花
を
美
し
い
と
思
い
､
そ
の
散
る
の
を

惜
し
む
｡
こ
れ
が
､
月
や
花
に
接
し
た
場
合
の
人
の
自
然
な
心
情
で
あ
る
｡
｢
花
の
散
り
､
月
の
憤
く
を
慕
ふ
な
ら
ひ
｣
と
い
う
月
や
花

を
愛
惜
す
る
人
情
の
常
を
､
兼
好
は
｢
さ
る
事
｣
と
肯
定
的
に
判
断
す
る
｡
こ
れ
は
彼
が
こ
の
愛
惜
の
情
が
自
然
な
人
情
で
あ
る
事
を
認

め
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
｡
こ
の
自
然
な
心
情
は
､
人
を
魅
惑
す
る
感
覚
的
に
充
実
し
た
物
象
へ
の
愛
情
で
あ
る
｡
こ
の
物
象
の
美

し
さ
を
｢
物
象
の
見
所
｣
と
言
う
な
ら
ば
､
伝
統
的
な
物
の
見
方
は
､
｢
物
象
の
見
所
｣
を
､
人
の
自
然
な
心
情
に
従
っ
て
､
見
る
事
で

あ
る
｡
以
上
よ
り
､
伝
統
的
な
物
の
見
方
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
条
件
は
､
物
の
側
で
は
｢
一
物
象
の
見
所
｣
で
あ
り
､
心
の
側
で
は
人
の

自
然
な
心
情
で
あ
る
事
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
条
件
を
満
た
し
た
物
と
心
と
の
関
係
に
於
い
て
､
人
が
心
に
｢
思
う
事
｣
は
如
何
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

月
や
花
の
｢
見
所
｣
が
人
を
捉
え
る
と
､
彼
は
そ
の
自
然
な
心
情
に
従
っ
て
｢
物
象
の
見
所
｣
を
見
つ
め
心
に
色
々
な
物
事
を
思
う
｡



こ
の
時
､
彼
は
人
情
の
自
然
に
従
っ
て
感
覚
的
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
｡
彼
が
心
に
思
う
の
は
､
物
象
に
関
す
る
情
報
と
彼

の
生
涯
を
通
じ
て
培
わ
れ
て
き
た
思
い
出
や
教
養
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
月
や
花
の
｢
見
所
｣
を
見
つ
め
て
物
に
向
か
い
合
う
人
の
心
の
中

で
は
､
今
見
て
い
る
月
や
花
と
い
ケ
物
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
｡
月
や
花
に
関
連
し
て
過
去
に
体
験
し
た
事
の
思
い

出
が
喚
び
起
こ
さ
れ
､
身
に
つ
け
た
教
養
が
紬
ぎ
出
さ
れ
､
こ
れ
ら
色
々
の
物
事
が
思
わ
れ
て
心
の
働
き
は
止
む
事
が
な
い
｡
つ
ま
り
は
､

月
や
花
を
見
つ
め
て
見
飽
き
る
事
が
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
､
見
つ
め
な
が
ら
思
う
と
い
う
心
の
働
き
は
､
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に

考
え
る
事
が
で
き
よ
う
｡

『
徒
然
草
』
成
立
当
時
の
知
識
人
の
教
養
の
源
泉
に
は
､
『
白
氏
文
集
』
等
の
漢
詩
文
､
『
源
氏
物
語
』
等
の
物
語
類
と
並
ん
で
『
万

葉
集
』
及
び
『
古
今
和
歌
集
』
以
来
の
勅
選
歌
集
が
あ
り
､
こ
れ
ら
が
美
的
な
伝
統
を
形
づ
く
っ
て
い
た
｡
こ
れ
は
次
の
事
を
意
味
す
る
｡

〈6)

当
時
の
知
識
人
が
｢
見
る
も
の
聞
く
も
の
｣
つ
ま
り
知
覚
す
る
物
象
の
多
く
は
､
既
に
歌
や
詩
や
物
語
に
詠
ま
れ
ま
た
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
｡
ま
し
て
自
然
の
代
表
的
景
物
で
あ
る
月
や
花
は
､
古
来
､
多
く
の
詩
に
も
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
意
味
で
､
月
や
花
と

い
う
物
象
に
は
､
月
や
花
に
感
動
し
た
古
人
の
心
が
寵
む
っ
て
い
る
､
と
l
亨
見
よ
う
｡
従
っ
て
､
美
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
は
､
自

然
な
人
情
に
由
り
､
満
月
や
満
開
の
花
を
見
つ
め
な
が
ら
､
心
に
貯
え
た
古
今
の
詩
歌
や
物
語
の
知
識
ま
た
月
花
に
ま
っ
わ
る
個
人
的
な

思
い
出
を
繰
り
広
げ
る
事
が
で
き
る
｡
勿
論
､
格
別
の
美
的
な
教
養
が
な
く
と
も
､
人
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
体
験
し
､
心
に
蓄
積
し
て

釆
た
月
や
花
に
関
連
す
る
個
人
的
な
思
い
出
を
想
い
起
こ
し
､
ま
た
自
分
の
行
く
末
を
想
像
し
､
色
々
と
心
に
思
う
事
が
で
き
る
｡
以
上

よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
､
伝
統
的
な
物
の
見
方
に
於
い
て
身
心
は
､
目
で
｢
物
象
の
見
所
｣
を
知
覚
し
つ
つ
､
心
は
想
像
や
想
起
を
中
心

と
し
て
色
々
に
物
事
を
思
う
と
い
う
仕
方
で
働
く
｡
こ
の
時
､
物
と
心
と
の
間
に
生
ま
れ
る
｢
思
う
事
｣
に
は
､
.
既
に
述
べ
た
よ
う
に
､

物
に
関
わ
り
心
の
働
く
活
動
的
側
面
と
､
こ
の
働
き
が
続
く
状
態
的
側
面
と
が
あ
る
｡
心
の
｢
思
う
｣
働
き
と
そ
の
｢
情
態
｣
と
は
､
一

体
不
可
分
な
も
の
と
し
て
相
互
に
作
用
す
る
｡
物
と
関
わ
る
諸
々
の
心
の
働
き
は
心
の
｢
情
態
｣
に
影
響
を
与
え
､
逆
に
心
の
感
情
状
態

が
心
の
働
き
を
そ
の
感
情
の
色
に
染
め
あ
げ
る
｡
例
え
ば
､
月
を
見
て
そ
の
悲
し
げ
な
印
象
に
触
発
さ
れ
て
人
の
心
が
動
き
､
そ
の
人
の

二
四
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教
養
や
実
体
験
の
記
憶
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
､
心
に
悲
し
い
思
い
が
生
じ
る
｡
こ
の
時
､
月
を
見
る
心
の
働
き
は
悲
し
み
の
色
に
染
め
ら

れ
て
､
色
々
の
思
い
の
宿
る
月
は
ま
す
ま
す
悲
し
げ
に
見
え
､
ま
た
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
来
る
｡

こ
の
よ
う
な
体
験
に
於
い
て
､
｢
真
に
情
ふ
か
し
｣
と
は
､
｢
物
象
の
見
所
｣
と
い
う
直
接
に
享
受
さ
れ
る
対
象
に
つ
い
て
語
る
言
葉

で
は
な
い
｡
自
然
な
人
情
に
従
い
､
｢
物
象
の
見
所
｣
を
見
つ
め
な
が
ら
｢
思
う
｣
と
い
う
形
で
物
に
関
わ
っ
て
い
る
人
の
心
の
在
り
方

が
｢
哀
に
情
ふ
か
｣
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
れ
は
物
に
関
わ
る
心
の
活
動
的
状
態
を
判
断
し
て
下
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
｡
し
か
し
､

こ
の
判
断

こ
の
知
り
方
は
､
普
通
の
知
的
認
識
と
は
異
な
る
｡
例
え
ば
､
月
を
見
て
上
弦
の
月
と
知
る
だ
け
の
場
合
と
､
更
に
満
月
を

見
て
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
思
う
場
合
を
考
え
て
み
ょ
う
｡
頭
上
に
輝
く
半
円
状
の
月
を
見
て
上
弦
の
月
で
あ
る
と
知
る
場
合
､
人
は
知

覚
し
て
い
る
月
の
形
状
･
性
質
を
認
知
し
､
既
に
所
有
し
て
い
る
知
識
の
枠
組
み
に
従
っ
て
こ
れ
を
過
去
の
体
験
と
ひ
き
比
べ
､
推
理
し
､

や
が
て
上
弦
の
月
と
し
て
判
断
す
る
｡
こ
の
通
常
の
認
識
で
は
､
知
ら
れ
る
べ
き
物
事
を
既
得
の
知
の
枠
組
の
一
項
に
還
元
し
て
知
識
が

獲
得
さ
れ
る
｡
こ
の
時
､
知
る
人
と
知
ら
れ
る
物
つ
ま
り
対
象
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
て
お
り
､
知
ら
れ
た
上
弦
の
月
と
い
う
知
識
に
関
し

て
は
､
そ
の
真
偽
を
問
い
う
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
望
月
を
見
て
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
思
う
知
り
方
は
､
上
弦
の
月
と
知
る
だ
け
の
知
り

方
と
は
異
な
る
｡
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
思
う
知
り
方
の
場
合
､
知
ら
れ
る
対
象
は
望
月
と
い
う
知
識
で
は
な
く
､
こ
の
物
象
を
見
て
働

い
て
い
る
人
の
心
の
活
動
的
状
態
で
あ
る
｡
こ
の
知
り
方
は
､
そ
れ
故
､
味
わ
う
と
い
う
万
が
一
層
適
切
で
あ
る
｡
味
わ
う
と
は
､
物
に

触
れ
た
場
合
､
こ
れ
と
距
離
を
保
ち
そ
の
対
象
を
概
念
的
に
識
別
す
る
事
で
は
な
く
し
て
､
対
象
に
密
着
し
っ
つ
対
象
が
自
己
に
も
た
ら

す
味
わ
い
､
言
う
な
れ
ば
明
噺
で
は
あ
る
が
判
明
な
ら
ざ
る
味
わ
い
を
享
受
す
る
事
で
あ
る
｡
こ
の
享
受
は
､
物
を
知
る
の
で
は
な
く
､

物
が
心
に
惹
き
起
こ
す
｢
情
態
｣
を
味
わ
う
自
己
享
受
で
あ
る
｡
元
来
､
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
直
覚
す
る
活
動
的
心
と
､
知
ら
れ
る
｢
情

態
｣
的
心
と
は
､
一
体
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
｡

｢
望
月
の
く
ま
な
き
を
千
里
の
外
ま
で
眺
め
た
る
よ
り
も
､
暁
ち
か
く
な
り
て
待
ち
出
で
た
る
が
､
い
と
心
ぶ
か
う
､
青
み
た
る
よ
う
に



て
､
ふ
か
き
山
の
杉
の
梢
に
見
え
た
る
木
の
間
の
影
､
う
ち
し
ぐ
れ
た
る
村
雲
が
く
れ
の
ほ
ど
､
ま
た
な
く
哀
な
り
u

全
文
の
趣
旨
は
､
千
里
の
彼
方
を
照
ら
す
ほ
ど
に
輝
く
明
月
よ
り
も
､
待
ち
望
む
と
い
う
時
の
経
過
を
介
し
た
後
に
出
た
月
の
､
そ
の
光

を
見
え
隠
れ
さ
す
様
や
雨
雲
に
隠
れ
た
情
景
の
方
が
､
格
段
に
｢
哀
｣
で
あ
る
､
と
い
う
主
張
に
あ
る
｡
即
ち
､
旧
い
物
の
見
方
よ
り
も

新
し
い
物
の
見
方
の
万
が
一
層
｢
哀
｣
で
あ
る
と
言
う
｡
し
か
し
伝
統
的
な
物
の
見
方
を
解
明
し
て
い
る
我
々
は
､
｢
望
月
の
く
ま
な
き

を
千
里
の
外
ま
で
眺
め
た
る
｣
場
合
の
｢
哀
｣
の
体
験
を
扱
お
う
｡

澄
み
切
っ
た
夜
空
に
餃
々
と
輝
く
満
月
は
､
そ
の
明
瞭
な
円
形
と
共
に
感
覚
的
に
充
実
し
た
質
を
有
し
､
見
る
者
を
惹
き
つ
け
て
止
ま

な
い
｡
こ
の
満
月
に
向
か
い
合
っ
て
人
の
心
は
様
々
に
動
く
｡
満
月
を
見
つ
め
て
い
る
所
､
色
々
に
動
き
出
し
た
人
の
心
が
､
や
が
て
そ

の
人
の
個
性
に
相
応
し
く
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
思
い
を
形
成
す
る
に
至
る
事
が
あ
ろ
う
｡

(エ

仮
に
､
一
人
の
男
が
｢
千
里
の
外
ま
で
｣
照
ら
さ
ん
ほ
ど
に
も
明
る
い
月
に
触
発
さ
れ
､
白
楽
天
の
一
節
を
想
起
し
､
遠
く
異
郷
に

居
る
友
も
ま
た
､
秋
の
夜
空
に
白
く
輝
く
こ
の
月
を
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
､
と
思
っ
た
と
し
よ
う
｡
こ
の
男
は
､
月
を
見
な
が
ら
､

か
つ
て
の
楽
し
き
交
友
の
日
々
を
回
想
し
､
別
離
以
来
の
友
の
境
遇
を
思
い
遣
る
｡
こ
の
時
､
懐
か
し
き
友
に
会
え
ぬ
悲
し
み
に
捉
え
ら

