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五
一
世
阿
弥
の
「
花
」
概
念
世
阿
弥
の
芸
術
論
、
『
風
姿
花
伝
」
、
『
至

花
道
』
、
『
花
鏡
』
、
『
遊
楽
習
道
風
見
』
、
『
九
位
住
』
、
『
拾
玉
得
花
』
、
『
―
―
-

道
』
、
『
申
楽
談
儀
』
等
に
お
い
て
、
「
花
」
と
い
う
概
念
乃
至
は
理
念
が
、

表
面
的
に
も
非
常
に
重
要
な
位
掴
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
（
以
下
世
阿
弥
の
上
記
の
著
作

を
、
そ
れ
ぞ
れ
『
風
』
、
『
至
』
、
『
花
』
、
『
遊
』
、
『
九
』
、
「
拾
』
、
「
三
』
、
『
申
』

と
略
記
す
る
。
又
、
以
下
の
引
用
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

6
5
.

『
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』
〔
岩
波
書
店
刊
〕
に
拠
る
。
）

「
間
。
能
に
花
を
知
る
事
、
此
条
々
を
見
る
に
、
無
上
第
一
な
り
。
肝
要

也
3

又
は
不
審
也
。
是
い
か
に
と
し
て
心
得
べ
き
ゃ
。

答
3

此
近
の
奥
義
を
極
む
る
〔
所
〕
な
る
べ
し
。
一
大
事
と
も
秘
事
と

も
、
た
だ
こ
の
一
道
な
り
」
（
『
風
]
)
と
い
う
一
節
に
よ
っ
て
も
こ
れ
は
明

か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
の
次
ぎ
の
言
葉
は
、
な
ぜ
彼
が
こ
の
「
花
」
と
い

う
も
の
を
自
己
の
全
理
論
の
中
心
に
据
え
岡
い
た
か
の
一
応
の
説
明
と
見
倣

す
こ
と
が
で
き
る
。

す

ず

オ

ん

り

よ

う

「
〔
一
、
〕
こ
の
口
伝
に
、
花
を
知
る
事
。
先
、
仮
令
、
花
の
咲
く
を
見
て

世

阿

弥

「
花
」
と

—
ぁ

の

る

論

こ

と

わ

り

そ

も

そ

も

万
に
花
と
瞥
え
始
め
し
理
を
弁
う
べ
し
°
抑
花
と
言
ふ
に
、
万
木
千
草
に
於

い
て
、
四
季
折
節
に
咲
く
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
時
を
得
て
珍
ら
し
き
故
に
、

も
て
あ
そ

翫
ぶ
な
り
。
申
楽
も
、
人
の
心
に
珍
ら
し
き
と
知
る
所
、
即
ち
面
白
き

心
な
り
。
花
と
、
面
白
き
と
、
珍
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
。

何
れ
の
花
か
散
ら
で
残
る
べ
き
。
散
る
故
に
よ
り
て
、
咲
く
頃
あ
れ
ば
、
珍

『

1

ま
ず

ら
し
き
な
り
。
能
も
住
す
る
所
な
き
を
、
先
花
と
知
る
べ
し
。
住
せ
ず
し

て
、
余
の
〔
風
体
〕
に
移
れ
ば
、
珍
ら
し
き
な
り
」
（
『
風
』
、
漠
字
の
振
仮

名
は
新
仮
名
遣
い
に
よ
る
。
）

世
阿
弥
の
著
作
に
お
い
て
最
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
が
す
な
わ
ち

こ
の
「
花
」
に
他
な
ら
な
い
が
、
さ
て
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
花
」
と
は
何
か
。

恐
ら
く
仏
教
の
九
品
紺
台
を
意
識
の
片
隅
に
置
い
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
藤
原
公
任
の
『
和
歌
九
品
』
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
に
あ
る
ら
し
い
世

阿
弥
の
「
九
位
住
』
は
、
そ
の
「
上
三
花
」
の
全
三
条
と
「
中
三
位
」
の
第

一
条
に
お
い
て
、
禅
の
用
語
を
多
量
に
用
い
て
、
「
花
」
の
説
明
を
試
み
て

い
る
。

「
〔
上
三
花
〕

妙
花
風
新
羅
、
夜
半
、
日
頭
明
な
り
（
新
羅
国
で
は
夜
巾
に
太
阻
が
照

稿
断
片
ー
—

「
物
ま
ね
」

高

橋

義

孝
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っ
て
い
る
・
筆
者
訳
註
）
。

ご
ん
“

妙
と
云
ば
、
言
語
道
断
、
心
行
所
滅
な
り
。
夜
半
の
日
顕
．
是
又
言
語

か
ん
ゎ
う

の
及
ぶ
べ
き
処
か
、
如
何
。
然
ば
、
当
道
の
勘
指
の
幽
風
、
褒
美
も
及

ば
す
、
無
心
の
感
、
無
位
の
位
風
の
離
見
こ
そ
、
妙
花
に
や
有
べ
き
（
妙

と
い
う
の
は
、
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
も
、
思
考
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ

と
も
出
来
な
い
境
地
で
、
つ
ま
り
「
夜
半
の
日
頭
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
，

-
]
＿
ぃ
葉
で
説
明
せ
ら
れ
よ
う
か
、
い
か
が
。
こ
の
句
を
以
っ
て
妙
花
風
の

公
案
と
す
る
所
以
で
あ
る
，
さ
て
能
の
道
に
お
け
る
遅
人
の
幽
玄
な
芸

は
、
そ
れ
を
称
諧
す
る
言
葉
も
な
く

9

思
わ
ず
感
咬
の
声
を
発
す
る
よ

う
な
、
芸
の
位
な
ど
は
と
う
に
超
越
し
て
し
ま
っ
た
悟
得
の
心
位
〔
境

地
〕
に
根
ざ
す
風
体
〔
芸
風
〕
で
あ
り
、
そ
う
い
う
芸
塩
こ
そ
妙
花
風

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）
。

ち

ょ

つ

い

か

ん

寵
深
花
風
雪
千
山
を
蓋
ひ
て
、
孤
峰
如
何
か
白
か
ら
ざ
る
（
雪
が
千
山

を
蔽
っ
て
い
る
の
に
、
―
つ
の
峰
だ
け
が
白
く
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

世
阿
弥
は
次
項
の
雪
を
以
っ
て
象
徴
さ
れ
る
「
閃
花
風
」
の
能
か
ら

一
段
抜
け
出
た
塙
地
、
「
異
中
異
」
〔
『
五
燈
会
元
』
〕
の
塙
地
を
説
明

す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
考
え
て
こ
の
句
を
援
用
し
た
ら
し
い
）
。

、
え

し
よ
う

古
人
云
く
。
「
富
士
山
高
う
し
て
雪
消
せ
ず
」
と
云
り
。
是
を
、
唐
人

ふ

二

う

と

う

ん

ぬ

ん

難
じ
て
云
く
、
「
富
士
山
深
し
て
」
云
々
。
至
り
て
高
き
は
深
き
也
。

高
は
限
り
あ
り
。
深
は
測
る
べ
か
ら
ず
。
然
ば
、
千
山
の
雪
、
一
峰
白

か
ら
ざ
る
深
景
、
寵
深
花
風
に
当
る
欺
（
千
山
が
雪
に
蔽
わ
れ
て
い
る

の
に
、
―
つ
の
峰
だ
け
が
白
く
な
い
と
い
う
、
そ
の
高
く
深
い
光
景
を

以
っ
て
、
寵
〔
「
ふ
か
く
ひ
ろ
い
」
の
意
の
宛
の
宛
て
字
が
〕
深
花
風

を
象
徴
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
。

わ
ん

閑
花
風
銀
坑
裏
に
雪
を
積
む
（
銀
製
の
碗
の
中
に
可
を
盛
る
。

『
碧
厳

録
』
中
の
句
）
。

は

く

こ

う

し

よ

う

じ

よ

う

げ

ん

し

き

雪
を
銀
浣
裏
に
積
み
て
、
白
光
清
浄
な
る
現
色
、
誠
に
柔
和
な

る
見
姿
、
閑
花
風
と
云
べ
き
欺
（
「
現
色
」
は
目
前
の
色
合
い
。
柔
和

な
感
じ
を
与
え
る
そ
の
姿
は
、
閑
花
風
そ
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
は
あ

る
ま
い
か
）
。

〔
中
三
位
〕

L
よ

う

か

．

正
花
風
霞
明
か
に
、
日
落
て
、
万
山
紅
な
り
。
青
天
白
日
の
一
点
、
万
山

い

ち

じ

ろ

き

え

．

＾

け

ん

こ

う

し

よ

う

早
白
遠
見
は
、
正
花
風
な
り
。
広
精
風
（
次
項
）
よ
り
芥
で
、

と
く
か

既
に
得
花
に
至
る
初
入
頭
也
（
澄
み
渡
っ
た
青
空
の
一
点
の
白
日
に
照

ら
さ
れ
て
、
山
々
の
姿
が
く
っ
き
り
と
浮
び
出
て
い
る
遠
望
は
、
正
花

風
そ
の
も
の
で
あ
る
）
。
」

九
位
の
「
風
」
の
う
ち
、
「
花
」
字
を
含
む
の
は
以
上
の
四
風
の
み
で
あ

る
。
こ
の
間
接
の
、
秘
教
的
な
「
花
」
の
真
意
は
理
解
す
る
の
に
ま
こ
と
に

困
難
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
槻
阿
弥
の
著
作
中
各
所
に
用
い
ら
れ
て

い
る
「
花
」
の
語
義
を
一
々
詮
索
し
て
み
る
必
要
を
感
ず
る
。

ま
ず
世
阿
弥
は
「
ま
こ
と
の
花
」
と
い
う
こ
と
言
葉
を
し
ば
し
ば
用
い
て

い
る
。
こ
の
語
に
対
す
る
「
真
実
の
芸
の
花
」
と
い
う
註
解
に
よ
っ
て
は
、

「
花
」
そ
の
も
の
は
説
明
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
恐
ら
く
世
阿
弥
は
、
至

高
、
至
上
の
芸
境
、
あ
る
い
は
真
の
芸
の
美
に
よ
っ
て
現
前
す
る
あ
る
絶
対

的
な
芸
境
と
い
う
意
味
で
こ
の
「
ま
こ
と
の
花
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た

ら
．
こ

b
ろ

の
で
あ
ろ
う
。
「
児
と
言
ひ
、
し
か
も
上
手
な
ら
ば
、
何
か
は
悪
か
る
べ

き
。
さ
り
な
が
ら
、
此
花
は
、
ま
こ
と
の
花
に
は
あ
ら
ず
」
（
『
風
』
）
は
、

「
十
二
三
よ
り
」
の
能
楽
師
の
芸
を
論
じ
た
部
分
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
見
て
も
、
「
花
」
は
貞
の
至
高
の
芸
術
美
と
解
し
て
も
差
支
え
な

い
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
「
ま
こ
と
の
花
」
が
「
身
の
花
」
（
『
風
』
、
俳
優
の

22 



年
令
上
か
ら
も
く
る
肉
体
的
な
美
し
さ
）
と
も
、
又
、
「
よ
そ
目
の
花
」

（
『
風
』
、
見
物
の
目
に
映
ず
る
感
性
的
な
美
し
さ
）
と
も
異
な
っ
て
、
五
十

歳
を
過
ぎ
て
、
「
物
数
（
色
々
な
曲
）
を
ば
、
は
や
初
心
に
譲
り
て
、
安
き

す
く
な
す
く
な

所
を
、
少
々
と
色
え
て
（
手
数
を
ひ
か
え
て
味
を
つ
け
て
）
せ
し
か
ど
」

い
や
ま

「
弥
増
し
に
見
え
」
（
『
風
』
）
る
「
花
」
、
「
枝
葉
も
少
く
、
老
木
に
な
る
ま

で
」
「
散
ら
で
残
」
る
「
花
」
、
「
老
骨
に
残
」
る
「
花
」
、
「
年
々
夫
来
の
花
」

（
『
風
』
）
で
あ
り
、
そ
う
い
う
「
花
」
が
至
高
の
芸
風
・
演
技
を
謡
味
す
る

ず

う

ち

こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
「
同
じ
上
手
、
同
じ
花
の
中
に
て
も
、
無
上
の

公
案
を
極
め
た
ら
ん
は
、
猜
且
、
花
を
知
る
べ
し
」
（
『
風
」
、
最
古
同
の
研
究

工
夫
を
極
め
た
よ
う
な
油
者
は
、
そ
の
上
に
な
お
も
う
一
っ
、
花
の
中
の
花

を
知
る
で
あ
ろ
う
）
の
「
花
」
、
「
老
木
に
咲
か
ん
花
」
（
『
風
』
）
の
「
花
」
、

「
籾
古
に
も
振
隣
に
も
及
び
雉
し

3

花
を
極
め
た
ら
ば
（
明
れ
た
る
風
情
は
）

知
る
べ
き
〔
か
〕
」
（
『
風
』
）
の
「
花
」
、
「
咲
く
道
狸
も
散
る
追
刑
も
、
心
の

ま
ま
な
る
べ
」
（
「
風
』
）
き
「
花
」
、
「
心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
花
」