れ
た
心
の
上
を
､
諸
々
の
思
い
が
悲
し
み
の
色
に
染
め
ら
れ
て
去
来
す
る
｡
翻
っ
て
､
我
が
身
を
顧
み
た
男
に
は
､
訪
れ
る
友
と
て
一
人

も
い
な
い
孤
愁
の
身
の
上
が
､
そ
の
晩
は
と
り
わ
け
氾
み
く
と
悲
し
く
実
感
さ
れ
よ
う
｡
何
も
月
は
男
一
人
の
心
を
照
ら
す
わ
け
で
は

な
い
の
に
｡

こ
の
よ
う
に
､
諸
々
の
思
い
を
寵
め
て
じ
っ
と
月
を
見
つ
め
る
事
が
｢
眺
め
｣
る
事
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
時
｢
哀
｣
と
は
､
既
に
み

た
よ
う
に
月
に
つ
い
て
言
う
の
で
は
な
い
｡
月
を
見
つ
め
て
色
々
の
事
を
思
わ
ざ
る
を
得
ぬ
男
の
心
の
括
額
な
働
き
と
､
弛
み
く
と
悲

し
い
心
の
｢
情
態
｣
を
言
う
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
人
の
心
が
自
我
の
奥
底
か
ら
動
き
出
し
て
い
る
場
合
に
､
｢
情
｣
や
｢
心
｣

が
深
い
と
言
う
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
こ
の
男
が
歌
人
で
あ
る
と
し
よ
う
｡
彼
は
明
月
の
さ
や
け
き
姿
を
見
つ
め
つ
つ
､
地
上
に
一
人
仔
つ
己
が
悲
し
み
の
心
境
を

二
四
三



次
の
如
く
歌
に
詠
み
､
心
を
晴
ら
す
で
あ
ろ
う
｡

月
見
れ
ば
千
々
に
も
の
こ
そ
悲
し
け
れ

わ
が
身
一
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど

大
江
千
里

古
今
集
･
巻
四
･
秋
上

二
四
四

な
る
は
ど
こ
れ
は
月
の
歌
に
相
違
な
い
｡
し
か
し
､
月
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
で
は
な
く
､
月
に
触
発
さ
れ
た
人
生
の
感
慨
と
い
う
心
に

｢
思
う
事
｣
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
｡

満
月
や
満
開
の
花
と
い
う
｢
物
象
の
見
所
｣
を
見
つ
め
て
人
が
心
に
｢
思
う
事
｣
は
､
日
常
の
何
ら
か
の
実
利
を
目
指
し
た
思
い
で
は

な
い
｡
人
は
美
し
い
物
を
見
つ
め
て
､
日
々
の
活
動
に
伴
う
気
遣
い
や
煩
わ
し
さ
と
は
異
な
る
心
境
に
入
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
｢
物

象
の
見
所
｣
に
触
発
さ
れ
た
記
憶
表
象
や
想
像
表
象
の
戯
れ
の
事
も
あ
ろ
う
し
､
実
存
的
心
情
の
湧
出
の
事
も
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､

こ
の
よ
う
に
人
が
心
に
も
の
を
思
う
事
に
よ
っ
て
初
め
て
､
｢
物
象
の
見
所
｣
は
〓
泉
｣
な
る
体
験
の
｢
見
所
｣
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
を
｢
物
象
の
見
所
｣
に
対
比
し
て
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
と
呼
ぼ
う
｡
伝
統
的
な
物
の
見
方
を
構
成
す
る
の
は
､
｢
物
象
の
見
所
｣

を
前
提
と
し
て
の
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
な
の
で
あ
る
｡

二章

新
し
い
物
の
見
方

兼
好
は
､
｢
物
象
の
見
所
｣
の
知
覚
を
契
機
と
し
て
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
味
わ
う
伝
統
的
な
物
の
見
方
を
､
決
し
て
消
極
的
に
評

価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
事
は
､
既
に
述
べ
た
よ
う
に
､
新
し
い
物
の
見
方
を
積
極
的
に
評
価
す
る
そ
の
価
値
基
準
そ
の
も
の
が
､



旧
い
物
の
見
方
の
場
合
と
等
し
く
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
い
う
事
に
あ
る
､
と
い
う
点
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
兼
好
は
､
例
え
ば

満
開
の
花
と
い
う
直
観
的
に
明
瞭
な
美
し
い
物
象
が
な
く
と
も
､
｢
哀
に
情
ふ
か
し
｣
と
い
う
体
験
を
持
つ
事
こ
そ
､
新
し
い
物
の
見
方

で
あ
る
と
主
張
す
る
｡
し
か
も
､
こ
と
さ
ら
｢
物
象
の
見
所
｣
の
な
い
物
に
よ
っ
て
こ
そ
､
一
層
深
く
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
享
受
す

る
事
が
で
き
る
､
と
言
う
の
で
あ
る
｡

｢
咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
梢
､
散
り
し
を
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
見
所
お
ほ
け
れ
｡
歌
の
言
葉
書
に
も
､
『
花
見
に
ま
か
れ
り
け
る
に
､
は
や

く
散
り
過
ぎ
に
け
れ
ば
』
と
も
､
『
さ
は
る
事
あ
り
て
ま
か
ら
で
』
な
ど
も
書
け
る
は
､
『
花
を
見
て
』
と
い
へ
る
に
劣
れ
る
事
か
は
u

勿
論
､
｢
物
象
の
見
所
｣
と
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
は
､
互
い
に
そ
の
存
在
性
格
を
異
に
す
る
｡
そ
れ
で
は
､
｢
物
象
の
見
所
｣
を
否

定
す
る
新
し
い
物
の
見
方
に
よ
っ
て
深
く
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
味
わ
う
事
が
で
き
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
間
に
対
し
て
は
､

次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ
の
新
し
い
物
の
見
方
は
､
旧
来
の
｢
花
の
散
り
､
月
の
傾
く
を
慕
ふ
な
ら
ひ
｣
と
い
う
素
朴

で
自
然
な
人
情
と
は
異
な
る
心
情
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
､
と
｡

花
や
月
に
代
表
さ
れ
る
自
然
の
物
象
は
､
絶
え
ず
推
移
し
変
化
す
る
｡
官
能
的
に
最
も
充
実
し
た
盛
り
の
花
も
視
覚
的
に
明
瞭
な
望
月

も
､
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
｡
万
事
無
常
に
移
り
変
わ
る
こ
の
世
に
於
い
て
､
月
も
花
も
こ
の
例
に
漏
れ
は
し
な
い
｡
人
は
､
こ
の
事
を

知
る
故
に
一
層
満
月
や
盛
り
の
花
を
賞
美
し
愛
惜
し
こ
れ
に
執
着
す
る
｡
こ
れ
が
､
今
日
に
見
え
る
｢
物
象
の
見
所
｣
を
愛
す
る
人
の
自

然
な
人
情
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
､
所
謂
無
常
感
が
生
ま
れ
る
事
に
な
る
｡
愛
惜
す
べ
き
盛
り
の
花
の
散
る
様
を
見
る
時
､
或
い
は
愛
す
る

人
の
心
変
わ
り
や
そ
の
死
に
出
会
う
時
､
人
は
お
の
ず
と
深
い
悲
哀
の
情
を
心
に
抱
く
事
に
な
る
｡
通
常
､
人
は
己
の
大
切
な
も
の
を
喪

失
す
る
時
､
悲
哀
の
情
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
人
は
､
花
の
散
る
様
や
人
の
死
に
は
か
な
さ
を
感
じ
､
そ
れ
に
触

発
さ
れ
た
無
常
の
観
念
と
結
合
し
た
物
事
を
､
悲
哀
の
情
に
染
め
ら
れ
た
心
に
思
い
浮
か
べ
る
｡
例
え
ば
､
或
る
女
は
､
草
の
露
の
如
き

自
然
の
は
か
な
き
景
物
や
四
季
折
節
に
移
り
変
わ
る
自
然
や
年
中
行
事
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
､
ま
た
､
は
か
な
き
露
や
陽
炎
更
に
季
節

の
推
移
を
詠
ん
だ
和
歌
等
を
想
起
し
､
そ
の
情
趣
に
浸
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
以
上
に
彼
女
は
､
実
際
に
己
の
人
生
と
関
わ
る
短
い

二
四
五
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恋
や
衰
え
た
容
色
､
更
に
老
化
･
病
気
､
遂
に
は
死
な
ど
人
生
の
は
か
な
い
様
を
想
起
し
ま
た
想
像
し
､
自
分
の
胸
に
鯵
出
し
た
諸
々
の

情
緒
に
没
入
す
る
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
､
俗
世
間
に
身
を
置
く
人
に
も
､
世
の
無
常
(
落
花
や
恋
の
喪
失
､
人
の
命
の
停
な
さ
)
は
､
自
己

の
無
常
を
思
わ
せ
､
彼
女
を
し
て
欺
傷
せ
し
め
る
｡

こ
こ
に
盛
り
を
過
ぎ
た
一
人
の
女
性
が
い
る
と
し
よ
う
｡
彼
女
は
､
春
雨
の
降
る
庭
に
散
り
萎
れ
た
花
を
見
て
､
ま
ず
そ
の
色
越
せ
た

花
の
様
に
無
常
の
し
る
し
を
認
め
る
｡
そ
こ
か
ら
改
め
て
人
の
世
の
無
常
を
思
い
､
空
し
く
積
み
重
ね
た
数
々
の
恋
を
思
い
､
そ
の
間
に

花
よ
り
も
は
か
な
く
己
の
容
色
の
衰
え
て
し
ま
っ
た
事
を
嘆
き
､
人
生
無
常
の
思
い
に
囚
わ
れ
る
｡
こ
の
時
､
彼
女
は
悲
哀
の
色
に
染
め

ら
れ
た
も
の
思
い
に
浸
っ
て
お
り
､
そ
の
限
り
､
実
践
的
行
動
に
よ
っ
て
自
己
の
運
命
を
切
り
拓
く
事
も
な
い
｡
し
か
し
､
春
の
長
雨
に

萎
れ
た
花
を
見
て
心
に
｢
哀
に
情
ふ
か
｣
く
｢
思
う
事
｣
を
､
恵
ま
れ
た
歌
才
に
よ
っ
て
､
次
の
よ
う
に
詠
む
で
あ
ろ
う
｡

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な

い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

小
野
小
町

古
今
集
･
巻
二
･
春
下

こ
こ
に
は
､
憂
愁
に
色
彩
ら
れ
た
美
的
な
も
の
思
い
が
た
し
か
に
存
在
す
る
｡
所
謂
無
常
感
の
持
ち
主
は
､
思
い
の
展
開
を
触
発
す
る

契
機
を
流
転
す
る
万
象
の
は
か
な
き
姿
に
求
め
る
｡
こ
の
時
､
彼
の
心
に
誘
発
さ
れ
る
無
常
と
い
う
観
念
は
､
単
に
頭
で
理
解
さ
れ
る
だ

け
の
一
片
の
知
識
に
止
ま
ら
ず
､
彼
の
心
の
思
い
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
無
常
と
い
う
観
念
と
人
の
心
の
思
い
の
結

合
し
て
い
る
感
受
性
乃
至
心
情
が
無
常
感
で
あ
る
｡
諸
行
無
常
の
理
は
､
人
を
初
め
と
し
て
万
象
を
貫
い
て
い
る
｡
自
然
も
人
事
も
こ
の

理
に
従
い
絶
え
ず
変
転
す
る
｡
こ
の
時
､
無
常
感
と
は
､
無
常
な
る
人
生
を
生
き
て
行
く
際
に
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
痛
み
､
恋
慕
､
懐
旧

と
い
っ
た
諸
々
の
思
い
を
窮
め
て
､
生
成
流
転
す
る
万
象
の
と
り
わ
け
衰
滅
す
る
姿
に
感
傷
的
に
向
き
合
う
人
の
心
情
で
あ
る
｡
こ
の
心



情
の
根
底
に
は
､
た
し
か
に
世
の
万
象
の
推
移
と
り
わ
け
衰
滅
の
相
に
照
ら
し
て
己
の
は
か
な
き
境
涯
を
悲
嘆
す
る
自
然
な
心
情
が
存
在

宣

す
る
､
と
言
え
よ
う
｡
こ
れ
が
言
う
な
れ
ば
詠
嘆
的
無
常
感
で
あ
る
｡

こ
の
詠
嘆
的
無
常
感
が
､
兼
好
の
新
し
き
物
の
見
方
が
そ
れ
に
基
づ
く
｢
無
常
観
｣
と
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

仮
に
､
生
成
衰
滅
す
る
物
事
の
変
貌
の
一
部
始
終
を
､
始
め
･
中
･
終
わ
り
の
三
相
に
分
節
し
て
み
よ
う
｡
既
に
見
た
よ
う
に
､
旧
い

伝
統
で
は
､
物
事
の
中
に
当
た
る
最
盛
期
､
例
え
ば
隈
な
き
望
月
の
美
事
さ
に
目
が
惹
き
つ
け
ら
れ
て
､
心
は
思
い
を
展
開
し
た
｡
ま
た
､

盛
り
の
物
事
の
衰
滅
す
る
終
わ
り
の
姿
､
例
え
ば
散
り
萎
れ
た
花
の
色
に
触
発
さ
れ
て
､
無
常
の
思
い
を
抱
く
の
が
所
謂
無
常
感
で
あ
っ