C
風
』
）
の

「
花
」
、
「
秘
す
る
花
を
知
る
事
。
「
秘
す
れ
ば
花
な
り
3

秘
せ
ず
は
花
な
る

べ
か
ら
ず
』
と
な
り
」
（
冨
風
べ
秘
密
に
よ
っ
て
生
ず
る
花
を
知
る
事
）
の

ば
ん
と
く
り
よ
う
だ
っ

如
き
「
花
」
、
「
一
期
(
-
生
）
失
せ
ま
じ
き
花
」
（
『
風
』
）
、
「
万
徳
了
逹

の
妙
花
」
（
『
風
ぺ
あ
ら
ゆ
る
徳
を
完
成
す
る
妙
な
る
花
）
の
「
花
」
、
「
白

ふ
く

鳥
花
ヲ
卿
ム
、
是
幽
玄
の
風
姿
欧
」
（
『
至
」
）
の
「
花
」
、
「
此
万
物
を
班
楽
の

A
l
 

景
休
と
し
て
、
一
心
を
天
下
の
器
に
な
し
て
、
広
大
無
風
の
空
近
に
安
沿
し

て
、
是
得
虹
楽
の
妙
花
に
至
る
べ
き
こ
と
を
思
ふ
べ
し
」
(

5

迫
L

、
こ
う
い

う
万
物
を
娘
楽
に
趣
き
を
添
え
る
物
と
し
．
自
分
の
心
を
．
万
物
を
出
生
せ

し
め
る
天
下
と
同
様
に
、
万
景
万
仙
を
生
み
出
す
附
と
し
て
ー
．
広
大
飢
辺
の

天
下
に
も
比
す
べ
き
、
深
奥
無
限
の
芸
道
の
奥
義
に
、
わ
が
心
を
安
位
せ
し

め
て
追
楽
の
妙
花
を
施
得
す
る
塙
地
、
そ
こ
に
至
る
こ
と
を
念
願
す
べ
き

で
あ
る
）
の
「
花
」
な
ど
に
至
っ
て
は
、
日
常
の
思
念
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る

一
種
の
宗
教
的
絶
対
境
で
あ
り
、
又
、
「
無
」
と
い
う
も
の
と
同
様
に
も
は

や
表
象
不
可
能
な
至
上
理
念
で
あ
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
ず
、
世
阿
弥
は
自
己

の
念
頭
に
あ
っ
た
そ
の
よ
う
な
形
而
上
的
・
絶
対
的
理
念
を
簡
単
な
、
伝
統

的
な
、
平
俗
な
一
語
「
花
」
に
よ
っ
て
言
い
現
わ
そ
う
と
し
て
い
た
に
ち
が

い
な
い
。

こ
れ
が
広
義
に
お
け
る
絶
対
的
理
念
と
し
て
の
「
花
」
で
あ
る
が
、
「
花
」

が
ま
た
同
時
に
狭
毅
に
お
け
る
経
験
的
美
的
範
疇
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
花
と
、
面
白
き
と
、
珍
ら

し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
」
（
『
風
』
）
の
「
花
」
が
す
な
わ
ち
そ

れ
で
あ
っ
て
、
「
花
姿
予
得
の
幽
舞
」
（
『
花
』
、
花
や
玉
に
も
比
す
べ
き
幽
玄

な
舞
姿
）
の
「
花
」
、
「
た
ゞ
、
花
は
、
見
る
人
の
心
に
珍
ら
し
き
が
花
な
り
」

（
「
風
』
）
の
「
花
」
、
「
音
血
は
、
恋
媒
が
A

り
、
花
が
有
也
」
（
『
申
』
、
面

白
さ
、
珍
ら
し
さ
が
あ
る
）
の
「
花
」
は
、
狭
義
の
美
的
範
閂
と
見
倣
し
う

る。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
形
面
上
的
・
絶
対
的
な
、
不
動
の
、
至
上

至
高
の
「
花
」
と
同
時
に
、
経
験
的
・
相
対
的
な
、
一
時
的
な
「
美
」
を
も

机
阿
弥
が
や
は
り
同
じ
「
花
」
の
一
語
に
よ
っ
て
言
い
硯
わ
そ
う
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
「
時
分
の
花
」
（
演
者
の
年
令
の
若
さ
の
た
め
に
一
時
観
客

の
心
を
森
き
つ
け
る
が
．
若
さ
が
失
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
失
わ
れ
て

し
ま
う
芙
し
さ
）
｀
・
「
渭
座
の
花
」
（
そ
の
揚
の
、
見
た
目
の
美
し
さ
）
、
「
一

且
珍
ら
し
き
花
」
（
一
時
い
な
珍
ら
し
さ
に
よ
る
魅
力
）
、
「
〔
そ
れ
〕
ほ
ど
の

花
」
（
そ
の
芸
位
相
当
の
軌
力
）
、
「
身
の
花
」
・
「
よ
そ
目
の
花
」
（
既
出
）
、

「
古
弐
為
手
は
、
は
や
花
失
せ
て
」
の
「
失
せ
る
花
」
、
「
若
き
花
」
（
若
さ

わ
さ

の
芙
し
さ
・
魅
力
）
、
「
一
且
の
花
」
、
「
声
の
花
」
、
「
そ
の
態
〔
年
令
・
声

2~ 



．
肢
態
」
よ
り
出
で
来
る
花
」
で
「
咲
く
花
の
如
く
な
れ
ば
、
又
や
が
て

ば
か
り

散
る
時
分
」
の
あ
る
「
花
」
（
以
上
『
風
姿
花
伝
』
）
、
「
其
時
分
斗
の
花
姿
」

（
「
遊
』
）
等
の
「
花
」
は
、
絶
対
的
な
不
滅
至
上
の
「
ま
こ
と
の
花
」
と
は

全
く
異
な
っ
た
相
対
的
な
、
そ
の
時
々
に
消
滅
す
る
「
当
座
の
花
」
で
あ

る，
主
体
的
・
精
神
的
な
．
不
可
捉
の
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
美
と
し
て
の
「
ま
こ

と
の
花
」
と
．
客
体
的
・
感
性
的
な
、
い
わ
ば
具
体
的
な
美
と
し
て
の
「
当

座
の
花
」
と
を
．
「
花
」
と
い
う
一
語
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

や
や
穏
当
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
次
ぎ
に
挙
げ
る
「
花
」
の
諸
用
例

は
、
い
よ
い
よ
こ
の
感
を
深
か
ら
し
め
る
。

「
た
と
ひ
、
天
下
に
許
さ
れ
を
得
た
る
程
の
為
手
も
、
力
な
き
因
果
に

r
た

て
万
一
少
し
廃
る
る
時
分
あ
り
と
も
、
田
舎
・
遠
国
の
怨
美
の
花
失
せ
ず

は
」
（
『
風
』
）
の
「
花
」
は
「
誉
」
あ
る
い
は
単
に
「
事
」
と
い
う
こ
と
以

上
を
認
味
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
の
文
脈
で
は
不
用
の
語
で
あ
り
、
又
、
「
（
秘
す

わ
け
め

れ
ば
花
な
り
。
秘
せ
ず
は
花
な
る
べ
か
ら
ず
）
、
こ
の
分
目
を
知
る
事
、
肝

要
の
花
な
り
」
は
明
か
に
頃
に
「
事
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
わ
ざ
わ
ざ

「
花
」
と
い
わ
ず
と
も
差
支
え
は
な
く
、
又
、
「
見
る
人
の
為
、
花
ぞ
と
も

知
ら
で
こ
そ
、
為
手
の
花
に
は
な
る
べ
け
れ
」
は
「
功
績
」
と
い
う
ほ
ど

の
意
味
で
あ
る
。
「
因
果
の
花
を
知
る
事
。
極
め
な
る
べ
し
」
の
「
花
」

は
「
理
法
」
・
「
法
則
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
こ
こ
に
、
こ
の
風
体
を
翫
め

か

し

こ

に

ん

に

ん

こ

こ

ろ

l

¥

‘

ば
、
彼
処
に
ま
た
余
の
風
体
を
賞
翫
す
。
こ
れ
、
人
々
心
々
の
花
な

ま
こ
と

り
。
い
づ
れ
を
真
と
せ
ん
や
。
た
だ
、
時
に
用
ゆ
る
を
も
て
、
花
と
知
る
べ

し
」
の
さ
き
の
「
花
」
は
「
鑑
賞
力
」
と
か
「
好
尚
」
と
か
い
う
ほ
ど
の
恋
、

の
ち
の
「
花
」
は
「
オ
覚
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
「
曲
と
い
う
は
、

節
の
上
の
花
な
り
」
の
「
花
」
は
、
註
解
者
も
い
う
よ
う
に
「
基
本
の
節
の

上
に
加
わ
っ
た
微
妙
な
あ
や
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
（
以
上
の
諸
例
、
す

べ
て
『
風
姿
花
伝
』
よ
り
）
。

の
み
な
ら
ず
、
「
花
」
は
ま
た
「
面
白
い
見
せ
場
」
で
も
あ
り
（
「
い
か
に

も
物
思
ふ
気
色
を
本
意
に
当
て
て
〔
第
一
と
し
て
〕
、
狂
ふ
所
を
花
に
当
て

て
」
、
「
面
白
き
所
を
花
に
当
て
ん
事
」
〔
面
白
い
と
こ
ろ
を
見
せ
場
に
す
る

、

か

さ

し

こ
と
〕
）
、
む
ろ
ん
現
実
の
咲
き
散
る
「
花
」
で
も
あ
り
（
「
時
の
花
を
挿
頭

に
柿
す
べ
し
」
、
「
花
烏
風
月
に
作
り
寄
せ
て
」
〔
花
鳥
風
月
の
よ
う
な
風
流

な
も
の
を
あ
し
ら
っ
て
台
本
を
作
り
〕
）
、
単
に
「
趣
向
」
と
い
う
意
味
の
語

で
も
あ
り
（
「
珍
ら
し
き
花
に
て
、
膀
つ
事
あ
り
」
、
「
人
の
心
に
思
い
も
寄

ら
ぬ
感
を
催
す
手
立
、
こ
れ
花
な
り
」
〔
以
上
『
風
姿
花
伝
』
よ
り
〕
）
、
又
、

「
言
葉
の
絞
」
で
も
あ
り
（
「
言
葉
に
花
を
咲
か
せ
ん
と
思
ふ
心
」
〔
『
申
』
〕
）
、

又
、
「
あ
る
種
類
の
美
し
さ
」
で
も
あ
り
（
「
一
方
の
花
を
極
め
た
ら
ん
人

は
」
〔
『
風
』
〕
）
、
さ
ら
に
は
又
「
舞
台
効
果
」
で
も
あ
り
（
「
能
を
知
る
心
に

て
、
公
案
を
尽
し
て
見
ば
、
花
の
種
を
知
る
べ
し
」
〔
『
風
』
〕
）
、
単
な
る
「
魅

カ
」
で
も
あ
る
（
「
見
る
人
の
一
旦
の
心
の
珍
ら
し
き
花
な
り
」
、
「
見
所
に

〔
見
た
目
に
〕
花
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
、
「
よ
そ
目
花
な
し
」
〔
以
上
『
風
姿

花
伝
』
よ
り
〕
、
「
若
、
年
若
き
為
手
の
、
達
者
に
ま
ぎ
れ
て
、
転
読
な
り
と

も
、
一
旦
の
花
あ
る
べ
し
」
〔
ひ
よ
っ
と
し
て
、
若
い
為
手
の
腕
達
者
な
の

に
ご
ま
か
さ
れ
て
、
転
読
の
芸
で
あ
り
な
が
ら
、
一
時
的
な
面
白
さ
の
出
て

く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
〕
〔
二
花
』
〕
）
。

五
二
、
「
花
」
概
念
の
超
象
徴
性

M
e
t
aー

S
y
m
b
o
l
i
k

世
阿
弥
の
著
作
に

お
い
て
最
も
重
要
な
概
念
と
考
え
ら
れ
、
又
、
最
も
頻
繁
に
使
用
さ
れ
、
そ
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の
全
理
論
の
中
核
部
に
不
動
の
位
置
を
占
め
、
そ
の
意
味
が
殆
ん
ど
自
明
で

あ
る
と
さ
え
錯
覚
さ
れ
か
ね
な
い
「
花
」
の
一
語
が
、
以
上
の
表
面
的
な
銀

察
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
よ
う
に
、
驚
く
な
か
れ
同
時
に
最
も
そ
の
意
昧

内
容
の
曖
昧
不
安
定
な
、
「
概
念
」
と
い
う
概
念
を
以
っ
て
し
て
は
、
否
、

「
理
念
」
と
い
う
概
念
を
以
っ
て
し
て
も
的
確
に
捉
え
え
な
い
よ
う
な
一
箇

の
虚
の
語
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
°
極
言
す
れ
ば
、
世
阿
弥
が
そ
の

全
理
論
を
賭
け
た
「
花
」
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
世
阿
弥
の
全
理
論
中
の
一
大
盲

点
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
花
」
を
説
こ
う
と
し
て
、
遂
に
「
花
」
に
は
一
指
だ

に
触
れ
ず
に
終
り
、
彼
が
「
花
」
の
た
め
に
費
し
た
数
千
万
言
は
、
徒
ら
に

そ
の
い
わ
ゆ
る
「
花
」
の
周
囲
を
空
転
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
観
さ
え
あ
る
。

い
ら
ご

彼
は
い
っ
て
い
る
、
「
花
だ
に
残
ら
ば
、
面
白
き
所
は
一
期
（
一
生
涯
）

あ
る
べ
し
」
（
『
風
』
）
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
「
風
姿
花
伝
』
中
、
そ
の
最
も
重

要
な
伝
書
と
見
ら
れ
る
『
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
」
中
に
彼
は
こ
う
書
い
て
い

る
、
「
花
と
、
面
白
き
と
、
珍
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
」
。

花
さ
え
残
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
面
白
さ
は
一
生
涯
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

「
花
」
と
「
面
白
き
」
と
は
同
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
例
に
よ
っ

て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
彼
は
「
A
は
A
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
律
の

原
理
の
形
式
に
よ
っ
て
「
花
は
花
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

花
の
実
体
は
こ
の
よ
う
な
説
述
論
証
の
方
式
に
よ
っ
て
明
か
に
な
ろ
う
筈
は

な
い
。さ

ら
に
「
風
姿
華
伝
第
三
問
条
々
」
中
に
は
、
世
阿
弥
の
「
花
」
概
念
を

分
析
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
見
逃
し
が
た
い
次
ぎ
の
如
き
一
節
が

あ
る
。

こ

こ

お

紅

ぎ

「
問
°
是
に
大
な
る
不
審
あ
り
。
は
や
劫
入
り
た
る
（
年
功
を
積
ん
だ
）
為

手
の
、
し
か
も
名
人
な
る
に
、
只
今
の
（
駈
け
出
し
の
）
〔
若
（
き
）
〕
為
手

の
、
立
合
に
勝
つ
事
あ
り
。
こ
れ
不
審
也
。

さ
ぎ

答
。
こ
れ
こ
そ
、
先
に
申
（
し
）
つ
る
、
三
十
以
前
の
時
分
の
花
（
一
時

的
な
花
）
〔

a
〕
な
れ
。
古
き
為
手
は
、
は
や
花
〔
b
〕
失
せ
て
、
古
様
な

る
時
分
（
古
臭
く
な
っ
て
い
る
頃
）
に
、
珍
ら
し
き
花
（
一
時
的
な
花
）
〔
C

〕

に
て
、
勝
つ
事
あ
り
。
真
実
の
目
利
は
見
分
＜
ぺ
し
。
さ
あ
ら
ば
、
目
利
・

目
利
か
ず
の
、
批
判
の
勝
負
に
な
る
べ
き
か
。

さ
り
な
が
ら
、
様
あ
り
（
仔
細
が
あ
る
）
。
五
十
以
来
ま
で
（
五
十
を
過

ぎ
た
の
ち
ま
で
）
花
〔
d
〕
の
失
せ
ざ
ら
ん
程
の
為
手
に
は
、
い
か
な
る
若

き
花
（
若
さ
の
魅
力
）
〔

e
〕
な
り
と
も
、
勝
つ
事
あ
る
ま
じ
。
た
だ
是
、
よ

き
程
の
上
手
（
相
当
の
芸
達
者
な
演
者
）
の
、
花
〔
f
〕
失
せ
た
る
故
に
、

負
く
る
事
あ
り
。
い
か
な
る
〔
名
本
〕
な
り
と
も
、
花
の
咲
か
ぬ
時
の
木

を
や
見
ん
。
犬
桜
（
見
す
ぽ
ら
し
い
桜
の
木
）
の
一
重
な
り
と
も
、
初
花

（
若
木
に
初
め
て
咲
く
花
）
の
い
ろ
ー
＼
と
咲
け
る
を
や
見
ん
。
か
や
う
の

警
へ
を
思
ふ
時
は
、
一
旦
の
花
〔
g
〕
な
り
と
も
、
立
合
に
勝
つ
は
理
な

り。
さ
れ
ば
、
肝
要
、
此
道
は
、
た
だ
花
〔
h
〕
が
能
の
命
な
る
を
、
花

ぅ

〔・
1

〕
の
失
す
る
を
も
知
ら
ず
、
も
と
の
名
望
ば
か
り
を
頼
ま
ん
事
、
古

か
え
す
か
え
す
あ
や
ま

（
き
）
為
手
の
、
返
々
誤
り
な
り
。
物
数
を
ば
似
せ
た
り
と
も
（
多

く
の
物
真
似
）
、
花
〔
．
J
〕
の
あ
る
様
を
知
ら
ざ
ら
ん
は
、
花
咲
か
ぬ
時
の

草
木
を
集
め
て
見
ん
が
如
し
。
万
木
千
草
に
於
ひ
て
、
花
の
色
も
皆
々
異
れ

ど
も
、
面
白
し
と
見
る
心
は
、
同
じ
花
〔
K
〕
也
。
物
数
は
少
く
と
も
、
一

ぎ

｀

わ

'

方
の
花
〔
1
〕
を
取
り
極
め
た
ら
ん
為
手
は
、
一
体
の
（
そ
の
一
体
に
つ
い

て
の
）
名
望
は
久
（
し
）
か
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
主
の
心
に
は
、
随
分
花

〔
m
〕
あ
り
と
思
へ
ど
も
、
人
の
目
に
見
ゆ
る
る
公
案
な
か
ら
ん
は
（
演
者
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が
白
分
で
は
持
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
花
が
、
見
物
の
目
に
も
花
と
見
え

で
ん
し
や

る
だ
け
の
客
観
性
を
具
え
る
よ
う
な
主
夫
が
な
い
の
は
）
、
田
舎
の
花
・
藪

梅
な
と
の

f

い
た
ず
ら
に
咲
き
詞
は
ん
が
如
し
（
む
だ
に
咲
い
て
い
る
よ
う

な
も
の
で
．
｀
ひ
と
り
よ
が
り
に
す
ぎ
な
い
）
」
。

弟
一
に

f

右
の
文
巾
、

a
,
b
,
C

囀

e
'
g
'
］
等
の
「
花
」
は
、
明

か
に
「
恥
分
の
化
」
「
当
座
の
花
」
、
す
な
わ
ち
版
酋
の
年
令
、
得
応
の
曲
目
、

演
技
均
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
川
対
的
な
、
離
柑
性
を
持
っ
た
「
花
」
で
あ

る
が
、

d
.
f
,
h
:
i
,
.
J
,
K
'
m
等
の
「
花
」
、
「
又
、
そ
れ
程
に
近

A
q
 

者
に
も
な
く
、
物
少
な
な
る
（
レ
バ
ー
ト
リ
ー
の
貧
弱
な
）
為
手
の
、
申
さ

ば
訂
心
な
る
が
、
大
庭
（
大
規
校
な
睛
れ
の
舞
台
）
に
て
も
花
失
せ
ず
」
の

「
花
」
、
「
年
行
く
ま
で
花
は
残
る
べ
し
」
の
「
花
」
は
「
一
大
事
と
も
秘
事

と
も
、
た
だ
こ
の
一
適
な
り
」
の
「
花
」
、
記
の
「
命
」
・
緒
髄
•
本
質
を
意

味
す
る
と
こ
ろ
の
、
浪
者
の
得
手
・
不
得
手
、
年
令
等
に
左
右
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
平
面
に
確
乎
不
動
に
存
仁
す
る
絶
対
の
「
花
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

こ
に
最
も
注
日
す
べ
き
点
は
、
筆
者
は
か
り
に
絶
対
的
な
「
化
」
と
杞
対
的

な
「
花
」
と
い
っ
た
が
、
こ
の
「
絶
対
」
と
「
桓
対
」
と
が
、
骨
阿
弥
に
お

い
て
は
車
に
没
価
仙
的
な
論
理
的
応
味
で
の
相
違
＇
対
立
を
恙
味
し
て
は
お

ら
す
、
証
の
目
に
も
叫
か
に
「
た
だ
花
が
椛
の
命
な
る
を
」
の
絶
対
的
な

「
花
」
が
、
相
対
的
な
「
貯
分
の
花
」
「
当
座
の
花
」
よ
り
も
価
値
系
列
に

お
い
て
逢
か
上
位
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
3

従
っ
て
わ

れ
わ
れ
は
、
「
花
」
と
「
而
臼
き
」
と
を
同
一
視
し
て
差
支
え
な
い
の
か
ど

う
か
と
迷
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
と
同
様
に
、
価
値
系
列
に
お
い
て
甚
大
な

懸
屈
の
あ
る
、
否
、
比
較
し
う
べ
か
ら
ざ
る
ほ
ど
に
相
異
な
っ
た
二
杜
の

「
花
」
を
、
果
し
て
単
に
「
花
」
の
二
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
詐
さ

れ
る
か
ど
う
か
と
間
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
此
花
は
、
ま
こ
と
の
花
に
は

あ
ら
ず
」
（
『
風
。
）
、
世
阿
弥
は
「
花
」
の
一
語
を
濫
用
し
て
い
る
。
し
か

し
、
出
阿
弥
に
こ
の
語
を
こ
の
よ
う
に
濫
用
せ
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た

3

0

 

ヵ
第
二
に
、
こ
の
疑
間
は
弟
一
の
疑
問
に
附
随
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
年
功

を
蟄
ん
だ
年
輩
の
為
手
が
、
も
は
や
「
時
分
の
花
」
も
失
っ
て
、
相
当
な
古

手
に
な
っ
て
い
る
頃
に
「
珍
ら
し
き
花
」
（
一
時
的
な
花
）
で
、
駈
け
出
し

の
若
手
に
膀
つ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
年
正
車
の
為
手
の
（
「
珍
ら
し
巻
花
」
に

よ
る
）
勝
利
を
膀
利
と
し
て
図
識
判
定
す
る
の
は
「
＇
具
実
の
目
利
」
な
の
で

あ
る
が
、
「
珍
ら
し
き
花
」
は
「
時
分
の
花
」
と
等
し
く
わ
れ
わ
れ
の
い
わ

ゆ
る
相
対
的
な
花
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、
肪
つ
の
も
負

け
る
の
も
粗
対
的
な
花
で
あ
る
う
。
す
る
と
「
真
実
の
目
利
」
は
、
何
種

類
か
の
相
対
的
な
花
を
そ
れ
ぞ
れ
に
識
剖
す
る
熊
力
を
持
つ
鑑
賞
家
に
す
ぎ

い
の
ち

ず
、
「
能
の
命
な
る
」
花
の
み
を
追
っ
て
い
る
鑑
賞
家
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

「
真
実
の
目
利
」
と
は
「
詑
の
命
な
る
」
花
を
見
据
え
て
い
る
鑑
賞
家
と
し

た
い
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
期
行
に
以
す
る

Q

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
不
満
は
、
「
万
木
千
亨
に
於
ひ
て
、
花
の
色
は
片

皆
異
れ
ど
も
、
面
白
し
と
見
る
心
は
、
同
じ
花
也
（
わ
れ
わ
れ
が
面

□

い
と

感
ず
る
の
は
、
ど
の
場
介
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
花
だ
と
い
う
と
こ
る
に
あ

る
）
」
と
い
う
一
戸
葉
に
よ
っ
て
奇
妙
な
力
向
へ
逸
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の

恨
阿
弥
の
一
忌
元
は
、
わ
れ
わ
れ
が
か
り
に
設
定
し
た
絶
対
の
花
と
相
対
の
花

の
区
別
を
泊
し
夫
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
菜
し
て
、
「
新
羅
、
仮
半
、
日
頭
明
な
り
」
の
「
妙
花
風
」

（
「
九
』
）
の
「
北
」
を
、
「
働
き
に
（
鬼
を
絨
ず
る
所
作
に
）
花
体
の
見
風
あ

る
ぺ
し
（
花
や
か
な
凪
伯
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
）
」
の
「
花
」
や
、
「
夜
は
又

除
な
れ
ば
、
い
か
に
も
浮
々
と
、
や
が
て
よ
き
能
を
し
て
、
人
の
心
花
め
く
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は
（
花
や
か
に
浮
き
立
つ
の
は
）
」
の
「
花
」
と
同
一
視
し
て
差
支
え
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
敢
え
て
、
世
阿
弥
は
花
に
つ
い
て
最
も
多
く
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
花
に
つ
い
て
は
何
事
も
語
ら
な
い
と
い
う
結
果
に
終
っ
た
と
い
い
た

い
。
こ
の
事
実
は
、
何
物
が
世
阿
弥
を
し
て
「
花
」
の
語
を
敢
え
て
濫
用
せ

し
め
た
か
の
疑
間
に
深
い
と
こ
ろ
で
駆
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
，
す
な
わ
ち

「
花
」
は
ー

3

悦
阿
弥
の
世
界
観
・
人
生
観
を
端
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
象

徴
、
ぷ
口
、
い
わ
ば
超
象
徴
で
あ
っ
た

3

超
象
徴
と
い
う
よ
う
な
新
造
語
を
こ

こ
に
用
い
た
の
は
、
象
徴

S
y
m
b
o
l

と
い
う
語
か
ら
ギ
リ
ジ
ア
的
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
意
味
を
消
し
去
り
、
か
た
が
た
世
阿
弥
（
観
阿
弥
）
の
「
花
」

が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
芸
迅
修
行
の
果
に
探
り
当
て
ら
れ
た
不
可
説
の
想
念
思