た
｡
｢
散
り
し
を
れ
た
る
庭
｣
と
い
う
｢
物
象
の
見
所
｣
な
き
花
の
終
わ
り
の
姿
は
､
無
常
の
観
念
を
契
機
に
､
人
の
胸
の
思
い
を
誘
い
出

し
､
従
っ
て
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
に
富
む
物
と
も
な
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
､
兼
好
の
主
張
す
る
新
し
き
物
の
見
方
に
よ
れ
ば
､
満
月
や

満
開
の
桜
に
の
み
｢
見
所
｣
が
あ
る
わ
け
で
も
､
単
に
｢
散
り
し
を
れ
た
る
庭
｣
だ
け
に
｢
見
所
｣
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
｡
｢
咲
き
ぬ

べ
き
ほ
ど
の
栴
､
散
り
し
を
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
見
所
お
ほ
け
れ
｣
と
主
張
す
る
新
し
い
物
の
見
方
は
､
物
に
向
か
い
合
う
人
の
心
構
え

が
､
旧
い
物
の
見
方
や
所
謂
詠
嘆
的
な
無
常
感
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
そ
れ
は
､
例
証
の
た
め
に
引
か
れ
た
｢
歌
の
言
葉
書
に
も
｣
の
一
句
が
示
す
よ
う
に
､
和
歌
の
世
界
に
由
わ
れ
た
物
の
見
方

で
あ
ろ
う
か
｡
王
朝
的
美
意
識
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
当
時
兼
好
は
和
歌
の
四
天
王
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
傑
出
し
た
歌
人
で
あ
り
､

『
古
今
集
』
以
来
の
四
季
の
部
立
に
は
も
と
よ
り
通
暁
し
て
い
た
｡
ま
た
四
季
の
変
遷
に
感
覚
の
鋭
敏
さ
を
示
し
た
『
枕
草
子
』
は
『
徒

然
草
』
の
先
縦
で
あ
り
､
勿
論
彼
は
こ
れ
を
熟
読
し
て
い
た
｡
そ
れ
故
､
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
判
断
す
れ
ば
､
｢
咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
栴
｣

に
花
を
待
つ
心
を
歌
い
､
｢
散
り
し
を
れ
た
る
庭
｣
に
花
を
傷
む
気
持
を
詠
む
伝
統
的
な
和
歌
の
世
界
が
､
こ
こ
に
思
い
描
か
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

し
か
し
､
彼
の
心
は
最
早
王
朝
の
心
で
は
な
い
｡
『
徒
然
草
』
の
著
わ
さ
れ
た
時
代
は
､
『
古
今
集
』
が
編
ま
れ
､
『
枕
草
子
』
･

『
源
氏
物
語
』
の
善
か
れ
た
当
時
か
ら
､
既
に
二
盲
年
か
ら
四
百
年
の
月
日
が
経
過
し
て
い
る
｡
こ
の
間
､
王
朝
の
貴
族
世
界
は
幾
多
の
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四
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戦
乱
を
経
て

(
例
え
ば
､
平
家
の
進
出
と
没
落
)
崩
壊
し
､
今
ま
た
南
北
朝
の
乱
世
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
第
百
二
十
二
段
で
武
士
の

す)

実
力
を
認
め
｢
鉄
の
益
｣
に
つ
い
て
述
べ
る
彼
は
､
一
方
で
､
伝
統
的
教
養
を
豊
か
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
､
他
方
で
､
冷
徹
に
現
実
を

洞
察
す
る
人
で
あ
る
｡
た
し
か
に
彼
は
『
徒
然
草
』
の
其
処
彼
処
に
示
し
た
よ
う
に
､
王
朝
的
美
意
識
に
よ
っ
て
文
章
を
組
み
立
て
て
見

せ
る
だ
け
の
力
傭
を
身
に
つ
け
て
い
た
(
こ
れ
が
誤
解
の
種
で
も
あ
る
)
｡
し
か
し
､
そ
の
彼
の
莫
意
識
の
み
が
､
身
近
に
迫
り
来
る
乱

世
や
彼
の
仏
教
的
立
場
に
染
め
ら
れ
ず
純
粋
に
王
朝
的
な
心
の
ま
ま
で
あ
る
､
と
考
え
て
人
は
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
か
｡

彼
が
｢
歌
の
言
葉
書
に
も
｣
と
書
い
て
証
拠
立
て
よ
う
と
し
た
の
は
､
和
歌
の
世
界
に
典
型
的
に
表
わ
れ
た
王
朝
的
美
意
識
に
よ
っ
て

も
ま
た
､
物
事
の
始
め
･
終
わ
り
の
姿
に
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
味
わ
い
得
る
事
で
あ
る
｡
即
ち
､
｢
物
象
の
見
所
｣
な
き
始
め
や
終

わ
り
の
物
を
見
て
も
心
に
｢
思
う
事
｣
が
成
立
す
る
点
に
､
王
朝
以
来
の
和
歌
的
見
方
と
新
し
い
物
の
見
方
と
の
共
通
性
を
認
め
た
ま
で

で
あ
る
｡
思
う
心
が
王
朝
の
心
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
兼
好
に
於
い
て
は
､
王
朝
の
心
が
も
の
思
う
わ
け
で
は
な
い
｡
既
に
彼
に
於
い

て
は
､
王
朝
の
心
も
ま
た
有
職
故
実
の
類
と
共
に
､
乱
世
を
生
き
る
隠
者
の
心
に
懐
し
く
思
わ
れ
る
事
柄
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
何
事
も
､
古
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
｡
今
様
は
､
無
下
に
い
や
し
く
こ
そ
成
り
ゆ
く
め
れ
u

(
第
二
十
二
段
)

我
々
は
､
｢
鉄
の
益
｣
を
今
の
世
に
重
ん
じ
た
彼
の
尚
古
趣
味
の
本
質
を
見
誤
っ
て
は
な
る
ま
い
｡
従
っ
て
､
和
歌
に
培
わ
れ
た
趣
味

に
よ
っ
て
｢
物
象
の
見
所
｣
の
存
在
し
な
い
物
を
見
て
､
盛
り
の
姿
を
切
に
思
う
分
だ
け
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
が
多
く
な
る
と
考
え
る

だ
け
で
は
新
し
い
物
の
見
方
を
理
解
し
た
事
に
は
な
ら
な
い
｡

新
し
い
物
の
見
方
は
､
旧
い
物
の
見
方
(
及
び
所
謂
無
常
感
や
王
朝
の
和
歌
的
季
題
趣
味
)
と
､
心
の
働
き
の
仕
組
み
が
根
本
的
に
異

な
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
そ
の
心
構
え
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
兼
好
は
言
う
で
あ
ろ
う
｡
新
し
い
物
の
見
方
は
､
自
然

な
人
情
に
由
る
世
俗
的
な
物
の
見
方
で
は
な
く
､
仏
陀
の
教
え
即
ち
仏
説
の
立
場
に
拠
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
る
､
と
｡
所
謂
詠
嘆
的
無
常

感
は
世
俗
の
立
場
に
於
い
て
世
の
無
常
か
ら
自
己
の
無
常
に
思
い
至
り
､
悲
哀
に
染
め
ら
れ
た
感
慨
に
感
傷
的
に
没
入
す
る
｡
こ
れ
に
対

し
､
新
し
い
物
の
見
方
は
､
世
の
無
常
は
も
と
よ
り
己
の
無
常
を
十
分
に
自
覚
し
た
眼
で
､
諸
々
の
事
象
を
観
照
す
る
の
で
あ
る
｡
即
ち



無
常
と
い
う
観
念
と
思
い
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
､
｢
無
常
観
｣
と
い
う
認
識
の
枠
組
み
が
人
の
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
る
｡

世
の
無
常
を
知
り
､
己
の
無
常
を
知
り
ぬ
い
て
い
る
｢
遁
世
者
｣
に
と
っ
て
､
世
間
の
物
事
は
あ
れ
こ
れ
の
事
物
が
彼
の
利
害
関
心

や
喜
怒
哀
楽
の
情
を
刺
激
し
､
か
れ
こ
れ
の
事
物
が
刺
激
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
無
常
の
理
を
自
覚
す
る
人
は
､
世
俗
の
万
象
に

対
す
る
利
害
関
心
と
い
う
態
度
そ
の
も
の
､
ま
た
一
書
妄
す
る
日
常
的
な
感
受
性
そ
の
も
の
か
ら
離
脱
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
啓
け

る
境
地
は
､
無
常
な
る
万
象
を
､
美
的
に
観
想
し
享
受
す
る
独
自
の
心
境
で
あ
る
｡
こ
れ
が
､
無
常
感
と
区
別
さ
れ
る
｢
無
常
観
｣
で
あ

●

●

る
｡
中
世
的
美
意
識
は
､
こ
の
隠
遁
者
の
心
構
え
に
由
る
｡
こ
の
｢
無
常
観
｣
の
立
場
に
拠
っ
て
､
世
の
無
常
を
観
照
し
ま
た
人
生
無

常
の
思
い
を
観
照
す
る
事
が
､
新
し
き
物
の
見
方
で
あ
る
｡
自
己
の
無
常
即
ち
死
を
強
く
意
識
す
る
事
に
よ
っ
て
､
彼
は
こ
の
世
に
生
き

て
い
る
実
感
を
､
無
常
な
る
事
象
に
触
れ
て
清
例
に
ま
た
鮮
烈
に
感
受
せ
ざ
る
を
得
ず
､
こ
の
思
い
を
犯
み
く
と
味
わ
わ
ざ
る
を
得
な

｢
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
､
島
部
山
の
爛
立
ち
さ
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る
習
ひ
な
ら
ば
､
い
か
に
､
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
｡

世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
､
い
み
じ
け
れ
]

こ
の
人
｡
に
胎
泉
し
た
第
七
段
の
高
が
､
新
れ
き
物
の
見
方
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
｢
無
常
観
｣
に
よ
っ
て
諸
々
の

事
象
に
対
し
て
感
得
さ
れ
る
｢
も
の
の
あ
は
れ
｣
は
､
単
な
る
悲
哀
や
詠
嘆
で
は
あ
る
ま
い
｡
こ
の
一
節
は
､
と
も
す
れ
ば
詠
嘆
的
な

無
常
感
に
由
る
表
現
と
同
一
視
さ
れ
､
誤
解
さ
れ
や
す
い
｡
し
か
し
､
仏
説
の
立
場
に
拠
る
隠
者
兼
好
は
､
こ
の
第
七
段
を
｢
無
常
観
｣

に
拠
っ
て
著
わ
し
､
自
己
の
無
常
(
死
)
を
思
わ
ず
､
生
涯
を
酔
生
夢
死
の
内
に
終
え
る
世
俗
の
立
場
を
｢
洩
ま
七
き
｣
と
し
て
い
る
｡

原
文
は
先
の
引
用
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
命
あ
る
も
の
を
見
る
に
､
人
ば
か
り
久
し
き
は
な
し
｡
か
げ
ろ
ふ
の
夕
を
待
ち
､
夏
の
蝉
の
春
秋
を
し
ら
ぬ
も
あ
る
ぞ
か
し
C
つ
く
ぐ

と
一
年
を
く
ら
す
ほ
ど
だ
に
も
､
こ
よ
な
う
の
ど
け
し
や
｡
飽
か
ず
､
惜
し
と
思
は
ば
､
千
年
を
過
す
と
も
､
一
夜
の
夢
の
心
ち
こ
そ
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せ
め
｡
住
み
果
て
ぬ
世
に
､
み
に
く
き
姿
を
待
ち
え
て
何
か
は
せ
ん
｡
命
長
け
れ
ば
唇
多
し
｡
長
く
と
も
､
匹
十
に
た
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死

な
ん
こ
そ
､
め
や
す
か
る
べ
け
れ
｡

そ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ば
､
か
た
ち
を
恥
づ
る
心
も
な
く
､
人
に
出
で
ま
じ
ら
は
ん
事
を
思
ひ
､
夕
の
陽
に
子
孫
を
愛
し
て
､
さ
か
ゆ
く

末
を
見
ん
ま
で
の
命
を
あ
ら
ま
し
､
ひ
た
す
ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
ふ
か
く
､
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
ず
な
り
ゆ
く
な
ん
､
浅
ま
し
き
]

己
の
無
常
､
世
の
無
常
を
知
り
(
諸
行
無
常
)
､
世
俗
的
利
害
得
失
へ
の
執
着
を
離
れ
(
諸
法
無
我
)
､
こ
の
世
の
苦
を
も
た
ら
す
物

事
(
｢
緑
｣
)
を
逃
れ
て
(
一
切
皆
苦
)
､
｢
つ
く
ぐ
と
｣
｢
く
ら
す
｣
遁
世
の
生
活
は
､
ま
こ
と
に
長
閑
で
楽
し
い
､
と
兼
好
は
述

●

●

●

●

べ
る
｡
も
と
よ
り
彼
は
､
こ
の
閑
居
の
生
活
が
仏
道
修
行
の
至
る
べ
き
絶
対
に
寂
静
な
境
地
(
捏
磐
寂
静
､
｢
誠
の
道
｣
)
に
達
し
て
い

る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
攣

｢
世
に
し
た
が
へ
ば
､
心
､
外
の
塵
に
奪
は
れ
て
惑
ひ
や
す
く
､
人
に
交
れ
ば
､
言
葉
よ
そ
の
聞
き
に
随
ひ
て
､
さ
な
が
ら
心
に
あ
ら
ず
｡