量
の
団
卯
の
所
在
を
、
い
か
よ
う
に
か
し
て
せ
め
て
も
他
に
語
り
伝
え
た
い

と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
た
世
阿
弥
（
観
阿
弥
）
が
ふ
と
指
先
き
で
つ
ま
み
上

げ
た
単
な
る
言
莱
の
切
端
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
い
お
う
が
た
め
で
あ
っ
た
。

五
三
、
一
種
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
こ
こ
で
は
、
象
徴
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
渡
来

の
語
を
棄
て
て
超
象
徴
と
い
う
新
語
を
採
っ
た
の
と
同
じ
理
由
か
ら
、
む
る

ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
由
来
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
周
知
の
語
に
も
、
「
一
種

の
」
と
い
う
限
定
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ヨ
ー

ザ
イ
ン

ロ
ッ
バ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
飽
く
ま
で
も
「
有
」
を
執
っ
て
試
ろ
う
と
し
な

い
対
人
生
・
対
世
界
態
度
を
発
生
史
的
に
も
論
理
的
に
も
前
提
と
し
た
上
で

初
め
て
、
そ
の
対
甑
者
と
し
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の

概
念
は
当
初
か
ら
精
神
的
・
倫
理
的
劣
等
性
の
色
調
を
帯
び
て
い
る
。
し
か

し
わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ
に
い
う
「
一
種
の
」
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
た
と
え
ば
遠

ザ
イ
ン

＜
般
若
心
経
な
ど
に
も
つ
ら
な
る
「
空
」
や
「
無
」
を
こ
そ
「
有
」
と
す
る

対
人
生
・
対
恨
界
態
度
な
の
で
あ
る
。
能
芸
に
即
し
て
こ
の
よ
う
な
一
種
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
世
阿
弥
の
言
葉
を
聴
こ
う
。

ヒ

テ

ク

や

「
一
、
論
語
云
、
「
子
貢
閻
日
、
賜
（
子
貢
の
名
）
如
何
。
子
曰
、
汝

そ
も
そ
も

招
也
3

（
中
略
）
抑
、
襟
の
事
っ
当
芸
に
於
て
、
先
、
二
曲
三
体
（
歌
曲

・
舞
曲
、
老
体
・
女
体
・
軍
体
）
よ
り
万
血
と
な
る
（
万
曲
を
演
じ
う
る
）

し
ゅ
た
つ
じ

A

数
逹
人
（
数
々
の
芸
に
通
辻
し
た
人
）
、
是
船
用
な
る
べ
し
。
（
中
略
）

う

う

け

A

有
無
二
近
に
と
ら
ば
（
た
と
え
て
い
え
ば
）
、
有
は
見
（
見
風
、
外
部
に
発

す
る
い
ろ
い
ろ
な
巾
）
、
無
は
番
（
油
者
の
心
）
な
り
。
有
を
現
は
す
物
は

無
也
。
（
中
略
）
或
歌
に
、
『
桜
木
は
く
だ
き
て
見
れ
ば
花
も
な
し
、
花
こ

l

ぇ

そ
春
の
空
に
咲
き
け
れ
』
と
云
り
。
遊
楽
万
曲
の
花
種
を
な
す
は
、
一
身
感

カ
の
心
根
也
（
遊
楽
の
万
仙
が
花
を
開
き
種
を
結
ぶ
の
は
、
演
者
の
芸
の

カ
の
根
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
心
の
働
き
に
こ
そ
よ
る
の
で
あ
る
）
。
（
中
略
）

桜
木
の
無
色
正
（
無
色
と
い
う
性
〔
？
〕
、
色
と
は
無
関
係
な
性
質
）
よ
り

お

う

．

含

よ

く

し

き

け

ん

ぎ

つ

か

＇

の

う

花
実
を
生
る
如
く
、
意
中
の
景
よ
り

rlh
色
の
見
風
を
な
さ
ん
堪
能
の
逹

午
も
っ

人
、
是
器
物
な
る
べ
し
（
内
心
の
志
す
ま
ま
に
万
曲
の
風
体
を
生
み
出
し
う

る
逹
人
こ
そ
は
、
器
物
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）
。

お
よ
そ
ふ
げ
つ

凡
、
風
月
延
年
の
か
ざ
り
、
花
鳥
遊
景
の
曲
、
種
々
な
り
（
寿
命
を
の
ば

す
遊
楽
た
る
猿
楽
の
芸
の
飾
り
と
な
る
花
烏
風
月
な
ど
の
景
物
に
は
い
ろ
い

ろ
の
も
の
が
あ
る
）
。
四
季
折
々
の
時
節
に
よ
り
、
花
葉
雪
月
山
海
草
木
、

う

じ

よ

う

ひ

じ

よ

う

て

人

が

有
生
非
生
に
至
る
迄
、
万
物
の
出
生
を
な
す
器
は
天
下
也
（
命
あ
る
も

の
も
な
い
も
の
も
能
の
景
物
と
な
り
う
る
が
、
そ
れ
ら
万
物
を
生
み
出
す
器

は
宇
宙
で
あ
る
）
。
此
万
物
を
遊
楽
の
景
体
と
し
て
、
一
心
を
天
下
の
器
に

な
し
て
（
こ
れ
ら
の
万
物
を
迎
楽
に
趣
き
を
添
え
る
物
と
し
、
自
分
の
心

を
、
万
物
を
出
生
せ
し
め
る
宇
宙
、
天
地
と
同
様
に
、
万
景
万
曲
を
生
み
出
す
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器
と
し
て
）
、
広
大
無
風
の
空
道
に
安
器
し
て
（
広
大
無
辺
の
宇
宙
に
も
比

ぜ
と
く

す
べ
き
、
深
奥
無
限
の
芸
道
の
奥
義
に
自
分
の
心
を
安
位
せ
し
め
）
、
是
得

遊
楽
の
妙
花
に
至
る
べ
き
こ
と
を
思
ふ
べ
し
（
遊
楽
の
妙
花
を
う
る
境
地
に

至
る
こ
と
を
念
ず
べ
き
で
あ
る
）
」
（
『
遊
』
）
。

こ
う
し
て
人
間
個
体
の
心
は
宇
宙
へ
と
拡
大
さ
れ
、
す
な
わ
ち
宇
宙
そ
の

も
の
と
な
り
、
「
詩
心
」
は
宇
宙
へ
昇
華
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
を
裏
側
か
ら
い
う
と
、
「
心
」
は
宇
宙
の
広
大
無
際
限
の
空
間
中
に
蒸
発

し
て
し
ま
っ
て
、
人
間
は
自
然
の
中
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
有
」
の
世
界
観
・
人
生
観
よ
り
す
れ
ば
、

完
全
な
敗
北
主
義
的
な
生
き
方
・
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
敗
北
主

義
は
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
ひ
と
り
世
阿
弥
に
と
っ
て
の
み
な

ら
ず
、
当
時
の
、
い
や
多
く
の
時
代
の
日
本
の
若
干
の
知
識
人
に
と
っ
て

は
、
人
間
の
希
求
し
う
べ
き
、
希
求
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
希
求
せ
ざ
る
を
え
ぬ

愚
両
至
上
の
境
界
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

「
花
」
を
咲
か
せ
「
花
」
を
散
ら
せ
る
自
然
営
為
の
リ
ズ
ム
に
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
に
抵
抗
し
反
逆
す
る
の
で
は
な
し
に
、
却
っ
て
、
自
然
の
内
部
に
、

自
然
と
は
異
質
の
人
間
だ
け
の
小
世
界
を
創
り
出
す
と
い
う
人
間
精
神
独
自

の
特
権
を
放
拠
し
、
自
然
に
屈
従
順
応
し
て
、
自
己
を
山
川
草
木
の
位
麗
に

、
、
、
、
、

引
き
下
げ
、
否
、
引
き
上
げ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
日
本
的
な
根
源
的
欲
求

の
充
足
が
約
束
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
世
阿
弥
の
い
わ
ゆ
る

「
花
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

五
四
世
阿
弥
の
「
物
ま
ね
」
と
西
欧
の
ミ
メ
ー
シ
ス
『
花
鏡
』
に
お
い

て
世
阿
弥
は
こ
う
書
い
て
い
る
、
「
『
其
の
物
に
能
く
成
る
」
と
申
た
る
は
、

申
楽
の
物
ま
ね
の
品
々
也
（
物
ま
ね
の
各
種
類
に
つ
い
て
の
心
得
で
あ
る
）
。

尉
（
老
翁
）
に
な
ら
ば
、
老
じ
た
る
形
（
年
老
い
た
姿
）
な
れ
ば
、
腰
を
折

り
、
足
弱
く
て
（
足
も
と
も
ふ
ら
ふ
ら
し
て
）
、
手
を
も
短
か
ー
＼
と
指
し

引
く
べ
し
。
そ
の
姿
に
先
づ
成
り
て
、
舞
を
〔
も
〕
舞
ひ
、
立
は
た
ら
き

（
所
作
全
般
）
を
も
、
音
曲
を
も
、
そ
の
形
の
内
よ
り
（
老
翁
の
姿
に
な

す
ぐ

り
き
っ
た
ま
ま
で
）
す
べ
し
。
女
な
ら
ば
、
腰
を
も
少
し
直
に
、
手
を
も
高

高
と
指
し
引
き
、
五
体
を
も
弱
々
と
、
心
に
力
を
持
た
ず
し
て
、
し
な

l
¥

と
身
を
あ
っ
か
ふ
べ
し
。
さ
て
（
し
か
る
の
ち
に
）
、
そ
の
姿
の
内
よ
り
、

舞
を
も
、
音
曲
を
も
、
立
ふ
る
ま
ふ
事
ま
で
も
、
そ
の
わ
ざ
（
演
技
全
般
）

を
す
べ
し
。
怒
れ
る
事
な
ら
ば
（
鬼
物
な
ど
の
よ
う
な
、
強
く
て
烈
し
い

曲
）
、
心
に
力
を
持
ち
て
、
身
を
も
強
々
と
構
へ
て
、
さ
て
立
は
た
ら
く
べ

し
。
そ
の
外
、
一
切
の
物
ま
ね
の
人
体
、
先
づ
其
の
物
に
能
く
成
る
様
を
習

ゎ

ざ

ま

ず

よ

く

そ

lJ
も
D
に
な
り
て
さ
（
よ
く
そ
D

わ
ざ

ふ
べ
し
。
さ
て
そ
の
態
を
す
べ
し
」
（
『
先
能
其
物
成
去
能
其
態

を
こ
せ
よ

邑
）
。世

阿
弥
が
こ
の
よ
う
に
「
物
ま
ね
」
を
解
す
る
時
、
こ
の
世
阿
弥
の
「
物

ま
ね
」
、
ミ
メ
ー
ジ
ス
に
関
す
る
考
え
方
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
、
そ
し

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
ミ
メ
ー
ン
ス
観
念
に
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

の
素
朴
な
「
模
倣
」
観
念
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
は
、
模
倣
が
模
倣
の
対

象
と
最
大
限
に
近
似
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
模
倣
す
る
も
の
と
さ
れ
る

も
の
と
の
間
に
合
一
性
の
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
合
一
性
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
模
倣
と
い
う
こ
と
の
積
極
的

に
し
て
必
然
的
な
成
立
条
件
で
あ
り
課
題
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
芸
術
が
模
倣
で
あ
る
な
ら

ば
、
模
倣
1
1
芸
術
に
と
っ
て
最
も
興
味
深
い
と
同
時
に
最
も
微
妙
な
問
題
を

提
起
す
る
の
は
他
な
ら
ぬ
演
劇
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
演
劇
と
い
う
形
で
の

芸
術
創
造
は
、
ま
ず
人
間
主
体
が
あ
り
、
そ
の
人
間
主
体
が
あ
る
い
は
文
字
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を
（
文
学
）
、
あ
る
い
は
色
を
（
絵
画
）
、
あ
る
い
は
木
や
石
の
よ
う
な
物
的

材
質
を
（
彫
刻
・
建
築
）
、
あ
る
い
は
年
目
を
（
音
楽
）
芸
術
意
欲
実
現
の
媒

体
と
す
る
と
い
う
二
重
の
構
造
（
人
間
主
体
と
媒
体
）
を
持
つ
こ
と
が
な

く
、
演
劇
の
場
合
に
限
っ
て
は
、
芸
術
家
と
し
て
の
人
間
主
休
が
同
時
に
芸

術
意
欲
実
現
の
媒
体
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
同
じ
―
つ
の
人
間

主
体
が
い
わ
ば
監
督
と
俳
優
と
を
一
身
に
兼
ね
る
わ
け
で
あ
る
（
こ
の
「
監

倍
と
俳
優
」
は
、
む
ろ
ん
比
喩
の
語
で
は
あ
っ
た
が
、
現
に
監
督
が
俳
優
を

兼
ね
、
俳
優
が
同
時
に
監
督
で
あ
る
よ
う
な
劇
作
品
や
映
圃
作
品
も
す
で
に

存
在
す
る
）
。

そ
し
て
、
模
倣
と
い
う
こ
と
の
も
う
―
つ
の
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
必
然
的
条

件
、
課
題
は
、
こ
の
演
劇
と
い
う
、
模
倣
＂
芸
術
の
中
で
も
最
も
純
粋
な
校

倣
11

芸
術
に
お
い
て
最
も
鮮
明
に
肴
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ

ヴ
な
必
然
的
条
件
、
課
題
と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
模
倣
に
お
け
る
人
間
主
体
の
自