人
に
戯
れ
､
物
に
学
ひ
､
一
度
は
警
､
一
度
は
喜
ぶ
｡
そ
の
事
定
ま
れ
る
事
な
し
｡
分
別
み
だ
り
に
起
り
て
､
得
失
止
む
時
な
し
｡
惑

ひ
の
上
に
酔
へ
り
｡
酔
の
中
に
夢
を
な
す
｡
走
り
て
急
が
は
し
く
､
ほ
れ
て
忘
れ
た
る
事
､
人
皆
か
く
の
ご
と
し
｡

い
ま
だ
誠
の
道
を
知
ら
ず
と
も
､
緑
を
離
れ
て
身
を
閑
に
し
､
事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を
や
す
く
せ
ん
こ
そ
､
暫
く
柴
し
ぶ
と
も
言

ひ
つ
べ
け
れ
｡
『
生
活
･
人
事
･
位
能
･
学
問
等
の
諸
緑
を
止
め
よ
』
と
こ
そ
､
摩
詞
止
観
に
も
侍
れ
]

(
第
七
十
五
段
)

兼
好
は
､
遁
世
者
の
｢
無
常
観
｣
が
仏
教
本
来
の
面
目
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
､
い
わ
ば
美
的
な
｢
無
常
観
｣
に
止
ま
っ
て
い
る
事
を
よ
く

自
覚
し
て
い
た
0
仏
教
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
浬
架
寂
静
を
目
指
す
途
1
の
｢
や
す
｣
き
｢
心
｣
が
遁
世
の
美
的
な
｢
無
常
観
｣
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
境
地
に
於
い
て
こ
そ
､
絶
え
ず
変
転
す
る
世
の
事
象
は
､
終
わ
り
の
相
だ
け
で
は
な
く
始
め
の
相
も
ま
た
､
｢
思
い
ゆ
え

の
見
所
｣
に
富
ん
だ
物
と
な
る
の
で
あ
る
｡
否
､
人
の
心
を
惑
わ
せ
る
感
覚
的
に
絢
爛
た
る
満
開
の
花
や
満
月
よ
り
も
､
｢
咲
き
ぬ
べ
き

ほ
ど
の
梢
｣
や
｢
散
り
し
を
れ
た
る
庭
｣
の
方
が
､
無
常
な
る
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
者
に
､
一
層
深
く
切
に
も
の
を
思
わ
せ
る
の
で
あ

る｡



あ
る
秋
の
朝
､
一
人
の
老
人
が
､
先
日
咲
き
出
し
た
ば
か
り
の
花
を
見
つ
め
て
い
る
と
し
よ
う
｡
彼
は
､
数
日
来
､
こ
の
｢
あ
さ
が
ほ
｣

の
花
を
見
る
こ
と
を
日
課
と
し
て
い
る
｡
花
を
見
つ
め
つ
つ
彼
は
心
に
思
う
｡
こ
こ
数
日
､
陽
射
し
は
日
増
し
に
か
つ
て
の
力
を
失
い
､

そ
の
一
方
で
､
命
短
き
花
は
い
よ
い
よ
生
気
を
増
し
て
来
て
い
る
､
と
｡
人
生
の
秋
に
至
っ
た
彼
は
､
昔
日
の
事
ど
も
を
追
懐
し
､
残
さ

れ
た
僅
か
な
日
々
を
想
う
｡
眼
前
に
は
､
生
命
盛
ん
で
あ
っ
た
季
節
の
衰
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
新
し
き
花
の
命
が
盛
に
萌
え
出
て
い
る
｡

無
常
(
死
)
当
来
が
身
に
迫
っ
た
彼
は
､
限
り
あ
る
生
命
を
盛
に
燃
や
す
花
の
姿
に
何
か
新
し
き
生
命
の
予
感
を
覚
え
､
こ
の
情
景
に
感

動
し
､
己
の
寂
滅
ま
で
の
日
々
を
貴
重
に
思
わ
ぬ
わ
け
に
は
行
か
な
い
｡
彼
は
一
首
を
詠
む
｡

清
岩
和
尚
ノ
歌

身
ぞ
あ
ら
ぬ
秋
の
日
影
の
日
に
そ
へ
て

よ
わ
れ
ば
つ
よ
き
あ
さ
が
ほ
の
花
事

実
的
｢
無
常
観
｣
に
拠
る
新
し
い
物
の
見
方
は
､
花
見
や
月
見
と
い
う
自
然
の
景
物
の
味
わ
い
方
に
の
み
あ
て
は
ま
る
観
照
の
仕
方
で

は
な
い
｡
仏
説
に
従
っ
て
世
を
遁
れ
て
も
避
け
難
き
惑
い
の
三
に
､
要
の
道
が
あ
る
､
と
兼
好
は
言
沌
｡
こ
の
男
女
の
道
に
代
表

さ
れ
る
人
事
の
観
想
に
も
新
し
い
物
の
見
方
は
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
｡

｢
萬
の
事
か
､
始
終
こ
そ
を
か
し
け
れ
｡
男
女
の
情
も
､
ひ
と
へ
に
逢
ひ
見
る
を
ば
い
ふ
も
の
か
は
｡
逢
は
で
止
み
に
し
憂
さ
を
思
ひ
､

あ
だ
な
る
契
を
か
こ
ち
､
長
き
夜
を
ひ
と
り
明
し
､
遠
き
雲
井
を
思
ひ
や
り
､
浅
茅
が
宿
に
昔
を
偲
ぶ
こ
そ
､
色
好
む
と
は
い
題
め
]

(
傍
点
筆
者
)

こ
こ
に
も
､
新
し
い
物
の
見
方
､
味
わ
い
方
の
特
徴
が
明
瞭
で
あ
る
｡
｢
ひ
と
へ
に
逢
ひ
見
る
｣
情
熱
の
持
ち
主
が
､
色
を
好
む
人
で

は
な
い
｡
短
い
恋
に
燃
え
尽
き
る
事
が
必
ず
し
も
色
を
好
む
事
で
は
な
い
｡
｢
男
女
の
情
｣
を
味
わ
い
知
る
色
好
み
の
人
と
は
､
は
か
な

二
五
一



二
五
二

い
恋
の
歴
史
が
人
の
胸
を
刻
ん
だ
恋
の
諸
相
の
思
い
を
味
わ
う
人
で
あ
る
｡
ど
の
恋
に
も
､
始
め
と
終
わ
り
が
あ
る
｡
恋
の
辿
る
経
過
の

そ
の
時
々
､
と
り
わ
け
始
め
と
終
わ
り
に
於
い
て
､
恋
の
来
し
方
行
く
末
を
思
う
事
が
､
色
を
好
む
事
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
､
限
り
あ

る
己
の
命
を
慈
し
む
が
故
に
､
無
常
な
事
象
に
接
し
て
感
動
す
る
心
情
の
持
ち
主
に
と
っ
て
､
味
わ
う
べ
き
｢
男
女
の
情
｣
は
､
恋
の
盛

り
の
官
能
的
な
情
熱
そ
の
も
の
で
は
な
い
｡
始
ま
り
や
が
て
終
わ
る
恋
愛
の
過
程
に
生
じ
た
数
々
の
出
来
事
や
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
情
緒
で

あ
る
｡
し
か
も
､
色
好
み
の
人
は
､
多
く
も
の
思
い
に
於
い
て
､
過
去
の
恋
を
我
が
身
に
物
語
る
｡
例
え
ば
､
｢
蓬
は
で
止
み
に
し
憂
さ

を
思
｣
う
回
想
､
或
い
は
今
は
遠
く
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
人
の
身
の
上
を
思
い
遣
る
想
像
､
ま
た
｢
洩
茅
が
宿
に
昔
を
偲
ぶ
｣
追
憶
は
､

か
っ
て
己
の
胸
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
喜
び
や
傷
や
痛
み
や
苦
を
思
い
返
す
事
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
過
去
志
向
的
な
例
で
あ
る
｡

こ
の
志
向
性
そ
の
も
の
は
､
己
の
今
､
こ
こ
で
の
心
の
働
き
で
は
あ
る
が
､
心
は
目
の
前
の
事
物
に
直
接
に
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
｡
仮

に
目
の
前
の
物
に
眼
を
向
け
て
い
よ
う
と
も
､
も
の
思
い
に
於
け
る
心
の
働
き
は
､
外
な
る
現
実
で
は
な
く
内
な
る
思
い
の
持
続
へ
と
向
か
う

の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
､
も
の
思
い
の
竺
の
し
か
も
根
本
的
特
性
と
し
て
非
対
象
性
を
指
摘
す
る
事
が
で
き
よ
油
｡
更
に
も
の
思
い
に

於
い
て
は
､
感
覚
的
直
観
性
が
い
わ
ば
遮
蔽
さ
れ
､
そ
の
結
果
､
思
い
は
内
向
す
る
｡
こ
こ
に
第
二
の
特
性
と
し
て
自
閉
性
を
あ
げ
る
事

が
で
き
よ
う
｡
こ
う
し
て
も
の
思
い
は
現
実
と
の
積
極
的
な
接
触
を
絶
っ
て
､
ま
す
ま
す
自
己
の
内
な
る
思
い
に
入
り
込
み
､
そ
こ
で
自

己
の
生
き
ら
れ
た
過
去
を
､
今
､
こ
こ
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
恋
の
思
い
の
経
過
を
辿
る
と
い
う
意
味
で
､
も
の
思
い
の
物

語
性
を
第
三
の
特
性
と
し
て
指
摘
す
る
事
が
で
き
よ
う
｡
こ
の
物
語
的
性
格
は
来
し
方
を
回
想
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
､
例
え
ば
現
在
の

境
遇
や
己
の
行
く
末
を
思
う
場
合
に
も
見
ら
れ
よ
う
｡

以
上
の
如
く
､
新
し
き
物
の
見
方
に
於
い
て
､
も
の
思
い
を
構
成
す
る
非
対
象
性
､
自
閉
性
､
物
語
性
と
い
う
三
特
性
は
､
互
に
本
質

的
に
連
関
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
(
無
常
感
や
王
朝
の
美
音
義
は
括
弧
に
入
れ
て
)
新
旧
両
様
の
物
の
見
方
を
概
括
し
て
お
こ
う
｡
｢
物
象
の
見
所
｣
の
知
覚
を



契
機
と
し
て
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
展
開
さ
せ
る
の
が
､
人
の
自
然
な
心
情
で
あ
っ
た
｡
自
己
の
無
常
を
自
覚
し
､
｢
物
象
の
見
所
｣

一望

な
き
物
の
示
す
無
常
の
姿
に
｢
存
命
の
喜
び
｣

(
第
九
十
三
段
)

を
覚
え
､
｢
思
う
事
｣
を
展
開
さ
せ
る
の
が
､
遁
世
者
の
美
的
な

｢
無
常
観
｣
で
あ
っ
た
｡
単
純
化
し
て
言
え
ば
､
旧
い
伝
統
で
は
､
物
象
の
美
が
心
を
捉
え
､
こ
れ
を
契
機
に
思
い
が
触
発
さ
れ
る
｡
新

し
い
伝
統
で
は
｢
無
常
観
｣
に
清
め
ら
れ
て
鋭
敏
と
な
っ
た
心
が
､
変
化
す
る
万
象
に
｢
も
の
の
あ
は
れ
｣
を
覚
え
､
こ
れ
を
契
機
と
し

て
思
い
が
誘
発
さ
れ
る
｡
物
と
心
に
関
す
る
両
者
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
が
､
物
と
心
の
間
に
｢
思
う
事
｣
が
｢
真
に
情
ふ
か
｣
く
形

成
さ
れ
る
点
が
共
通
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
｢
思
う
事
｣
に
閲
し
両
者
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
｡
旧
い
物
の
見
方
で
心
に
｢
思
う
事
｣
は
､

必
ず
し
も
無
常
に
関
わ
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
美
的
教
養
の
戯
れ
の
事
も
あ
れ
ば
､
こ
の
世
の
悩
み
や
喜
び
悲
し
み
な
ど
の
一
般
的
な
人
生

の
感
懐
の
事
も
あ
る
｡
一
方
新
し
く
自
覚
さ
れ
た
物
の
見
方
で
は
､
思
わ
れ
る
物
事
は
､
い
ず
れ
も
無
常
と
関
わ
る
が
､
と
り
わ
け
限
り

あ
る
己
の
人
生
に
関
わ
る
出
来
事
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
思
い
と
が
､
観
照
さ
れ
る
事
が
多
い
｡
両
者
に
あ
っ
て
､
新
し
い
物
の
見
方
が
､

一
層
深
く
も
の
思
う
と
さ
れ
る
理
由
は
､
自
閉
性
や
物
語
性
に
明
ら
か
な
よ
う
に
､
人
事
の
は
か
な
さ
に
関
わ
る
も
の
思
い
に
自
我
が
深

く
入
り
込
み
易
い
か
ら
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
は
､
己
の
命
の
限
り
を
自
覚
す
る
人
の
も
の
思
い
は
身
に
弛
む
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
非
対
象
性
と
い
う
特
性
は
､
新
旧
両
様
の
見
方
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
｡
対
象
を
直
接
に
目
で
見
る
だ
け
の
享
受
で
は
な
く
､

心
に
｢
思
う
事
｣
に
よ
る
享
受
こ
そ
が
〓
炭
｣
で
あ
り
｢
を
か
し
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
故
､
.
新
旧
の
立
場
は
共
に
月
や
花
を
心
で
味
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
両
様
の
見
方
に
共
通
し
た
美
的
な
立
場
を
心
の
立
場
と
言
う
な
ら
ば
､
こ
の
心
の
立
場
は
､
実
践
的
関
心
か
ら

物
に
関
わ
る
立
場
と
侶
根
本
的
に
異
な
る
｡
新
し
き
物
の
見
方
を
身
に
つ
け
た
都
の
｢
よ
き
人
｣
は
､
兼
好
の
理
想
の
人
で
あ
る
｡
彼
は

勿
論
｢
無
常
観
｣
に
拠
り
心
の
立
場
に
立
つ
｡
こ
の
｢
よ
き
人
｣
と
対
照
的
に
措
か
れ
る
の
が
｢
片
田
舎
の
人
｣
で
あ
る
｡
次
章
で
は
､

ま
ず
こ
の
両
者
の
物
の
見
方
･
態
度
が
対
比
さ
れ
る
｡

二
五
三



三章
遁
世
か
ら
求
道
へ

二
五
四

花
見
･
月
見
や
祭
見
物
の
際
､
物
を
見
て
｢
を
か
し
｣
或
い
は
〓
及
｣
と
言
う
べ
き
体
験
を
持
ち
な
が
ら
､
さ
ほ
ど
興
じ
る
様
子
を
見

せ
な
い
人
々
も
居
れ
ば
､
逆
に
､
興
じ
る
様
は
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
り
な
が
ら
､
実
際
に
は
〓
最
｣
や
｢
を
か
し
｣
と
は
無
縁
な
人
々
も
居

よ
う
｡
兼
好
は
､
前
者
を
｢
よ
き
人
｣
と
呼
び
､
後
者
の
典
型
を
｢
片
田
舎
の
人
｣
に
認
め
る
｡

す
べ
て
､
月
･
花
を
ば
､
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
｡
春
は
家
を
立
ち
去
ら
で
も
､
月
の
夜
は
閏
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
こ
そ
､

い
と
た
の
も
し
う
､
を
か
し
け
れ
｡
よ
き
人
は
､
ひ
と
へ
に
好
け
る
さ
ま
に
も
見
え
ず
､
興
ず
る
さ
ま
も
等
閑
な
り
｡
片
田
舎
の
人
こ
そ
､

色
こ
く
萬
は
も
て
興
ず
れ
｡
花
の
本
に
は
､
ね
ぢ
よ
り
立
ち
寄
り
､
あ
か
ら
め
も
せ
ず
ま
も
り
て
､
酒
の
み
､
連
歌
し
て
､
は
て
は
､
大

き
な
る
枝
､
心
な
く
折
り
取
り
ぬ
｡
泉
に
は
手
･
足
さ
し
ひ
美
し
て
､
雪
に
は
お
り
た
ち
て
跡
つ
け
な
ど
､
萬
の
物
､
よ
そ
な
が
ら
見
る

事
な
し
｡

さ
や
う
の
人
の
祭
見
し
さ
ま
､
い
と
珍
ら
か
な
り
き
｡
｢
見
事
い
と
お
そ
し
｡
そ
の
ほ
ど
は
桟
敷
不
用
な
り
｣
と
て
､
奥
な
る
屋
に
て

酒
飲
み
､
物
食
ひ
､
囲
碁
･
双
六
な
ど
遊
び
て
､
桟
敷
に
は
人
を
置
き
た
れ
ば
､
｢
渡
り
侯
ふ
｣
と
い
ふ
時
に
､
お
の
お
の
肝
つ
ぶ
る
ゝ

や
う
に
争
ひ
走
り
上
り
て
､
落
ち
ぬ
べ
き
ま
で
簾
張
り
出
で
て
､
押
し
合
ひ
つ
～
､
一
事
も
見
洩
さ
じ
と
ま
ぼ
り
て
､
｢
と
あ
り
､
か
ゝ

り
｣
と
物
ご
と
に
言
ひ
て
､
渡
り
過
ぎ
ぬ
れ
ば
､
｢
ま
た
渡
ら
ん
ま
で
｣
と
言
ひ
て
お
り
ぬ
｡
た
ゞ
物
を
の
み
見
ん
と
す
る
な
る
べ
し
｡
都
の
人

の
ゆ
ゝ
し
げ
な
る
は
.
睡
り
て
.
い
と
も
見
ず
｡
若
く
末
々
な
る
は
.
宮
仕
へ
に
立
ち
居
､
人
の
後
に
さ
ぶ
ら
ふ
は
.
様
あ
し
く
も
及
び

か
ゝ
ら
ず
､
わ
り
な
く
見
ん
と
す
る
人
も
な
し
｡

｢
片
田
舎
の
人
｣
の
万
事
｢
色
こ
く
｣
｢
も
て
興
ず
｣
る
態
度
は
､
ひ
た
す
ら
｢
物
象
の
見
所
｣
を
目
で
見
.
時
に
は
手
や
足
で
触
れ
て



初
め
て
満
足
す
る
彼
ら
の
関
心
に
由
来
す
る
｡
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
に
注
目
す
る
美
的
な
心
の
余
裕
を
持
た
ず
､
｢
物
象
の
見
所
｣
に

の
み
執
す
る
彼
ら
の
態
度
は
､
｢
か
た
く
な
｣
と
言
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
､
第
百
三
十
七
段
冒
頭
の
｢
花
は
さ
か
り
に
｣

の
一
文
に
示
さ
れ
た
兼
好
の
理
想
的
立
場
に
真
に
対
立
す
る
の
は
､
伝
統
的
な
物
の
見
方
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
､
｢
片
田
舎
の
人
｣

の
｢
物
象
の
見
所
｣
に
の
み
執
す
る
｢
か
た
く
な
な
る
｣
物
の
見
方
で
あ
る
事
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

｢
片
田
舎
の
人
｣
は
､
日
々
の
労
働
を
離
れ
て
花
見
に
出
か
け
る
と
､
｢
洒
の
み
､
連
歌
し
て
｣
ふ
だ
ん
と
は
異
な
る
行
動
を
と
る
｡

し
か
し
､
桜
の
花
の
優
雅
に
咲
い
た
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
浸
る
事
も
､
名
歌
を
思
い
浮
か
べ
そ
の
情
趣
を
味
わ
う
事
も
な
い
｡
同
じ
く
､

祭
を
見
に
上
京
す
れ
ば
､
行
列
の
通
ら
な
い
間
は
､
｢
奥
な
る
屋
に
て
酒
飲
み
､
物
食
ひ
､
囲
碁
･
双
六
な
ど
遊
び
て
｣
い
つ
も
の
労
苦

と
は
違
っ
た
楽
し
み
を
見
い
出
す
｡
し
か
し
､
や
は
り
祭
り
に
固
有
の
情
趣
や
気
分
を
心
で
味
わ
う
事
は
せ
ず
､
行
列
が
哀
れ
ば
､
あ
わ

て
ふ
た
め
き
人
を
押
し
の
け
て
目
当
て
の
物
を
見
よ
う
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
｢
片
田
舎
の
人
｣
は
､
花
見
や
祭
見
物
の
場
に

於
い
て
､
桜
の
花
や
賀
茂
の
祭
り
の
行
列
と
い
う
見
る
べ
き
物
を
の
み
､
こ
の
限
に
見
よ
う
と
す
る
言
わ
ば
目
の
立
場
の
人
々
で
あ
る
｡

場
に
相
応
し
く
｢
思
う
事
｣
と
い
う
心
の
営
み
を
持
た
ぬ
彼
ら
の
心
に
は
､
日
々
の
生
活
感
情
と
は
異
な
る
｢
哀
｣
も
な
け
れ
ば
｢
を
か

し
｣
も
な
い
｡
美
的
な
心
構
え
が
な
い
と
い
う
意
味
で
､
彼
ら
は
､
｢
心
な
｣
き
人
々
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
｢
片
田
舎
の
人
｣

々
が
花
見
や
祭
見
物
の
際
に
､
な
る
は
ど
花
見
や
祭
見
物
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
肝
腎
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
断
片
的
な
花
や
行
列
と
い
う

｢
物
象
の
見
所
｣
に
の
み
注
目
し
､
執
着
す
る
態
度
を
と
る
の
に
は
理
由
が
あ
ろ
う
｡
彼
ら
は
日
々
の
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
て
､
片
田
舎

よ
り
花
見
の
名
所
に
出
か
け
て
来
て
お
り
､
ま
た
祭
り
見
物
に
都
に
釆
て
い
る
｡
一
こ
う
し
た
機
会
の
多
く
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
､
ま
ず
酒

を
飲
み
連
歌
な
ど
を
し
て
遊
び
､
気
晴
ら
し
を
す
る
事
は
大
き
な
楽
し
み
で
あ
り
､
こ
れ
を
花
見
や
祭
見
物
に
欠
く
事
は
で
き
な
い
｡
し

か
し
､
名
所
の
桜
の
咲
き
具
合
や
行
列
の
様
子
を
知
る
事
は
､
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
以
上
に
重
要
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
､
物
見
遊
山
と
い

う
実
際
的
関
心
か
ら
､
花
見
に
ま
た
祭
見
物
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
来
た
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
な
事
は
､
物
事
の
全
貌
の
中
で
人
に
も
名

が
知
ら
れ
我
も
見
た
い
と
思
う
名
所
の
桜
や
祭
り
の
呼
び
物
を
実
際
に
自
分
の
眼
で
見
て
､
そ
の
特
徴
を
記
憶
に
留
め
人
に
も
説
明
で
き

二
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る
よ
う
に
な
る
事
だ
か
ら
で
あ
る
｡
や
が
て
｢
片
田
舎
の
人
｣
は
､
こ
の
体
験
を
物
見
遊
山
の
記
念
に
ま
た
証
拠
と
し
て
田
舎
に
戻
り
､

再
び
日
常
の
労
働
に
就
く
｡
彼
ら
に
と
っ
て
､
春
の
行
楽
や
祭
見
物
が
て
ら
都
に
上
る
事
は
､
日
々
の
労
働
を
活
性
化
さ
せ
る
も
の
と
し

て
､
予
め
日
常
行
動
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
彼
ら
は
元
来
､
人
生
と
り
わ
け
己
の
死
を
反
省
す
る
内
な

る
も
の
思
い
よ
り
も
､
利
益
を
も
た
ら
す
外
な
る
現
実
に
強
い
実
際
的
関
心
を
抱
い
て
い
る
｡
更
に
恐
ら
く
は
､
心
に
も
の
思
う
の
に
要

す
る
美
的
な
教
養
や
花
見
や
祭
見
物
の
体
験
も
豊
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
故
､
結
局
の
所
彼
ら
は
､
｢
無
常
観
｣
は
お
ろ

か
､
美
的
な
心
の
立
場
に
も
立
つ
事
は
で
き
.
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
心
な
.
き
｢
片
田
舎
の
人
｣
に
対
置
さ
れ
る
､
そ
の
意
味
で
心
あ

る
人
こ
そ
､
中
世
の
隠
者
兼
好
の
理
想
と
す
る
｢
よ
そ
な
が
ら
見
る
｣
見
方
を
身
に
つ
け
た
｢
ゆ
～
し
げ
な
る
｣
｢
よ
き
人
｣
で
あ
る
｡

都
の
人
の
ゆ
ゝ
し
げ
な
る
は
､
睡
り
て
､
い
と
も
見
ず
｡
(
中
略
)

何
と
な
く
葵
か
け
わ
た
し
て
な
ま
め
か
し
き
に
､
明
け
は
な
れ
ぬ
ほ
ど
､
忍
び
て
寄
す
る
串
ど
も
の
床
し
き
を
､
そ
れ
か
､

ど
思
ひ
寄
す
れ
ば
､
牛
飼
･
下
部
な
ど
の
見
知
れ
る
も
あ
り
｡
を
か
し
く
も
､
き
ら
′
く
し
く
も
､
さ
ま
ぐ
に
行
き
交
ふ
､

れ
ぐ
な
ら
ず
｡
暮
る
る
ほ
ど
に
は
､
立
て
並
べ
つ
る
事
ど
も
､
所
な
く
並
み
ゐ
つ
る
人
も
､
い
づ
か
た
へ
か
行
き
つ
ら
ん
､

稀
に
成
り
て
､
車
ど
も
の
ら
う
が
は
し
さ
も
す
み
ぬ
れ
ば
､
簾
･
畳
も
取
り
排
ひ
､
目
の
前
に
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
こ
そ
､

思
ひ
知
ら
れ
て
､
哀
な
れ
｡
大
路
見
た
る
こ
そ
､
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
｡

か
れ
か
な

見
る
も
つ

ほ
ど
な
く

世
の
例
も

兼
好
の
理
想
と
す
る
｢
よ
き
人
｣
は
､
｢
明
け
は
な
れ
ぬ
ほ
ど
｣
か
ら
｢
暮
る
る
ほ
ど
｣
に
至
る
ま
で
祭
り
を
見
物
し
､

｢
萬
の
事
も
､

始
終
こ
そ
を
か
し
け
れ
]
の
言
葉
の
如
く
､
朝
夕
の
祭
の
雰
囲
気
を
趣
深
く
味
わ
っ
て
い
る
｡
祭
り
の
始
め
で
あ
る
朝
方
に
､
彼
は
集
い