己
否
定
で
あ
る
。
演
劇
の
校
倣
に
あ
っ
て
は
、
俳
優
は
何
の
某
と
い
う
硯
実

の
生
活
者
と
し
て
の
一
人
格
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
あ
る
い
は
ハ
ム

レ
ッ
ト
に
、
あ
る
い
は
松
風
、
村
雨
に
な
り
切
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
く
な
く
も
精
神
的
、
心
理
的
な
、
ま
た
幻
覚
的
に
は
肉
体
的
な
仮

死
状
態
に
陥
る
と
い
う
の
が
、
「
物
ま
ね
」
と
い
う
こ
と
の
至
上
命
令
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
能
＜
其
の
物
に
成
」
り
切
っ
て
し
ま
駄
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
能
＜
其
の
物
に
成
」
る
ま
い
と
す
る
こ
と
は
、
抑
々
校
倣
と
い
う
も
の
の

担
否
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
が
世
阿
弥
に
お
い
て
は
、
彼
の
次
ぎ
の
如
き
言
薬
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
よ
ぅ
に
、
「
物
ま
ね
」
概
念
を
成
立
さ
せ
て
い
る
二
つ
の
根
本
原
理
、

す
な
わ
ち
、
被
校
倣
対
象
と
の
可
及
的
な
合
一
化
と
俳
優
自
身
の
人
格
の
放

棄
・
否
定
が
微
妙
に
修
正
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
逃
し
が
た
く
思

わ
れ
る
。

「
鬼
。
是
、
殊
更
大
和
の
物
也
。
一
大
事
也
。
凡
、
怨
霊
・
憑
物
な
ど
の

鬼
は
、
面
白
き
便
り
あ
れ
ば
易
し
。
あ
ひ
し
ら
ひ
を
目
が
け
て
、
こ
ま
か
に

足
手
を
使
ひ
て
、
物
頭
を
本
に
し
て
働
け
ば
、
面
白
き
便
り
あ
り
。
真
の
冥

、
、
、
、
、

途
の
鬼
、
よ
く
学
べ
ば
（
充
分
に
そ
の
も
の
ら
し
く
真
似
を
す
れ
ば
）
、
恐

、
、
、
｀
、
｀
ヽ
、
、
、
、
、

ろ
し
き
間
、
面
白
き
所
更
に
な
し
。
ま
こ
と
は
、
あ
ま
り
の
大
事
の
わ
ざ
な

れ
ば
、
こ
れ
を
面
白
く
す
る
物
、
稀
な
る
か
。
先
、
本
窪
は
、
強
く
恐
る
し

か
る
ぺ
し
。
強
き
と
恐
ろ
し
き
は
、
面
白
き
心
に
は
変
れ
り
。
抑
、
鬼
の
物

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
ね
、
大
な
る
大
事
あ
り
。
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
、
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理

あ
り
（
上
手
に
演
ず
れ
ば
演
ず
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
面
白
く
な
く
な
る
と
い

、
、
、
、
、
、
、
、

う
わ
け
が
あ
る
）
。
恐
ろ
し
き
所
、
本
意
な
り
。
恐
る
し
き
心
と
面
'Uき
と

、
、
、
、
、
、
、

は
、
黒
白
の
違
ひ
也
。
さ
れ
ば
、
鬼
の
面
白
き
所
あ
ら
ん
為
手
は
、
極
め
た

る
上
手
と
も
申
（
す
）
ぺ
き
か
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
も
、
鬼
ば
か
り
を

、
、
、
`

よ
く
せ
ん
物
は
、
殊
更
、
花
を
知
ら
ぬ
為
手
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
若
き
為

、

、

、

、

、

、

、

、

、

手
の
鬼
は
、
よ
く
し
た
り
と
は
見
ゆ
れ
ど
も
、
更
面
白
か
ら
ず
。
鬼
ば
か
り

、
、
、
、
、
、
、

を
よ
く
せ
ん
物
は
、
鬼
も
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
る
べ
き
か
。
委
し
く
習

ふ
べ
し

Q

た
だ
、
蒐
の
面
白
か
ら
む
た
し
な
み
、
厳
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」

（
『
風
』
、
傍
点
箪
者
）
。
つ
ま
り
世
阿
弥
に
従
え
ば
、
模
倣
の
第
一
原
理
の

完
全
な
実
現
は
、
芸
術
と
し
て
の
模
倣
の
完
成
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
「
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
、
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
り
」
な
の
で

あ
る
。
上
記
の
引
用
文
に
お
い
て
は
、
「
よ
く
す
る
」
に
一
種
の
反
語
性
が

あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
「
よ
く
」
す
れ
ば
「
面
白
」
く
な
い
の
で
あ
る
。

蓋
し
世
阿
弥
に
従
え
ば
、
「
恐
ろ
し
き
心
と
面
白
き
と
は
、
黒
臼
の
迎
ひ
也
」

だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
る
が
彼
は
、
こ
の
「
黒
白
の
違
ひ
」
、
「
鬼
も
面
白
か

る
ま
じ
き
道
理
」
を
、
「
厳
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」
と
、
た
だ
比
喩
的
に
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脱
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
よ
く
」
す
れ
ば
、
な
せ
「
血
白
」
く
な
い

の
か

P

そ
の
説
明
は
は
な
は
だ
不
充
分
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い

Q

彼
は
の
ち
に
こ
の
「
巌
に
花
の
」
云
々
の
条
を
さ
ら
に
こ
う
況
明
し
て
い

る。
「
『
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
』
と
申
し
た
る
も
、
鬼
を
ば
、
強
く
、
恐

S
う
て
し

ろ
し
く
、
肝
を
消
す
や
う
に
す
る
な
ら
で
は
、
を
よ
そ
の
風
休
な
し
。
こ
れ

巌
な
り
二
化
と
い
ふ
は
、
金
の
鼠
体
を
残
さ
す
し
て
、
幽
玄
至
極
の
上
手

と
，
人
の
思
ひ
馴
れ
た
る
所
に
、
息
い
の
外
に
鬼
を
す
れ
ば
、
珍
ら
し
く

言
元
ゆ
る
る
〕
所
、
こ
れ
花
な
り

3

し
か
れ
ば
、
鬼
ば
か
り
を
せ
ん
ず
る
為
手

は
p

蔽
ば
か
り
に
て
、
花
は
あ
る
べ
か
ら
す
」
（
『
風
＂
）
。
最
高
全
上
の
芸
樟

を
も
い
お
う
と
す
る
紹
象
徴
で
あ
る
「
化
」
の
語
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
単
に

観
酋
の
慈
表
を
衝
く
と
い
う
た
け
の
応
吐
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
＇
「
黒
白
の
違
ひ
」
、
「
鬼
も
印
日
か
る
ま
じ
き
企
連
」
の
訊

IuJ
と
し
て
は
、

上
記
の
引
用
文
は
い
か
に
も
不
充
分
て
あ
ろ
う

3

の
み
な
ら
ず
彼
は
、
他
の
述
杵
111
に

f
'

「
た
だ
、
や
や
も
す
れ
ば
、
そ
の

物
I
＼
の
物
ま
ね
ば
か
り
を
し
分
た
る
を
、
至
極
と
心
得
て
、
姿
（
の
美
し

さ
）
を
忘
る
る
ゆ
へ
に
、
左
右
な
く
幽
玄
の
堺
に
入
ら
ず
。
幽
玄
の
瑚
に
人

ら
ざ
れ
ば
、

L

果
（
理
想
の
芸
位
）
に
全
ら
す
。
卜
呆

9に
〗
令
ら
ざ
れ

ば
、
名
を
得
る
上
手
に
は
な
ら
ぬ
也
ー
（
『
江
」
）
と
い
い
、
「
物
ま
ね
」
の
傍

に
「
姿
」
と
い
う
も
の
を
i

直
き
、
さ
ら
に
同
じ
く
[
"
此
鋲
」
中
の
「
力
記
鞘

つ
な

一
心
事
」
（
万
指
を
一
心
に
粕
ぐ
事
）
の
条
に
、
「
見
川
の
比
判
に
エ
、
口
せ

ぬ
所
が
面
白
き
]
な
ど
一
ぶ
事
あ
り
。
是
は
、
為
手
の
秘
す
る
所
の
安
心
（
内

心
の
エ
夫
）
な
り

3

ま
づ
‘
-
―
曲
（
舞
と
歌
）
を
初
め
と
し
て
、
立
は
た
ら

h
ぷ

き
、
物
ま
ね
の
色
々
、
こ
と
/
¥
＜
み
な
身
に
な
す
態
（
体
で
油
ず
る
わ

ぎ
）
也
。
せ
ぬ
所
と
申
は
、
そ
の
ひ
ま
（
わ
ざ
と
わ
ざ
と
の
閻
隙
）
な
り
。

こ
の
ひ
ま
は
何
と
て
面
白
き
そ
と
見
る
所
（
見
る
に
）
、
是
は
、
油
断
な
く
心

を
つ
な
ぐ
（
心
で
ひ
ま
を
つ
な
ぐ
）
性
根
（
心
の
底
で
の
心
づ
か
い
）
也
。

闘
を
開
い
や
む
ひ
ま
、
音
仙
を
謡
ひ
や
む
所
、
そ
の
ほ
か
、
言
葉
物
ま
ね

あ
ら
ゆ
る
品
々
の
ひ
ま
／
＼
に
、
心
を
捨
て
ず
し
て
（
心
の
緊
張
を
弛
め

ず
）
、
川
心
を
持
つ
内
心
（
心
づ
か
い
）
也
。
此
内
心
の
感
（
心
の
充
文

葱
）
、
外
に
匂
ひ
て
面
口
巻
な
り
」
と
い
っ
て
、
「
先
鮨
其
物
成
夫
椛
其
態

似
」
と
い
う
一
見
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ミ
メ
ー
ジ
ス
と
同
質
か
と
息
わ
れ
る
川
阿

弥
の
「
物
ま
ね
」
が
、
そ
れ
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
、
む
し
ろ
巽
門
の
ミ
メ

ー
ジ
ス
で
あ
る
こ
と
を
つ
い
に
明
か
に
す
る
。

机
阿
弥
は
ミ
メ
ー
ジ
ス
の
第
一
―
回
評
、
人
格
の
放
下
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
ど
こ
に
も
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
最
後
の
引
用
文
を
見
れ
ば
、
彼

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ミ
メ
ー
シ
ス
の
上
に
、
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
ミ
メ
ー
ジ
ス
を
否
定
し
て
い
る
と
し
か
芍
え
ら
れ
ぬ
「
せ
ぬ
所

が
面
白
き
」
と
い
う
こ
と
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
的
、
、
メ
ー

ジ
ス
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
塩
―
一
の
匝
阿
た
る
人
格
加
下
を
も
担

否
し
、
む
し
る
逆
に
、
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
人
の
鍔
合
と
は
反
対
に
、
ま
さ
し
く
人

格
の
放
下
を
必
然
事
と
す
る
加
剛
、
油
劇
の
物
ま
ね
と
い
う
一
種
の
飩
限
状

況
に
お
い
て
人
間
杜
、
人
杞
を
放
崎
し
よ
う
と
い
う
冒
屈
を
式
み
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
そ
こ
で
こ
そ
人
格
賃
委
か
〈
叩
せ
ら

れ
て
い
る
地
点
に
お
い
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
人
格
を
．
人
椙
の
間
密
な
働

き
を
逆
に
「
物
ま
ね
」
の
本
閏
的
要
因
と
見
倣
そ
う
と
図
る
の
で
あ
る
。

（
日
本
演
刷
の
ミ
メ
ー
ジ
ス
の
こ
の
よ
う
な
反
ミ
メ
ー
シ
ス
的
料

i
を
最
も

ぉ
や
ま

端
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
は
、
女
形
で
あ
る
。
能
応
に
お
い
て
女
俣
は
な

い
。
歌
舞
位
で
も
事
情
は
ほ
ぽ
同
椋
で
あ
っ
て
、
女
形
と
い
う
も
の
は
諸
種

の
胚
史
的
・
社
会
的
・
宗
教
的
条
件
の
下
に
成
立
し
た
も
の
に
は
お
か
い
な
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殊

い
が
、
日
本
油
劇
・
日
本
芸
術
の
ミ
メ
ー
ジ
ス
、
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
特

性
に
遠
く
勁
＜
繋
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
。
歌
舞
伎

を
見
物
し
た
コ
メ
デ
ィ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
一
俳
優
は
、
女
形
に
つ
い
て

、
、
、
、

「
男
が
女
の
役
を
や
る
の
は
わ
か
る
が
、
芸
者
を
年
と
っ
た
人
が
や
っ
て
い

、
、
、
、
、
、

る
の
は
気
に
い
ら
な
い
。
若
い
ぴ
ち
び
ち
し
た
男
が
や
れ
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
年
と
っ
た
人
で
は
女
の
声
に
も
無
理
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
勢
い
カ
プ
キ

の
ド
ラ
マ
ま
で
信
用
で
き
な
く
な
る
の
だ
が
」
〔
傍
点
筆
者
L

と
い
っ
て
い

る
。
こ
の
俳
優
の
「
わ
か
る
」
が
嘘
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
あ
と
の
言
葉
に