来
る
車
や
人
の
往
来
に
尽
き
ぬ
興
趣
を
覚
え
見
飽
き
ぬ
様
子
で
あ
る
｡
し
か
し
､
祭
の
最
中
に
は
､
｢
睡
り
て
､
い
と
も
見
ず
｣
と
描
か

れ
る
程
､
行
列
に
は
惜
淡
と
し
た
様
子
で
あ
る
｡
祭
り
の
終
わ
る
夕
方
に
は
､
日
中
､
大
路
に
蕗
め
い
て
い
た
串
や
人
が
帰
路
に
つ
き
､



往
来
は
見
る
間
に
片
付
け
ら
れ
て
平
静
に
帰
す
｡
こ
こ
で
､
以
上
の
よ
う
に
祭
を
見
た
｢
よ
き
人
｣
は
､
｢
哀
な
れ
｣
と
い
う
充
実
し
た

体
験
に
到
達
す
る
｡
以
上
が
､
兼
好
の
理
想
と
す
る
祭
の
見
方
で
あ
る
｡

｢
よ
き
人
｣
は
､
祭
り
の
推
移
･
変
化
を
始
め
･
中
･
終
わ
り
と
い
う
枠
組
み
に
従
っ
て
捉
え
､
世
俗
の
人
が
好
ん
で
見
よ
う
と
す
る

祭
り
の
中
の
姿
､
即
ち
行
列
の
通
る
最
中
に
は
､
｢
睡
り
て
､
い
と
も
見
ず
｣
と
い
う
具
合
に
行
列
を
無
視
す
る
｡
彼
の
こ
の
態
度
は
､

市
中
に
隠
遁
す
る
者
の
｢
無
常
観
｣
以
外
の
何
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
｡
彼
が
興
趣
を
覚
え
る
の
は
､
物
事
が
生
起
し
や

が
て
消
滅
す
る
無
常
の
理
の
仕
組
み
を
端
的
に
示
す
始
め
や
終
わ
り
の
相
で
あ
る
｡
そ
の
一
方
で
彼
は
､
世
俗
的
関
心
を
惹
き
､
世
間
の

人
に
自
己
の
無
常
を
忘
れ
さ
せ
る
行
列
の
通
る
祭
の
最
中
に
は
､
敢
え
て
｢
睡
｣
る
事
に
よ
っ
て
無
常
の
理
に
心
の
眼
を
醒
ま
さ
ん
と
す

る
の
で
あ
る
｡

｢
片
田
舎
の
人
｣
は
､
己
の
死
を
忘
れ
､
物
事
へ
の
実
際
的
関
心
に
惑
い
､
右
往
左
往
し
て
生
き
る
世
俗
の
人
で
あ
っ
た
｡
兼
好
の
理

想
と
す
る
｢
よ
き
人
｣
は
､
市
中
に
交
わ
る
身
で
は
あ
っ
て
も
､
心
は
世
俗
を
脱
し
て
｢
無
常
観
｣
に
拠
る
｡
こ
の
時
彼
は
､
誘
惑
の
縁

多
き
こ
の
世
に
留
ま
り
､
し
か
も
現
世
の
利
害
関
心
を
離
れ
て
世
間
に
処
す
る
超
然
と
し
た
態
度
を
取
る
事
に
な
る
｡
こ
れ
が
｢
よ
き
人
｣

の
｢
よ
そ
な
が
ら
物
を
見
る
｣
態
度
で
あ
る
｡
｢
無
常
観
｣
に
拠
る
観
想
の
姿
勢
で
あ
る
｡
こ
の
姿
勢
で
､
彼
は
､
祭
り
の
朝
よ
り
｢
思

い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
享
受
し
､
や
が
て
夕
暮
れ
に
至
る
｡
こ
こ
で
一
挙
に
彼
は
｢
世
の
例
も
思
ひ
知
ら
れ
て
､
哀
な
れ
｣
と
い
う
認
識
と

感
動
に
至
っ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
､
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
に
よ
る
｢
哀
｣
の
体
験
と
は
異
な
る
､
真
の
美
的
体
験
が
存
す
る
､
と
思
わ

れ
る
｡

当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
､
諸
行
無
常
と
い
う
普
遍
的
理
法
は
､
知
識
と
し
て
は
周
知
の
事
柄
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
故
､
個
々
の
事
象
の

は
か
な
い
様
は
諸
行
無
常
と
い
う
既
得
の
知
の
網
目
の
一
つ
に
捉
え
ら
れ
て
理
解
さ
れ
よ
う
｡
こ
の
時
､
単
に
概
念
的
に
知
る
と
か
知
識

と
し
て
対
象
的
に
知
る
と
い
う
知
の
立
場
に
立
つ
限
り
､
こ
の
理
解
は
何
の
感
懐
も
伴
わ
な
い
｡
し
か
し
､
｢
無
常
観
｣
を
身
に
つ
け
た

心
の
持
ち
主
で
あ
れ
ば
､
万
象
の
無
常
な
姿
の
認
識
に
は
限
り
あ
る
命
の
感
動
が
伴
う
｡
流
転
す
る
物
事
に
向
か
い
｢
世
は
さ
だ
め
な
し
｣

二
五
七



二
五
八

と
認
識
す
る
所
に
｢
も
の
の
あ
は
れ
｣
は
感
じ
ら
れ
､
こ
こ
に
｢
哀
｣
或
い
は
｢
を
か
し
｣
と
い
う
一
種
の
美
的
体
験
が
成
立
す
る
事
は

既
に
見
た
所
で
あ
る
｡
こ
の
｢
哀
｣
や
｢
を
か
し
｣
と
い
う
独
特
の
享
受
は
､
心
に
｢
思
う
事
｣
を
享
受
す
る
自
己
享
受
で
あ
っ
た
｡
こ

れ
も
､
た
し
か
に
美
的
な
体
験
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
､
真
の
美
的
体
験
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
0

｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
は
､
物
を
出
発
点
と
し
て
見
る
者
の
心
の
内
に
の
み
展
開
さ
れ
る
｡
既
に
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
､
観
照
者

に
と
っ
て
､
日
毎
に
生
気
を
強
め
る
花
の
色
が
享
受
の
対
象
で
は
な
い
｡
彼
は
､
秋
の
陽
光
と
は
か
な
き
花
の
示
す
命
の
切
実
さ
と
い
う

思
い
を
観
照
し
､
こ
の
時
の
心
の
働
き
と
そ
の
｢
情
態
｣
を
享
受
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
､
往
時
の
追
憶
と
行
く
末
の
想
像
は
､
花
や

陽
射
し
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
想
念
の
世
界
で
あ
っ
て
､
秋
の
陽
を
浴
び
る
花
の
色
の
中
に
言
う
な
れ
ば
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
で
は
な
い
｡

こ
の
情
景
に
向
か
い
深
い
興
趣
を
味
わ
う
者
は
､
秋
の
陽
と
花
の
色
に
喚
起
さ
れ
た
命
の
切
実
さ
と
い
う
思
い
を
よ
す
が
に
､
己
の
人
生
無

禽
の
感
懐
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
命
の
切
実
さ
を
思
い
染
め
て
諸
々
の
思
い
の
観
照
に
耽
る
事
が
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
に
他
な
ら
な
い
0

こ
の
時
､
ふ
つ
う
体
験
さ
れ
る
内
容
は
､
観
照
者
の
心
次
第
で
は
あ
る
が
､
彼
の
教
養
や
実
体
験
及
び
彼
の
想
像
更
に
彼
の
心
境
を
超

え
る
も
の
で
は
な
い
｡
即
ち
､
観
照
者
の
自
我
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
｡
た
だ
恵
ま
れ
た
者
の
み
が
深
く
も
の
思
い
､
こ
れ
を
例
え
ば

和
歌
に
詠
む
時
､
初
め
て
心
に
｢
思
う
事
｣
は
こ
の
歌
に
於
い
て
味
わ
う
べ
き
も
の
､
つ
ま
り
美
的
に
価
値
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
故
､
ふ
つ
う
､
｢
無
常
観
｣
を
身
に
つ
け
た
人
が
心
に
深
く
｢
思
う
事
｣
の
内
容
自
体
に
､
こ
と
さ
ら
美
的
な
価
値
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
｡
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
享
受
す
る
体
験
で
は
､
味
わ
わ
れ
る
も
の
は
美
と
い
う
価
値
で
は
な
い
｡
そ
の
味
わ
い
方
が
(
世
俗

の
心
を
脱
し
､
実
践
的
関
心
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
)
美
的
な
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
浅
深
の
差
は
あ
れ
､
自
我
の
み
を
享
受
す

る
こ
の
体
験
は
､
真
の
美
的
体
験
と
は
言
い
難
い
｡
真
の
美
的
体
験
に
は
､
自
己
を
超
え
る
も
の
を
観
､
こ
れ
に
触
れ
た
感
動
が
存
す
る

の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
其
処
に
､
遁
世
者
の
究
極
的
に
求
め
る
境
地
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
0
こ
の
点
を
次
に
｢
思
ひ
知
ら
れ
て
､

哀
な
れ
｣
の
解
明
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
｡

ま
ず
こ
の
認
識
は
､
自
分
の
側
か
ら
｢
知
る
｣
と
い
う
形
で
世
界
を
能
動
的
に
把
握
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
｡
文
法
的
に
は
｢
思
ひ
知



●
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ら
れ
て
｣
と
自
発
の
助
動
詞
｢
る
｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
見
ら
れ
る
如
く
､
こ
こ
に
は
自
我
の
働
き
の
受
動
的
性
格
と
能
動
的
性

格
と
の
一
種
独
特
の
交
錯
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
ま
た
､
自
我
と
世
界
と
の
独
特
の
一
体
化
を
表
わ
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
｡

車
や
人
は
も
と
よ
り
､
簾
･
畳
も
取
り
払
わ
れ
､
格
別
に
知
覚
さ
れ
る
個
別
的
な
物
も
消
え
果
て
て
､
あ
た
り
は
｢
さ
び
し
げ
｣
と
い

ぅ
様
相
を
呈
す
る
｡
こ
れ
は
､
朝
か
ら
賑
や
か
な
祭
り
の
場
に
居
た
者
が
直
接
に
知
覚
す
る
さ
び
し
い
と
い
う
｢
情
態
｣
で
あ
る
と
同
時

に
､
さ
び
し
い
感
じ
を
見
る
者
に
そ
そ
る
眼
前
の
情
景
の
客
観
的
な
質
で
あ
る
｡
祭
り
の
朝
か
ら
繰
り
広
げ
ら
れ
て
釆
た
色
々
と
心
に

｢
思
う
事
｣
が
､
こ
の
夕
暮
れ
の
場
で
｢
目
の
前
に
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
｣
知
覚
状
況
と
相
関
し
､
一
挙
に
諸
行
無
常
と
い
う
永
遠
の

相
の
下
に
観
想
さ
れ
る
に
至
る
｡
つ
ま
り
､
己
の
心
に
｢
思
う
事
｣
と
推
移
す
る
眼
前
の
情
景
と
が
､
普
遍
的
理
法
で
あ
る
｢
世
の
例
｣

の
結
実
し
た
姿
と
し
て
直
観
さ
れ
る
｡
｢
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
こ
そ
､
世
の
例
も
思
ひ
知
ら
れ
て
｣
と
は
､
こ
の
謂
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､

｢
思
ひ
知
ら
れ
｣
る
体
験
の
成
立
は
､
純
粋
に
内
部
か
ら
生
じ
る
思
い
の
自
己
展
開
の
結
実
で
は
な
く
､
内
な
る
思
い
の
発
展
の
傾
向
と

外
な
る
現
実
の
状
況
の
姿
と
の
､
い
わ
ば
不
可
思
議
な
る
一
致
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
｡
即
ち
､
｢
よ
き
人
｣
の
自
我
と
世
界
の

状
態
と
が
､
不
可
思
議
な
仕
方
で
一
瞬
一
体
化
す
る
｡
観
想
者
は
､
瞬
間
我
を
忘
れ
､
ま
た
瞬
時
に
し
て
我
に
還
る
｡
即
ち
､
｢
生
死
の

正
.
.
.
.

.
‥
.
ニ
.
…
.
-
こ
=
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.
,
.
.
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相
｣

を
超
え
る
絶
対
の
境
地
､
無
為
浬
柴
寂
静
の
境
地
に
往
き
ま
た
還
帰
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
､
｢
よ
き
人
｣
は
自
己
の
心

に
｢
思
う
事
｣
を
眼
前
の
状
景
の
内
に
直
観
す
る
､
即
ち
｢
思
ひ
知
｣
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
体
験
は
､
世
界
に
つ
い
て
と
自
己
に
つ
い
て

と
い
う
両
面
に
つ
い
て
の
体
験
で
あ
る
｡
こ
の
体
験
は
概
念
的
に
見
れ
ば
､
｢
世
の
例
｣
と
い
う
無
常
の
認
識
で
あ
り
､
感
情
的
に
見
れ

ば
､
〓
及
｣
と
い
う
自
我
の
感
動
で
あ
り
､
こ
の
両
面
は
一
体
不
可
分
で
あ
る
｡

こ
の
｢
思
い
知
る
｣
と
い
う
認
識
は
､
単
に
特
殊
を
普
遍
に
還
元
し
て
概
念
的
に
知
る
だ
け
で
は
な
い
｡
｢
思
い
知
る
｣
の
主
体
は
､

単
な
る
知
的
な
認
識
主
観
で
は
な
く
､
己
れ
の
思
い
と
不
可
分
に
一
体
化
し
た
認
識
主
体
で
あ
る
｡
｢
知
る
｣
を
表
層
の
自
我
(
こ
れ
を

｢
自
分
｣
と
呼
ぼ
う
)

の
働
き
と
す
る
な
ら
ば
､
｢
思
い
知
る
｣
は
表
層
と
深
層
と
の
渾
然
と
し
た
自
我
(
こ
れ
を
｢
自
己
｣
と
呼
ぼ
う
)

の
働
き
で
あ
る
｡
こ
れ
は
身
に
恥
み
る
物
の
知
り
方
で
あ
り
､
言
わ
ば
生
身
の
認
識
で
あ
る
｡
祭
見
物
の
始
め
･
中
･
終
わ
り
と
い
う
過

二
五
九
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程
を
経
て
､
よ
き
人
の
自
我
は
､
己
を
超
え
る
世
界
と
の
一
体
化
を
介
し
､
従
来
心
に
｢
思
う
事
｣
と
新
た
に
心
に
｢
思
う
事
｣
と
の
渾

然
融
合
し
た
新
た
な
｢
自
己
｣
と
し
て
生
ま
れ
る
｡
こ
の
認
識
主
体
が
､
諸
行
無
常
と
い
う
普
遍
の
理
を
､
眼
前
の
状
景
に
於
い
て
ま
た

｢
自
己
｣
に
於
い
て
具
体
的
に
知
る
の
で
あ
る
｡
｢
思
い
知
る
｣
と
は
､
こ
の
よ
う
に
､
｢
知
る
｣
心
の
働
き
と
そ
の
｢
情
態
｣
と
が
不

可
分
の
独
自
な
認
識
の
自
己
結
晶
で
あ
る
｡

こ
の
認
識
に
於
い
て
｢
よ
き
人
｣
は
､
｢
世
の
例
｣
と
い
う
世
界
の
理
法
と
一
体
化
し
た
｢
自
2
｣
を
感
動
を
以
て
味
わ
う
｡
こ
の
場

合
､
｢
哀
｣
と
は
､
単
な
る
｢
自
分
｣
の
心
の
状
態
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
自
覚
の
言
葉
で
は
勿
論
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
体
験
は
､
眼
前

の
｢
世
の
例
｣
の
一
例
を
､
｢
存
命
の
喜
び
｣
と
共
に
既
成
の
自
我
の
世
界
へ
と
取
り
込
み
､
観
照
に
耽
る
｢
哀
に
情
ふ
か
｣
き
体
験
で

も
な
い
｡
こ
れ
は
､
世
界
の
新
た
な
相
の
開
示
に
､
新
た
な
自
我
の
産
声
を
伴
っ
た
体
験
で
あ
る
｡
こ
の
体
験
に
於
い
て
､
｢
哀
｣
と
は
､

無
常
な
ら
ざ
る
常
住
の
真
理
に
､
瞬
間
的
に
で
は
あ
れ
直
接
に
触
れ
た
者
の
感
動
の
言
葉
､
驚
異
と
永
遠
へ
の
思
慕
を
宿
す
感
動
の
言
葉

な
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
直
観
と
感
動
に
達
す
る
事
を
以
て
､
本
当
に
祭
り
を
見
た
と
考
え
る
な
ら
ば
､
祭
り
も
終
わ
り
､
最
早
見
る
べ
き
物
象
と

て
何
も
な
い
夕
暮
れ
時
の
通
り
を
見
て
､
｢
大
路
見
た
る
こ
そ
､
蔑
見
た
る
に
て
は
あ
れ
｣
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
｡

我
々
は
､
兼
好
と
共
に
､
こ
こ
に
こ
そ
一
つ
の
真
な
る
美
的
体
験
の
姿
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
何
故
な
ら
､
こ
の
体
験
は
､
単
に

体
験
形
式
が
美
的
な
だ
け
で
な
く
､
体
験
内
容
に
こ
そ
価
値
の
あ
る
実
の
体
験
だ
か
ら
で
あ
る
｡
美
と
は
､
何
よ
り
も
ま
ず
､
こ
れ
を
観

る
者
に
感
動
を
与
え
｣

自
我
を
新
生
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

己
が
身
を
含
め
､
無
常
の
世
界
を
｢
思
い
知
る
｣
事
は
､
同
時
に
常
住
の
永
遠
の
真
理
に
覚
醒
す
る
事
で
あ
る
｡
こ
の
覚
醒
を
得
る
所
･

人
は
､
自
己
と
世
界
を
新
た
な
相
貌
の
下
に
見
直
す
事
に
な
る
｡
こ
こ
に
､
求
道
の
途
上
､
世
を
遁
れ
て
｢
思
い
ゆ
え
の
見
所
｣
を
味
わ

ぅ
物
の
見
方
と
は
別
様
に
世
界
と
自
己
を
観
る
精
神
の
限
が
誕
生
乃
至
復
活
す
る
｡
覚
醒
を
体
験
し
た
人
は
思
う
｡



｢
若
き
に
も
よ
ら
ず
､
強
き
に
も
よ
ら
ず
､
思
ひ
か
け
ぬ
は
死
期
な
り
｡
今
日
ま
で
逃
れ
来
に
け
る
は
､
あ
り
が
た
き
不
思
儀
な
り
｡
暫

し
も
世
を
の
ど
か
に
は
思
ひ
な
ん
や
｡
(
中
略
)
兵
の
軍
に
出
づ
る
は
､
死
に
近
き
事
を
知
り
て
､
家
を
も
忘
れ
､
身
を
も
忘
る
｡
世
を

背
け
る
草
の
庵
に
は
､
閑
に
水
石
を
も
て
あ
そ
び
て
､
こ
れ
を
余
所
に
聞
く
と
思
へ
る
は
､
い
と
は
か
な
し
｡
し
づ
か
な
る
山
の
奥
､
無

(陣)

常
の
か
た
き
競
ひ
来
ら
ざ
ら
ん
や
｡
そ
の
死
に
の
ぞ
め
る
事
､
軍
の
陳
に
進
め
る
に
同
じ
]

曇
n
な
く
世
界
の
無
常
を
観
､
ま
た
改
め
て
己
の
死
即
ち
自
己
の
無
常
を
観
る
所
､
人
が
心
に
思
わ
ざ
る
を
得
ぬ
事
は
､
発
起
菩
提
心
の

切
迫
な
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
隠
遁
者
の
美
的
｢
無
常
観
｣
か
ら
､
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
一
切
を
放
下
し
た
仏
教
本
来
の
｢
無
常
観
｣

へ
の
発
展
が
あ
る
｡
無
常
と
い
う
常
住
の
真
理
に
触
れ
れ
ば
､
己
の
殻
を
破
っ
て
生
ま
れ
た
清
新
な
心
に
求
道
の
志
は
弥
増
す
の
で
あ
る
｡

『
徒
然
草
』
を
代
表
す
る
第
百
三
十
七
段
は
､
以
上
の
如
く
､
新
し
い
物
の
見
方
に
よ
る
真
の
美
的
体
験
を
媒
介
と
し
て
､
美
的
な

｢
無
常
観
｣
か
ら
求
道
的
｢
無
常
観
｣
へ
の
宗
教
的
転
回
を
浮
き
彫
り
に
し
て
鮮
や
か
で
あ
る
｡

註

‡

第
百
l
ニ
十
七
段
を
扱
っ
て
､
兼
好
の
美
意
識
を
検
討
し
た
論
文
と
し
て
､
ま
ず
､
次
の
論
文
を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

｢
つ
れ
づ
れ
草
に
お
け
る
実
の
様
式
と
構
造
｣

西
尾
賓

昭
2
8
･
5

(
『
中
世
的
な
も
の
と
そ
の
展
開
』
昭
3
6

所
収
)

｢
兼
好
の
美
学
｣

藤
原
正
義

昭
3
9
･
1
2

(
『
兼
好
と
そ
の
周
辺
』
昭
4
5

所
収
)

｢
兼
好
の
美
意
識
｣

福
田
秀
一
昭
5
0
･
4

(
『
中
世
文
学
論
考
』
昭
5
0

所
収
)

ま
た
独
立
の
論
文
で
は
な
い
が
､
桑
原
博
史
に
｢
美
意
識
の
論
｣

(
『
徒
然
草
の
鑑
賞
と
批
評
』
昭
5
2

所
収
)

の
一
章
が
あ
る
｡

こ
の
他
に
､
第
百
三
十
七
段
に
言
及
し
､
そ
の
実
意
識
に
つ
い
て
語
る
論
文
･
著
作
は
少
な
く
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
段
に
､
正
徹
･
心
敬
･
常
緑
･
宣

長
ら
が
言
及
し
て
い
る
事
は
､
周
知
の
所
で
あ
ろ
う
｡

言

こ
こ
に
言
う
伝
統
的
な
物
の
見
方
と
は
､
自
然
な
物
の
見
方
の
伝
統
を
言
う
｡
従
っ
て
､
そ
れ
は
直
ち
に
『
古
今
集
』
･
『
枕
草
子
』
･
『
源
氏
璽
軋
』

に
典
型
的
な
平
安
王
朝
の
伝
統
的
美
意
識
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
兼
好
の
美
意
識
に
関
し
て
､
ま
ず
王
朝
の
美
意
識
と
中
世
の
実
意
鼓
を
対
比
さ
せ
る

二
六
一
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の
が
､
ふ
つ
う
の
問
題
設
定
の
仕
方
で
あ
ろ
う
(
前
掲
福
田
論
文
参
照
)
｡
本
稿
は
こ
の
方
途
を
採
ら
な
い
｡

言
西
尾
寛
は
､
『
徒
然
草
』
に
｢
詠
嘆
的
無
常
観
｣
と
｢
自
覚
的
無
常
観
｣
の
二
つ
を
認
め
､
こ
れ
を
『
徒
然
草
』
の
二
重
の
焦
点
と
理
解
し
て
い
る
｡

こ
の
見
解
は
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
､
と
言
え
よ
う
｡

我
々
も
ま
た
､
こ
の
見
解
を
形
式
的
に
受
け
継
ぐ
が
､
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
西
尾
と
同
じ
で
は
な
い
｡
西
尾
が
｢
詠
嘆
的
無
常
観
｣
と
し

て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
､
『
方
丈
記
』
の
冒
頭
に
典
型
的
な
無
常
観
で
あ
る
｡
た
し
か
に
兼
好
も
長
明
も
遁
世
老
で
あ
る
｡
し
か
し
私
は
､
兼

好
の
美
的
｢
無
常
観
｣
を
長
明
の
無
常
観
よ
り
も
宗
教
的
人
生
に
閲
し
積
極
的
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
｡

前
論
文
(
註
(
主
に
於
い
て
西
尾
は
､
第
百
三
十
七
段
を
貫
く
も
の
は
｢
美
の
所
在
と
そ
の
見
方
｣
で
あ
る
と
し
､
こ
の
段
全
体
を
次
の
如
く
三
相
に

分
節
す
る
｡
川
月
･
花
の
趣
と
そ
の
見
方

何
条
の
見
方

用
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
死
の
支
配

そ
の
上
で
､
こ
の
段
を
根
底
的
に
支
配
す
る
も
の

に
｢
死
｣
を
見
出
し
､
こ
こ
に
｢
中
世
的
な
も
の
の
根
本
的
性
格
｣
を
認
め
て
い
る
(
同
書
､
詑
頁
)
｡
我
々
も
､
自
己
の
死
の
自
覚
に
中
世
的
性
格

を
認
め
る
｡

こ
の
点
に
閲
し
､
女
性
的
｢
は
か
な
し
｣
､
男
性
的
｢
無
常
感
｣
か
ら
､
仏
教
本
来
の
｢
無
常
観
｣

｢
無
常
の
形
而
上
学
｣

へ
の
展
開
を
主
題
と
し
た

『
無
常
』
と
題
さ
れ
た
著
作
に
於
い
て
､
唐
木
頓
三
は
､
兼
好
を
｢
我
国
の
文
学
史
の
上
で
､
は
じ
め
て
そ
れ
[
自
覚
的
無
常
観
]
に
達
し
た
人
で
あ

る｣

(
同
書
二
貰
)
と
述
べ
る
｡

｢
自
覚
的
無
常
観
｣
の
基
本
的
理
解
に
関
し
て
は
､
私
は
西
尾
や
唐
木
に
同
意
す
る
｡

言

テ
ク
ス
ト
は
､
烏
丸
光
広
本
を
底
本
と
す
る
西
尾
賓
柱
注
『
方
丈
記

徒
然
草
』

(
日
本
古
典
文
学
大
系
3
0

岩
波
書
店

昭
聖
を
使
用
す
る
｡

(且

小
学
館
古
語
大
辞
典
の
｢
な
ほ
｣
の
解
説
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡
｢
『
な
は

(
猶
)
｣

(
中
略
)

は
あ
る
事
態
の
成
立
を
妨
げ
る
よ
う
な
事
情
が
生
じ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
依
然
と
し
て
こ
の
事
態
が
成
立
し
続
け
る
こ
と
を
表
す
の
が
原
義

(
後
略
)

｣

(
山
口
佳
紀
)

亘

｢
や
ま
と
う
た
は
､
人
の
心
を
種
と
し
て
､
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
｡
世
の
中
に
あ
る
人
､
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
､
心
に
思
ふ