よ
っ
て
見
事
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
男
が
女
を
演
ず
る
と
い
う
こ
と
は
ヨ
ー

も
と

ロ
ッ
パ
の
ミ
メ
ー
ン
ス
感
佑
に
そ
も
そ
も
著
し
く
戻
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

本
当
の
と
こ
ろ
は
、
女
役
を
「
若
い
ぴ
ち
び
ち
し
た
男
」
が
や
っ
て
も
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
「
気
に
い
ら
な
い
」
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
日
本
の

‘
‘
、
メ
ー
ン
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ミ
メ
ー
ン
ス
と
は
根
源
的
に
異
な
っ
た
も

の
を
志
向
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
）

し
か
し
「
花
」
に
お
い
て
人
間
を
否
定
す
る
侃
阿
弥
が
、
な
ぜ
「
物
ま

ね
」
に
お
い
て
人
間
を
事
実
上
救
済
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
と
こ
ろ
が
同
じ

よ
う
な
奇
妙
な
事
情
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
。

ギ
リ
ジ
ア
の
昔
か
ら
連
綿
と
し
て
人
間
中
心
主
義
を
奉
持
し
続
け
て
き
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
、
同
時
に
「
先
能
其
物
成
」
る
の
リ
ア
リ
ズ
ム
（
自
然
主

義
）
様
式
の
芸
術
の
金
城
湯
池
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
ゴ

ジ
ッ
ク
様
式
、
バ
ロ
ッ
ク
様
式
、
表
現
主
義
、
抽
象
芸
術
と
、
数
々
の
リ
ア

リ
ズ
ム
の
敵
が
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
出
現
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
芸
術
と
い
う
時
計
の
振
子
は
、
必
ず
常
に
リ
ア
リ
ズ
ム
様
式
へ
、
言

葉
の
最
も
素
朴
な
意
味
で
の
ミ
メ
ー
ジ
ス
の
芸
術
へ
と
戻
っ
て
行
く
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
切
の
ミ
メ
ー
ン
ス
は
、
結
局
人
間
性
放
棄
を
苺
求
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
文
化
の
根
源
的

志
向
と
し
て
の
人
間
中
心
主
義
と
、
人
間
性
放
棄
の
ミ
メ
ー
ジ
ス
芸
術
と
の

並
存
状
況
の
矛
盾
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
世
阿
弥
は

「
花
」
に
お
い
て
人
間
を
否
定
し
、
「
物
ま
ね
」
に
お
い
て
人
間
に
固
執
す

る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
に
お
い
て
人
間
中
心
主
義

を
標
榜
し
、
同
時
に
芸
術
に
お
い
て
は
人
間
放
棄
の
リ
ア
リ
ズ
ム
様
式
を
育

成
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
は
、
い
か
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

、。カ五
五
「
補
償
」
と
い
う
こ
と
補
償

K
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
を
厳
密
な
意
味

で
の
心
理
学
的
・
神
経
症
心
理
学
的
概
念
の
位
置
に
引
き
上
げ
た
ユ
ン
グ

c• 
G
.
J
u
n
g
に
従
え
ば
、
補
償
と
は
「
調
整

A
u
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
あ
る
い
は

補
填

E
r
s
e
t
z
u
n
g
を
応
味
す
る
。
補
償
と
い
う
概
念
を
最
初
に
神
経
症
心

理
学
に
導
入
し
た
の
は
ア
ー
ド
ラ
ー

A
.
A
d
l
e
r
で

(
A
d
l
e
r
,
U
b
e
r
 d
e
n
 

n
e
r
v
o
s
e
n
 C
h
a
r
a
k
t
e
r
,
 1
9
1
2
.
)

、
ア
ー
ド
ラ
ー
の
い
わ
ゆ
る
補
償
と
は

ど
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
か
と
い
う
と
、
劣
等
感
情
を
、
何
ら
か
の
補
償

的
な
心
理
的
組
織
に
よ
っ
て
場
合
々
々
に
応
じ
て
調
整
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
劣
等
器
官
に
対
し
て
、
補
償
的
な
器
官
発
達
が
行
わ

れ
る
の
に
よ
く
似
た
過
程
で
あ
る

(
A
d
l
e
r
,
S
t
u
d
i
e
 U
b
e
r
 M
i
n
d
e
rー

w
e
r
t
i
g
k
e
i
t
 
v
o
n
 O
r
g
a
n
e
n
,
 1
9
0
7
.
)

。
ア
ー
ド
ラ
ー
は
そ
う
い
う
意
味

で
次
ぎ
の
如
く
述
べ
て
い
る
、
『
母
体
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
、
幼
児
の
劣

等
な
諸
器
官
や
器
官
組
織
に
と
っ
て
は
、
外
界
と
の
闘
争
が
始
ま
る
。
こ

の
闘
争
は
必
然
的
に
起
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
又
、
正
常
に
発
達
し

た
器
官
に
お
け
る
よ
り
も
ず
っ
と
烈
し
い
形
で
始
ま
る
も
の
で
あ
る
°
|
|

し
か
し
、
胎
児
的
性
格
は
同
時
に
補
償
並
び
に
過
当
補
償
の
高
度
の
可
能
性
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を
約
束
し
て
お
り
、
正
常
な
、
又
、
異
常
な
抵
抗
へ
の
適
応
力
を
高
め
、
新

し
い
、
よ
り
高
次
の
諸
形
式
、
新
し
い
、
よ
り
高
次
の
諸
行
為
能
力
の
育
生

を
保
証
し
て
く
れ
る
』
。
ア
ー
ド
ラ
ー
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
病
因
上
か
ら
は

器
官
劣
等
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
の
、
神
経
症
者
の
劣
等
感
情
が
基
に
な
っ
て

『
補
助
構
成
物
』

(
D
e
r
s
e
l
b
e
,
U
b
e
r
 d
e
n
 n
e
r
v
o
s
e
n
 C
h
a
r
a
k
t
e
r
,
 

s
.
1
4
)
、
す
な
わ
ち
当
の
劣
等
性
を
調
整
し
て
く
れ
る
虚
構
を
作
り
出
す
と

い
う
補
償
が
可
能
に
な
る
。
虚
構
、
あ
る
い
は
『
虚
構
指
狐
線
』

f
i
k
t
i
v
e

L
e
i
t
l
i
n
i
e

は
、
一
箇
の
心
理
的
組
織
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
劣
等
性
を
優
等

性
へ
と
転
換
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
ア
ー
ド
ラ
ー
の
見
解
で
肝
要
な
点
は
、

心
狸
諸
事
象
の
領
域
に
お
け
る
補
償
作
用
の
、
経
験
上
か
ら
い
っ
て
否
定
す

べ
か
ら
ざ
る
存
在
を
確
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
補
償
作
用
は
、

有
機
体
の
自
己
操
縦
あ
る
い
は
自
己
調
節
と
い
う
、
生
理
学
の
領
域
に
お

け
る
類
似
の
作
用
に
呼
応
す
る
。
ア
ー
ド
ラ
ー
は
補
償
の
概
念
を
劣
等
感
情

の
調
整
と
い
う
こ
と
に
の
み
限
定
し
て
使
用
し
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
補
償

と
い
う
概
念
を
一
般
的
に
心
的
機
構

d
e
r
p
s
y
c
h
i
s
c
h
e
 A
p
p
a
r
a
t
 
(す

な
わ
ち
人
間
の
「
心
」
）
の
機
能
的
調
整
・
自
己
調
節
と
解
し
た
い

(
J
u
n
g
,

C
o
l
l
e
c
t
e
d
 
P
a
p
e
r
s
 
o
n
 
A
n
a
l
y
t
i
c
a
l
 
P
s
c
h
o
l
o
g
y
 
,
 
1
9
2
0
,
 
S
.
 
2
7
8
 

ff.)
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
私
は
『
無
意
識
」
の
活
動
を
、
一
般
的
心
理
様

態
（
各
人
々
々
の
心
の
構
え
）
の
、
窯
識
機
能
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
一

面
性
の
調
整
と
解
す
る
。
心
理
学
者
は
意
識
と
い
う
も
の
を
好
ん
で
眼
に
瞥

え
る
。
そ
し
て
意
識
の
『
視
野
』
と
か
『
視
点
』
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を

い
う
。
こ
の
疇
え
は
、
意
識
の
機
能
の
本
質
を
実
に
見
事
に
言
い
現
わ
し
て

い
る
。
意
識
の
表
層
に
浮
び
上
っ
て
こ
ら
れ
る
意
識
内
容
の
数
は
き
わ
め
て

少
い
。
本
当
に
限
ら
れ
た
数
の
内
容
だ
け
が
意
識
の
舞
台
上
に
同
時
に
登
場

、
、
、

し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
意
識
の
活
動
は
欅
択
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
撰

択
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
方
向
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
し
、
方
向
は
、
そ
の
方
向
に
な
い
他
の
一
切
の
も
の
を
必
然
的
に
排
除
す

る
。
従
っ
て
意
識
の
志
向
は
い
つ
も
一
面
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
意
識
が

揮
ん
だ
方
向
か
ら
逸
れ
た
、
排
除
さ
れ
阻
止
さ
れ
た
諸
内
容
は
、
や
む
を
え

ず
無
意
識
の
中
へ
入
っ
て
行
く
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
事
実
上
現
実
に
存
在

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
意
識
の
特
定
の
志
向
に
対
し
て
は
対
抗
馬
と

い
う
恰
好
を
と
り
、
こ
の
対
抗
性
は
、
意
識
の
一
面
性
が
強
化
さ
れ
る
れ
に

つ
れ
て
強
化
さ
れ
、
最
後
に
は
意
識
と
明
加
な
敵
対
関
係
に
入
る
。
こ
の

敵
対
関
係
の
た
め
に
、
意
識
の
活
動
は
あ
る
程
度
阻
害
さ
れ
る
。
尤
も
最
初

の
う
ち
は
、
こ
の
阻
害
状
態
も
意
識
の
努
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
除
去

す
る
こ
と
が
で
き
る
？
し
か
し
永
い
間
に
亙
っ
て
は
、
こ
の
敵
対
閃
係
は
緊

張
の
度
を
強
め
て
行
き
、
そ
の
結
果
、
阻
止
さ
れ
た
無
意
識
の
諸
内
容
は
意

識
に
押
し
迫
っ
て
き
て
、
自
己
の
存
在
を
意
識
に
告
げ
知
ら
せ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ら
餌
意
識
的
諸
内
容
は
、
認
識
に
対
し
て
、
夢
で
あ
る
と
か
、
『
不
随

意
に
浮
び
上
っ
て
く
る
』

f
r
e
i
s
t
e
i
g
e
n
d

観
念
や
形
象
で
あ
る
と
か
の
形

を
採
っ
て
現
前
す
る

Q

意
識
の
様
態
・
構
え
の
一
而
性
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ

ど
、
無
揺
識
に
根
ざ
す
諸
内
容
は
そ
れ
だ
け
一
層
意
識
に
対
し
て
敵
対
的
で

あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
意
識
は
無
意
識
と
完
全
に
対
峙
拮
抗
す
る
に
全
る
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
に
、
補
償
と
い
う
こ
と
が
、
対
抗
的
機
能
の
形
式
を

採
っ
て
登
場
し
て
く
る
。
こ
う
い
う
揚
合
は
極
端
な
場
合
で
あ
り
、
醤
通
に

は
、
無
意
識
の
補
償
は
決
し
て
対
抗
・
敵
対
の
形
を
採
る
こ
と
は
な
く
、
意

識
の
（
一
面
的
で
特
定
の
）
志
向
の
調
整
乃
至
は
補
正
な
の
で
あ
る
。
無
意
識

は
た
と
え
ば
、
夢
と
い
う
手
段
に
訴
え
て
、
本
来
な
ら
ば
優
に
意
識
の
舞
台

に
あ
っ
て
活
動
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
し
か
し
意
識
の
栂
択
に
よ
っ
て
そ
の
進

出
を
阻
止
さ
れ
た
諸
内
容
の
一
切
を
意
識
に
告
げ
知
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
う
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い
う
諸
内
容
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
、
意
識
が
外
界
に
完
全
に
順
応
適
応
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
不
可
欠
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

通
常
、
こ
の
補
償
作
用
は
無
意
識
的
に
行
わ
れ
る

Q

つ
ま
り
補
償
は
意
識

の
活
動
に
対
し
て
無
意
識
的
に
調
節
的
に
働
く
。
神
経
症
に
お
い
て
は
、
無

意
識
は
意
識
と
尖
鋭
に
対
立
す
る
の
で
、
こ
の
補
償
作
用
が
充
分
に
行
わ
れ

が
た
く
な
る
。
従
っ
て
分
析
的
精
神
療
法
は
、
無
意
識
の
諸
内
容
の
慈
識
化

と
い
う
こ
と
を
狙
う
も
の
で
あ
る
。
無
意
識
の
諸
内
容
が
怠
識
化
さ
れ
る

と
、
補
償
作
用
が
ま
た
元
通
り
正
常
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
」

(
C
.
G
.
J
u
n
g
,
 
P
s
y
c
h
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 
T
y
p
e
n
,
 Z
u
r
i
c
h
 
1
9
5
0
,
 

s. 
6
0
7
.
)
 

究
極
的
に
は
人
間
否
定
を
意
味
す
る
但
阿
弥
の
「
花
」
と
、
同
じ
く
人
問

救
済
を
志
向
す
る
「
物
ま
ね
」
と
の
間
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
問
中
心
主

義
と
リ
ア
リ
ズ
ム
芸
術
様
式
に
お
け
る
人
間
の
自
己
否
定
と
の
間
に
お
け
る

と
同
様
に
、
上
に
引
用
し
た
ユ
ン
グ
の
「
補
債
」
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と

考
え
る
時
に
初
め
て
、
世
阿
弥
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
と
に
肴
取
さ
れ
る
逆

説
的
状
況
が
充
分
に
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
阿
弥
に
お
け
る

顕
在
的
思
考
と
し
て
の
「
花
」
の
人
間
否
定
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
そ
れ
と
し

て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
間
肯
定
は
“
潜
在
的
志
向
と
し
て
の
世
阿
弥
の

「
物
ま
ね
」
に
お
け
る
人
間
肯
定
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
芸
術
椋
式

に
お
け
る
人
間
否
定
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
調
整
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け

だ
し
絶
対
的
な
人
間
肯
定
や
人
間
否
定
と
い
う
も
の
は
、
観
念
と
し
て
は
と

に
か
く
、
歴
史
的
・
現
実
的
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
9

世
阿
弥
の
考

え
ガ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人
の
そ
れ
と
の
間
に
存
在
す
る
相
反
関
係
は
、
枇
阿
弥

が
人
生
を
芸
術
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
芸
術
を

人
生
の
飾
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
事
情
の
う
ち
に
最
も
鮮
明
に
現

わ
れ
て
い
る
。
天
日
の
下
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
必
ず
阪
を
持

つ
。
そ
し
て
、
存
在
者
と
阪
と
は
、
い
つ
も
ユ
ン
グ
の
い
わ
ゆ
る
補
償
の
関

係
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

T
h
.
M
a
n
.
n
は
そ
の
『
あ
る
書
簡
往
復
」
(
E
i
n
B
r
i
e
f
-

w
e
c
h
s
e
l
,
 
Z
u
r
i
c
h
 1
9
3
7
,
 
S
.
 1
1
.
)

中
に
「
政
治
的
な
る
も
の
は
、
人
間
的

な
る
も
の

d
a
s
M
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e

を
覆
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
分

に
す
ぎ
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
全
科
玉
条
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ
こ
の
「
人
間
的
な
る
も
の
」
で
あ
る

Q

し
か
し
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
に
お
け
る
人
閻
と
芸
術
と
に
関
す
る
考
え
方
の
対
照
関
係
は
、
の
ち
に
見

る
よ
う
に
芭
丸
と
ゲ
ー
テ
と
の
対
比
に
お
い
て
最
も
鮮
や
か
に
な
っ
て
く

る
Q

五
六
世
阿
弥
の
芸
術
論
に
お
け
る
興
味
深
い
二
つ
の
点
第
一
に
、
世
阿

弥
の
芸
術
論
は
藤
原
公
任
の
『
新
揺
髄
脳
』
な
ど
に
比
し
て
、
芸
術
を
日
常

的
世
界
か
ら
謡
か
に
遠
ざ
け
て
い
る
が
、
そ
の
世
阿
弥
も
、
『
詩
経
』
の
昔

か
ら
芸
術
論
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
日
常
的
目
的
論
を
完
全
に
払
拭
し
え

て
い
な
い
。

「
私
儀
（
著
者
の
私
的
な
考
え
）
（
に
）
云
（
は
く
）
。

抑
芸
熊
と
は
、
謡
人
の
心
を
．
和
げ
て
、
上
下
の
感
を
な
さ
む
事
（
摂
賊
の

も
と
い

別
な
く
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
）
、
寿
福
増
長
の
基
（
幸
福
を
増
進
さ

カ
レ
イ

せ
る
も
と
）
、
〔
返
令
〕
延
手
（
長
寿
を
う
る
た
め
の
行
事
）
の
法
な
る
べ

し
。
極
め

l
＼
て
は
、
諸
逍
悉
（
く
）
寿
福
延
長
な
ら
ん
と
な
り
（
極
め
尽

し
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
の
道
は
寿
福
を
増
遜
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
。
殊
更
こ
の
芸
、
位
を
極
め
て
（
最
高
の
芸
位
に
近

し
）
、
佳
名
（
名
声
）
を
残
す
事
、
日
定
、
天
下
の
許
さ
れ
（
天
下
に
名
手
と
し
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て
認
め
ら
れ
る
こ
と
）
な
り
。
是
、
寿
福
増
長
な
り
。
」

(
r
風」）

こ
の
よ
う
な
日
本
流
の
目
的
論
が
完
全
に
振
り
棄
て
ら
れ
る
の
は
、
芭
蕪

に
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の

1

一
は
、
世
阿
弥
の
い
わ
ば
廷
臣
性
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
常
に
観
客
の

存
在
を
念
頭
に
磁
き
、
何
と
し
て
で
も
貴
人
の
バ
ト
ロ
ン
の
意
に
適
お
う
と

苦
心
し
て
い
た
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
彼
は

い
っ
て
い
る
、
「
為
手
の
言
葉
に
も
風
情
に
も
か
か
ら
ざ
ら
ん
所
に
は
（
主

役
の
言
葉
や
興
趣
あ
る
所
作
に
関
係
の
芥
い
所
に
は
）
、
肝
要
の
言
葉
（
大

切
な
文
句
）
を
ば
載
す
べ
か
ら
ず
。
何
と
し
て
も
、
見
物
衆
は
、
見
る
所
も

聞
く
所
も
、
上
手
を
な
ら
で
は
心
に
掛
け
ず
」
（
『
能
の
本
（
台
本
）
を
書

く
事
」
の
条
、
『
風
」
）
。
ま
た
彼
は
い
っ
て
い
る
、
「
一
、
か
や
う
の
稽
古
の

〔
浅
深
の
条
々
〕
、
昔
は
、
さ
の
み
に
は
な
か
り
し
也
（
さ
ほ
ど
重
視
し
て

ゲ
イ
リ
キ

い
な
か
っ
た
）
。
古
風
（
古
い
芸
風
）
の
中
に
、
を
の
づ
か
ら
此
芸
力
を
得

た
り
し
出
心
‘
'
少
々
見
え
し
な
り
。
（
記
昭
和
ふ
四
位
与
加
＿
っ
耐
（
身
分

高
き
人
）
の
御
比
判
に
も
、
是
を
の
み
（
い
い
と
こ
ろ
だ
け
を
）
御
覧
じ
は

や
さ
れ
て
、
非
を
ば
御
さ
ん
だ
ん
（
批
判
）
も
な
か
り
し
也
。
当
世
は
、
御

イ
ヤ
ク
ケ

目
も
弥
闊
て
（
鑑
賞
眼
が
す
こ
ぶ
る
高
く
な
っ
て
）
、
少
し
き
の
非
を
も
御

さ
ん
だ
ん
に
及
ぷ
間
、
玉
を
磨
き
、
花
を
摘
め
る
幽
曲
（
花
を
摘
み
集
め
た

よ
う
な
幽
玄
の
曲
）
な
ら
ず
ば
、
上
方
様
（
上
流
階
級
の
人
々
）
の
御
意
に

か
な
ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」
（
『
至
』
）
。
彼
は
さ
ら
に
こ
う
も
書
い
て
い
る
、

「
愛
に
大
事
あ
り
。
自
然
（
ひ
よ
っ
と
し
て
）
、
能
を
す
る
う
ち
に
、
は
や

破
・
急
の
時
分
に
成
て
、
貴
人
の
御
後
来
に
御
入
あ
る
事
あ
り
。
そ
れ
は

（
そ
ん
な
場
合
に
は
）
、
は
や
申
楽
は
急
に
及
べ
共
、
貴
人
の
御
心
は
い
ま

だ
序
也
。
さ
る
ほ
ど
に
、
序
の
御
心
に
て
急
な
る
能
を
御
覧
ず
れ
ば
、
す
べ

て
御
意
に
合
は
ず
。
結
句
（
あ
ま
つ
さ
え
）
、
先
に
見
つ
る
見
物
衆
も
、
貴

人
の
御
座
よ
り
（
御
臨
席
に
よ
っ
て
）
、
み
な
／
＼
機
を
静
め
て
（
浮
き
立

づ
て
い
た
心
を
静
め
て
）
、
座
敷
あ
ら
ぬ
体
に
成
て
（
会
場
の
気
分
が
白
け

て
）
、
諸
人
の
心
も
、
座
敷
も
、
又
序
に
な
る
気
色
あ
り
（
序
の
気
分
に
戻

っ
て
し
ま
う
）
。
此
時
節
の
能
、
さ
ら
に
出
で
来
ず
（
ど
う
し
て
も
う
ま
く

行
か
な
い
も
の
だ
）
。
さ
る
ほ
ど
に
（
そ
う
か
と
い
っ
て
）
、
又
序
に
成
か
へ

り
て
能
を
す
べ
き
な
れ
共
、
そ
れ
も
又
(
何
と
や
ら
む
能
（
勝
手
）
悪
し
o

一
大
事
な
り
（
重
大
な
場
合
）
。
か
や
う
な
ら
ん
折
を
ば
、
心
得
て
（
こ
ん

な
場
合
に
は
、
凌
ぐ
方
法
を
心
得
て
お
い
て
）
、
破
な
る
能
の
よ
か
ら
ん
を
、

心
を
少
（
し
）
序
に
な
し
て
、
し
と
や
か
に
し
て
、
上
意
を
取
る
ぺ
し
（
し

っ
と
り
と
落
著
い
た
感
じ
で
演
じ
て
、
貴
人
の
御
意
に
召
す
よ
う
に
せ
よ
）
。

加
様
に
、
貴
人
の
御
心
を
取
り
動
か
し
て
、
又
、
座
敷
を
、
破
・
急
に
、
〔
に

こ

l
¥〕
と
し
な
す
様
に
、
古
実
．
（
旧
例
に
照
ら
し
た
工
夫
）
を
以
て
す
べ

し
（
破
や
急
の
、
陽
気
で
な
ご
や
か
な
気
分
に
す
る
よ
う
に
、
工
夫
を
凝
ら

し
て
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）
」
（
「
花
鏡
」
）
。

こ
の
よ
う
な
「
芸
人
」
と
し
て
の
芸
術
家
気
質
を
物
語
る
言
薬
は
、
世
阿

弥
の
芸
術
論
中
随
処
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
廷
臣
性
の
完
全
な
放
逐
も

ま
た
芭
燕
の
出
現
に
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
ま
れ
芸
術
観
史
上
に
お
け
る
世
阿
弥
の
功
績
は
、
彼
が
芸
術
を
現
実
か

ら
切
断
し
、
芸
術
の
世
界
の
独
立
化
、
自
立
性
の
度
を
高
め
る
の
に
大
い
に

寄
与
し
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
芸
術
を
人
生
の
日
常
的
目
的
論
か
ら

誓
す
る
こ
と
に
よ
る
人
生
そ
の
も
の
の
芸
術
化
は
彼
に
よ
っ
て
著
し
く
促

進
さ
れ
、
「
文
学
は
何
は
と
も
あ
れ
、
そ
れ
自
身
に
於
て
完
結
し
た
遊
戯
の

境
界
で
あ
り
、
一
切
の
現
実
と
は
別
箇
の
、
そ
れ
自
身
の
法
則
を
持
っ
た
完

全
に
独
自
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
が
芸
術
の
本
質
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
点

に
そ
の
意
味
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
人
間
を
現
実
の
関
聯
か
ら
抜
け
出
さ
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せ
、
人
間
を
現
実
の
座
標
か
ら
解
放
し
、
可
能
な
る
も
の
へ
向
っ
て
行
く
た

め
に
自
由
に
し
て
置
き
、
ジ
ラ
ー
が
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
最
も
独
自
な
る

『
人
間
で
あ
る
こ
と
』

M
e
n
s
c
h
s
e
i
n
を
体
験
せ
し
め
る
と
い
う
の
が
芸
術

の
本
質
で
あ
り
意
味
で
あ
る
」
(
W
•
K
a
y
s
e
r
,
 
D
i
e
 W
a
h
r
h
e
i
t
 d
e
r
 

D
i
c
h
t
e
r
,
 
M
t
i
n
c
h
e
n
 
1
9
5
9
,
 
S
.
 5
4
 (
r
oー

r
o
-
r
o
-
B
t
i
c
h
e
r
e
i
〕
）
と
い

う
考
え
や
、
芸
術
は
一
箇
の
「
小
宇
宙
」

e
i
n
e
W
e
l
t
 i
m
 k
l
e
i
n
e
n
だ
と

す
る
考
え

(
H
.
S
e
d
l
m
a
y
r
,
 
K
u
n
s
t
 n
n
d
 W
a
h
r
h
e
i
t
,
 
M
u
n
c
h
e
n
 

1
9
5
8
,
 
S
.
1
9
7
.
)

に
通
俗
且
つ
典
型
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
近
代
芸
術
観
確

立
へ
の
足
場
が
さ
ら
に
堅
固
な
も
の
と
さ
れ
た
。

但
し
こ
の
場
合
、
芸
術
と
人
生
（
人
間
）
と
の
関
係
に
お
い
て
、
芸
術
が

主
で
人
生
（
人
間
）
が
従
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
か
と
い
う
よ
う
な
問
題