こ
と
を
､
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
､
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り
｣
と
､
古
今
集
仮
名
序
は
述
べ
る
｡
和
歌
は
､
人
が
｢
心
に
思
ふ
こ
と
を
､
見
る
も
の

間
く
も
の
に
つ
け
て
､
言
ひ
い
だ
｣
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
四
百
年
後
の
知
識
人
が
｢
見
る
も
の
間
く
も
の
｣
は
､
多
く
の
和
歌
を
想
起
さ
せ

る
事
に
な
る
｡

ヱ

西
尾
実
の
頭
注
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡
｢
白
氏
文
集
､
八
月
十
五
日
の
夜
､
禁
中
に
独
り
直
し
､
月
に
対
し
て
元
九
を
憶
ふ
｡
『
銀
台
金
閲
夕
沈
々
､

独
宿
相
思
翰
林
に
在
り
､
三
五
夜
中
新
月
の
色
､
二
千
里
外
故
人
の
心
』
山



亘
佐
藤
勢
紀
子
｢
源
氏
物
語
に
お
け
る
無
常
観
の
特
質
｣

(
『
日
本
思
想
史
』
皿
･
軋
1
7
)
に
由
れ
ば
､
そ
の
特
質
は
｢
自
然
的
時
間
の
循
環
性
ヒ
の
対

比
に
お
い
て
､
人
間
の
時
間
の
変
移
不
可
能
性
を
知
り
､
無
常
を
知
る
｣
事
に
あ
り
､
そ
の
知
り
方
は
､
｢
源
氏
物
語
に
遍
く
見
受
け
ら
れ
る
生
の
形

と
し
て
の
過
去
回
想
と
人
生
観
照
を
通
じ
て
｣
で
あ
る
､
と
述
べ
る

(
同
誌
2
4
頁
)
｡

互

兼
好
は
､
第
百
二
十
二
段
で
､
美
的
伝
統
を
黄
金
に
喩
え
武
力
を
鉄
に
喩
え
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
詩
歌
に
巧
み
に
､
糸
竹
に
妙
な
る
は
､
幽
玄
の
道
､
君
臣
こ
れ
を
重
く
す
と
い
へ
ど
も
､
今
の
世
に
は
こ
れ
を
も
ち
て
世
を
治
る
事
､
漸
お
ろ
か
な

る
に
似
た
り
｡
金
は
す
ぐ
れ
た
れ
ど
も
､
践
の
益
多
き
に
及
か
ざ
る
が
ご
と
し
山

詔

目
時
徳
衛
(
｢
遁
世
に
お
け
る
数
奇
と
無
常
｣
『
日
本
思
想
史
』
蟻
･
仙
1
7
所
収
)
は
､
兼
好
を
｢
数
奇
の
遁
世
老
｣
の
系
譜
に
数
え
る
(
同
誌
5
頁
)
｡

玉

所
謂
無
常
感
に
由
り
､
歌
を
詠
み
物
語
を
書
く
事
は
､
早
く
平
安
朝
の
官
廷
人
や
後
宮
の
人
々
に
始
ま
っ
て
い
る
､
と
言
え
よ
う
｡
人
生
の
無
常
を
歌

に
詠
む
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
､
数
は
少
な
い
が
既
に
『
万
葉
集
』
に
在
る
(
田
村
芳
朗
は
約
三
十
首
と
数
え
る
｡
『
日
本
仏
教
史
入
門
』
昭
4
4
､
5
2
～

5
8
至
｡
我
々
か
問
題
と
す
る
の
は
､
無
常
を
意
識
的
に
取
り
上
げ
て
､
美
学
化
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
｡
こ
の
美
学
的
自
覚
は
比
較
的
遅
く
､
第

百
三
十
七
段
は
中
世
的
美
意
識
を
明
瞭
に
自
覚
し
た
最
初
の
言
葉
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
高
尾
註
丁
前
掲
書
､
9
4
頁
)
｡
こ
の
点
に
関
し
て
､
藤
原
論

文
と
我
々
の
所
説
は
鋭
く
対
立
す
る
｡
藤
原
は
､
新
し
き
物
の
見
方
に
よ
る
｢
哀
に
情
ふ
か
｣
き
体
験
は
､
無
常
と
は
無
縁
で
あ
る
､
と
判
断
す
る

(
藤
原
前
出
論
文
､
9
5
頁
)
｡
つ
ま
り
､
藤
原
も
､
｢
思
ふ
｣
事
の
重
要
性
を
認
め
る
が
､
こ
れ
は
衷
情
幽
さ
の
伝
統
に
の
み
由
来
す
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
｡
な
お
､
こ
の
藤
原
論
文
は
､
心
敬
と
兼
好
の
相
違
に
も
言
及
し
興
味
深
い
｡

日

｢
無
常
観
｣
を
真
に
体
得
し
て
こ
そ
､
｢
も
の
の
あ
は
れ
｣
は
味
わ
い
得
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
あ
は
れ
｣
の
一
般
化
で
あ
る
｢
も
の
の
あ
は
れ
｣
に
関

し
て
､
私
は
そ
の
解
明
の
重
要
性
を
認
め
る
が
､
本
稿
に
於
い
て
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
｡

8
福
田
秀
一
(
前
掲
書
抑
･
澗
頁
)
に
由
れ
ば
､
仏
教
に
関
し
て
兼
好
は
､
宗
派
に
こ
だ
わ
ら
ず
自
由
に
各
宗
の
教
義
を
摂
取
し
て
､
自
己
の
基
本
的
立

場
と
し
た
｡
そ
の
第
一
は
､
天
台
教
学
で
あ
る
｡
ま
た
彼
は
浄
土
系
に
も
好
意
的
で
あ
る
と
い
う
｡
そ
れ
故
､
兼
好
の
立
場
を
基
本
的
に
四
法
印
(
諸

行
無
常
･
諸
行
無
我
･
一
切
皆
苦
･
浬
輿
寂
静
)

に
拠
ウ
て
理
解
し
て
お
く
｡

9

清
岩
和
尚
と
は
正
徹
の
事
で
あ
り
､
こ
の
箇
所
は
心
敬
の
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
に
由
る
｡
木
藤
才
蔵
に
｢
兼
好
と
心
敬
｣

(
『
国
文
学
』
昭
.
4
2
T
1
0
所
収
)

の
論
文
が
在
り
､
氏
は
､
兼
好
の
美
的
｢
無
常
観
｣
を
心
敬
の
立
場
に
近
い
も
の
と
認
め
る

(
同
誌
8
4
頁
)
｡
こ
の
点
に
関
し
て
､
我
々
は
､
兼
好
の

▼
所
謂
｢
詠
嘆
的
無
常
観
｣
を
『
方
丈
記
』
の
そ
れ
に
近
い
と
す
る
西
尾
(
前
掲
『
方
丈
記

徒
然
草
』
6
6
頁
)
と
鋭
く
対
立
し
､
木
藤
説
に
接
近
す
る
｡

$

兼
好
は
第
九
段
の
一
節
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

二
六
三



二
六
四

｢
ま
こ
と
に
､
愛
著
の
道
､
そ
の
板
ふ
か
く
､
源
と
ほ
し
｡
六
塵
の
禁
欲
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
､
皆
厭
離
し
っ
ぺ
し
｡
そ
の
中
に
､
た
ゞ
､
か
の
惑
ひ

の
ひ
と
つ
止
め
が
た
き
の
み
ぞ
､
.
老
た
る
も
若
き
も
､
智
あ
る
も
愚
な
る
も
､
か
は
る
所
な
し
と
み
ゆ
る
山

玉

今
道
友
信
｢
日
本
語
に
於
け
る
見
る
こ
と
の
意
味
｣

(
『
東
西
の
哲
学
』
昭
5
6

所
収
)
参
照
｡
こ
の
｢
非
対
象
性
｣
は
､
一
般
に
享
受
の
特
色
で
あ

ろ
う
｡
例
え
ば
､
｢
音
柴
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
気
分
｣
の
享
受
な
ど
(
『
美
学
事
典
』
昭
4
9

増
補
版
､
｢
美
的
享
受
｣
･
｢
美
的
観
照
｣
の
項
目
)
｡

〇

兼
好
は
､
美
的
｢
無
常
観
｣
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
感
動
を
｢
存
命
の
喜
び
｣
と
呼
び
､
こ
れ
を
享
受
す
る
｢
柴
し
び
｣
を
世
俗
日
常
の
｢
柴
し
び
｣
か

ら
区
別
し
て
い
る
｡
更
に
､
生
や
死
の
区
別
を
超
え
た
所
に
､
｢
喪
の
理
｣
を
認
め
て
い
る
｡

｢
さ
れ
ば
､
人
､
死
を
憎
ま
ば
､
生
を
愛
す
べ
し
｡
存
命
の
喜
び
､
日
々
に
柴
し
ま
ざ
ら
ん
や
｡
愚
か
な
る
人
､
こ
の
柴
し
び
を
忘
れ
て
､
い
た
づ
▲
h
が

は
し
く
外
の
柴
し
び
を
求
め
､
こ
の
財
を
忘
れ
て
､
危
ふ
く
他
の
財
を
貪
る
に
は
､
志
､
満
つ
事
な
し
｡
生
け
る
間
生
を
楽
し
ま
ず
し
て
､
死
に
臨
み

て
死
を
恐
れ
ば
､
こ
の
理
あ
る
べ
か
ら
ず
｡
人
皆
生
を
柴
し
ま
ざ
る
は
､
死
を
恐
れ
ざ
る
故
な
り
｡
死
を
恐
れ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
､
死
の
近
き
事
を
忘

る
ゝ
な
り
｡
も
し
ま
た
､
生
死
の
相
に
あ
づ
か
ら
ず
と
い
は
ば
､
賓
の
理
を
得
た
り
と
い
ふ
べ
し
｣

(
傍
点
筆
者
)

琶

兼
好
の
｢
よ
き
人
｣
は
､
第
四
十
一
段
で
は
樹
上
の
法
師
で
あ
る
｡
彼
の
安
住
の
場
と
見
え
る
所
は
死
に
隣
り
合
っ
た
｢
危
き
枝
の
上
｣
で
あ
り
､
こ

の
｢
枝
の
上
｣
で
無
常
を
観
想
す
る
彼
の
様
子
が
､
世
俗
の
人
の
限
に
は
居
｢
睡
｣
り
と
映
る
の
で
あ
る
｡

｢
五
月
五
日
､
賀
茂
の
競
べ
馬
を
見
侍
り
し
に
､
(
中
略
)

か
か
る
折
に
､
向
ひ
な
る
棟
の
木
に
､
法
師
の
登
り
て
､
木
の
股
に
つ
い
ゐ
て
､
物
見
る

あ
り
｡
と
り
つ
き
な
が
ら
､
い
た
う
睡
り
て
､
落
ち
ぬ
べ
き
時
に
目
を
醒
ま
す
事
､
度
々
な
り
｡
こ
れ
を
見
る
人
､
あ
ざ
け
り
あ
さ
み
て
､
『
世
の
し
れ
物

か
な
｡
か
く
危
き
枝
の
上
に
て
､
安
き
心
あ
り
て
陸
る
ら
ん
よ
』
と
言
ふ
に
､
我
心
に
ふ
と
思
ひ
し
ま
1
に
『
我
等
が
生
死
の
到
来
､
た
ゞ
今
に
も
や

あ
ら
ん
｡
そ
れ
を
忘
れ
て
､
物
見
て
日
を
暮
す
､
愚
か
な
る
事
は
な
ほ
ま
さ
り
た
る
も
の
を
』
と
言
ひ
た
れ
ば

(
後
略
)
｣

缶

岩
波
古
語
辞
典
に
よ
れ
ば
､
｢
『
る
』
『
ら
る
』
は
､
動
作
･
作
用
･
状
態
の
自
然
展
開
的
･
無
作
為
的
な
成
立
を
示
す
の
が
基
本
的
な
意
味
で
あ
っ

た
｡
こ
れ
を
l
般
に
自
発
と
よ
ん
で
い
る
〕
と
し
､
ま
た
｢
る
｣

｢
ら
る
｣
は
､
受
身
の
意
味
を
表
わ
す
と
す
る
｡
｢
日
本
語
に
お
け
る
受
身
と
は
､

自
分
自
身
が
そ
の
動
作
に
積
極
的
に
関
与
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
動
作
が
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
成
立
し
て
し
辛
フ
こ
と
を
い
う
山

(
同
辞

典
苧
晋
)
従
っ
て
､
自
発
は
､
受
身
と
密
接
で
あ
り
､
こ
こ
に
｢
知
る
｣
の
能
動
的
性
格
と
の
交
錯
が
見
ら
れ
よ
う
｡

⑳

大
乗
仏
教
で
は
､
小
乗
の
埋
葬
を
有
為
捏
欒
と
し
､
大
乗
の
無
為
捏
欒
に
至
っ
て
究
極
と
す
る
｡
兼
好
の
最
も
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
天
台
教
学
は
､
大

乗
仏
教
で
あ
る
｡

缶

正
徹
自
筆
本
を
採
用
す
れ
ば
､
こ
の
箇
所
は
､
次
の
如
く
で
あ
る
が
､
我
々
の
解
釈
に
は
修
正
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
｡



｢
(
前
略
)
世
の
た
め
し
も
お
も
ひ
し
ら
れ
て
あ
は
れ
な
れ
と
お
ぼ
ぇ
た
る
こ
そ
ま
つ
り
見
た
る
に
て
は
あ
れ
u

二
六
五