は
、
別
箇
に
取
扱
わ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

五
七
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
』

A
r
s
p
o
e
t
i
c
a

柑
阿
弥
の
、
た
と
え

ば
『
九
位
住
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
緊
迫
し
た
調
子
を
か
た
え
に
、
彼
が

『
風
姿
花
伝
』
に
お
い
て
芸
能
の
究
極
目
的
と
し
て
い
る
「
寿
福
」
と
い
う

言
葉
を
眺
め
る
と
、
「
寿
福
増
長
」
、
「
寿
福
延
長
」
が
い
か
に
も
色
桃
せ
た
、

取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
言
葉
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

芸
能
の
究
極
目
的
と
し
て
こ
の
よ
う
な
月
並
陳
腐
で
曖
昧
な
百
薬
を
何
気
な

＜
据
え
置
い
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
実
は
世
阿
弥
の
芸
術
論
の
勝
利
が
あ
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
芸
術
論
史
の
歩
み
は
、
あ
ら
ゆ
る
目

的
意
識
・
目
的
論
か
ら
の
離
脱
を
目
ざ
し
て
進
ん
で
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
こ
こ
に
「
行
っ
た
」
と
い
う
過
去
形
を
用
い
た
の
は
、
二
十
世
紀
に
至
っ

て
一
般
的
に
芸
術
論
が
再
び
あ
る
種
の
目
的
意
識
・
目
的
論
を
持
と
う
と
い

う
傾
向
を
見
せ
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
）

従
っ
て
西
洋
の
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
次
い
で
古
来
著
名

な
、
紀
元
前
九
年
頃
に
書
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

H
o
r
aー

t
i
u
s
の
い
わ
ゆ
る
『
詩
論
』

A
r
s
p
o
e
t
c
a
i
 
(
正
し
く
は
『
L

・
カ
ル
プ
ル

ニ
ウ
ス
・
ピ
ソ
と
そ
の
息
子
た
ち
へ
の
書
簡
』

E
p
i
s
t
o
l
a
a
l
 P
i
s
o
n
e
s
)
 

に
『
毛
詩
大
序
』
や
『
古
今
和
歌
集
仮
名
序
』
に
見
ら
れ
る
の
と
同
椋
の
、

「
そ
の
昔
、
神
々
の
聖
な
る
司
祭
オ
ル
ペ
ウ
ス
は
、
山
野
に
住
む
人
々
に
対

し
て
殺
人
と
動
物
同
然
の
食
べ
物
を
食
べ
る
こ
と
と
を
や
め
さ
せ
た
。
さ
れ

ば
ま
た
彼
は
、
虎
や
狂
暴
な
欄
子
を
馴
ら
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
テ

ー
パ
イ
市
の
建
設
者
ア
ン
ピ
オ
ン
は
、
琴
の
音
に
よ
っ
て
岩
を
動
か
し
、
や

さ
し
い
願
い
の
言
葉
に
よ
っ
て
岩
を
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
へ
運
ん
だ
と
い
わ

れ
て
い
る

(
3
9
1
|
 3
9
6
.
)
」
、
「
さ
て
偉
大
な
ホ
メ
ロ
ス
と
テ
ュ
ル
タ
イ
オ
ス

と
は
、
そ
の
詩
に
よ
っ
て
人
々
の
雄
々
し
い
心
を
勇
武
の
戦
い
に
奮
い
立
た

せ
た
し
、
詩
の
う
ち
に
神
話
が
示
さ
れ
、
人
倫
が
教
え
ら
れ
、
ピ
エ
リ
ア

（
テ
ッ
サ
リ
ア
の
地
名
、
詩
神
が
住
ん
だ
所
と
い
う
）
の
調
べ
に
よ
っ
て
王

た
ち
の
脊
顧
が
得
ら
れ
、
祝
祭
劇
が
長
い
間
の
労
働
を
終
ら
せ
た

(
4
0
1
—

4
0
6
.
)
」
（
翻
訳
底
本
に
は
、
田
中
秀
央
・
村
上
至
孝
訳
『
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス

書
簡
集
』
〔
昭
和
十
八
年
刊
行
〕
を
参
看
し
つ
つ
、
ラ
ン
ゲ
ン
ジ
ャ
イ
ト
版

『
全
ギ
リ
ジ
ア
・
ロ
ー
マ
古
典
作
家
叢
書
』
第
六
二
巻
、

W

・
ビ
ン
ダ
ー
独
訳

〔

L
a
n
g
e
n
s
c
h
e
i
d
t
s
c
h
e
 
B
i
 b
l
i
o
t
h
e
k
 
s
a
m
 tl
i
c
h
e
r
 
g
r
i
e
c
h
i
s
c
h
e
n
 

u
n
d
 r
o
m
i
s
c
h
e
n
 K
l
a
s
s
i
k
e
r
,
 
B
d
.
 62, 
C
a
t
u
l
l
,
 Horaz• 

B
e
r
l
i
n
 

1
8
5
5
 |
 95, 
v
e
r
d
e
u
t
s
c
h
t
 
v
o
n
 
W• 

E
i
n
d
e
r
.
〕
わ
d

店
広
田
心
し
た
）
の
よ
う

な
、
い
わ
ゆ
る
鬼
神
を
動
か
す
式
の
考
え
方
が
是
認
さ
れ
て
い
る
の
は
少
し

も
不
思
議
で
は
な
く
、
芸
術
詩
文
の
目
的
意
識
も
、
世
阿
弥
の
「
寿
福
増

長
」
な
ど
に
比
し
て
、
古
代
風
に
き
わ
め
て
明
確
で
あ
る
こ
と
は
、
次
ぎ
の

同
書
簡
中
の
言
莱
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
。
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「
詩
は
、
読
者
を
稗
益
す
る
か
、
あ
る
い
は
愉
快
に
す
る
こ
と
を
、
あ
る

い
は
人
の
為
に
な
る
と
同
時
に
、
人
を
悦
ば
せ
る
こ
と
を
意
図
す
る
(
3
3
3ー

3
3
4
.
)

」
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
詩
文
の
目
的
を
教
化
と
娯
楽
と
の
う
ち
に
見

て
い
た
。

従
っ
て
次
ぎ
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
な
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に

は
、
世
阿
弥
の
「
物
ま
ね
」
が
担
っ
て
い
た
よ
う
な
補
償
的
械
能
な
ど
あ
ろ

う
筈
は
な
く
、
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
飽
く
ま
で
も
西
洋
の
ミ
メ
ー
ン
ス
の
主

流
に
枠
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
い
。

「
詩
は
た
だ
美
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
不
充
分
な
の
で
あ
っ
て
、
私
は
詩

が
人
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
い
。
聴
き
手
の
心
を
、

詩
人
の
思
う
と
こ
ろ
へ
引
張
っ
て
行
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん

な
人
も
、
人
が
笑
え
ば
笑
い
、
泣
け
ば
泣
く
も
の
だ

Q

そ
こ
で
、
も
し
君
が

私
を
泣
か
せ
た
い
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
ま
ず
君
自
身
が
悲
し
み
を
感
ず
る
の

で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

Q

そ
う
な
れ
ば
、
テ
レ
ポ
ス
に
し
ろ
ペ
レ
ウ
ス
に
し

ろ
、
（
い
ず
れ
も
ギ
リ
ツ
ア
神
話
中
の
人
物
）
、
君
の
不
幸
が
私
を
悲
し
ま
せ

る
の
だ
。
し
か
し
君
の
語
る
言
葉
が
拙
劣
で
あ
る
と
、
私
は
退
屈
し
て
睡

た
く
な
っ
て
し
ま
う
か
、
ま
た
は
恐
ら
く
可
笑
し
く
て
笑
い
出
し
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う

Q

悲
痛
な
言
葉
は
、
悲
し
い
眼
差
し
に
ふ
さ
わ
し
く
、
威
嚇
の
言

葉
は
怒
っ
た
顔
に
、
冗
談
は
お
ど
け
た
顔
に
、
荘
重
な
言
薬
は
厳
粛
な
顔
に

よ
く
合
う
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
自
然
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
運
命

の
あ
ら
ゆ
る
状
態
に
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
、
わ
れ
わ
れ
を
悦
ば
せ
た
り
、
怒

ら
せ
た
り
、
あ
る
い
は
悲
歎
の
重
荷
の
下
に
什
れ
伏
し
て
苦
し
ま
せ
た
り
し

て
、
そ
の
の
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
い
ろ
い
ろ
な
感
情
を
舌
の
助
け
を
藷
り
て
表

現
さ
せ
る
の
だ
か
ら
。
も
し
語
る
人
の
言
葉
が
、
そ
の
人
の
運
命
に
合
致
し

な
け
れ
ば
、
貴
呟
を
問
わ
ず
ロ
ー
マ
人
は
腹
を
抱
え
て
笑
う
だ
ろ
う

(
9
9ー

1
1
3
)

」
、
「
私
自
身
も
、
ま
た
世
の
中
の
人
た
ち
も
少
か
ら
ず
望
ん
で
い
る
こ

と
を
聴
き
給
え

Q

も
し
幕
の
閉
じ
る
の
を
待
っ
て
、
俳
優
が
『
さ
あ
御
喝
采

を
』
と
い
う
ま
で
、
じ
っ
と
静
か
に
席
に
坐
っ
て
い
る
よ
う
な
観
客
が
欲
し

い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
（
人
物
描
写
に
際
し
て
は
）
そ
れ
ぞ
れ
の
年
令
固
有

の
特
色
に
よ
く
注
揺
し
て
、
人
間
の
い
ろ
い
ろ
な
性
格
や
年
令
の
相
述
を
正

し
く
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
1
5
3
|
 1
5
7
.
)

」
、
「
だ
か
ら
万
が
一
に
も
青

年
に
老
人
の
役
を
演
じ
さ
せ
た
り
、
ま
た
少
年
に
壮
年
の
役
を
演
じ
さ
せ
た

り
し
て
は
な
ら
な
い
。
詩
人
は
つ
ね
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
令
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
だ
け
を
忠
実
に
描
く
べ
ぎ
も
の
だ

(176|
 1
7
8
.
)

」
。
（
こ
の
言
葉
に
よ

っ
て
み
て
も
、
日
本
の
「
女
形
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
い
か
に

不
条
理
で
無
意
味
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

上
記
の
―
フ
ラ
ン
ス
俳
優
の
「
男
が
女
の
役
を
や
る
の
は
わ
か
る
が
」
の
墟

で
あ
る
こ
と
は
今
こ
そ
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
）
と
こ
ろ
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

は
、
「
君
が
人
を
娯
し
ま
せ
よ
う
が
た
め
に
作
る
詩
は
、
少
し
で
も
以
実
に

近
い
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
い
、
さ
ら
に
す
ぐ
に
言
築
を
続
け

て
、
「
か
と
い
っ
て
、
そ
の
作
品
の
ど
れ
で
も
が
、
人
か
ら
真
実
と
信
ぜ
ら

れ
る
よ
う
に
と
望
ん
で
は
い
け
な
い
。
子
供
を
腹
一
杯
に
食
べ
た
ラ
ミ
ア
の

胃
袋
か
ら
、
ま
だ
生
き
て
い
る
子
供
を
引
張
り
出
し
た
り
す
る
よ
う
な
場
面

は
演
じ
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い

(
3
3
8
|
 3
4
0
.
)

」
と
い
っ
て
い
る
。
「
少
し

で
も
真
実
に
近
く
」
が
、
な
ぜ
真
実
の
一
歩
手
前
で
足
を
と
ど
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
。
し
か
し
ま
た
逆
に
、
真
実
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
「
少
し
で
も

真
実
に
近
」
い
芸
術
が
な
ぜ
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
「
な

ぜ
」
を
投
げ
つ
け
ら
れ
て
、
思
案
を
重
ね
た
挙
句
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、

芸
道
に
お
け
る
世
阿
弥
永
年
の
修
業
研
磯
を
必
然
と
し
、
能
楽
の
「
面
」
を

生
み
、
女
形
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
美
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学
も
、
こ
の
「
な
ぜ
」
を
前
に
し
て
当
惑
し
、
今
日
に
至
る
ま
で
明
快
な
解

答
を
出
し
え
ず
に
い
る
。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
年
輩
者
は
教
訓
を
含
ま
な
い

作
品
を
嘲
り
、
若
い
人
た
ち
は
固
苦
し
い
詩
の
前
を
つ
ん
と
し
た
様
子
で
通

り
す
ぎ
る
。
教
訓
を
有
益
に
結
び
つ
け
、
読
者
を
娯
ま
せ
る
と
同
時
に
訓

え
る
詩
人
こ
そ
、
こ
の
道
の
巨
匠
な
の
だ

(
3
4
1
ー

3
4
4
.
)

」
と
い
っ
て
一
種

の
快
楽
主
義
と
良
俗
の
道
へ
遁
れ
て
、
こ
の
「
な
ぜ
」
と
の
対
決
を
回
避
し

て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
「
な
ぜ
」
を
、
芸
術
は
真
実
・
イ
デ
ア
の
世
界

の
影
（
現
実
）
の
ま
た
影
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
断
ち
切
っ
た
。
そ
し
て
ホ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
を
し
て
こ
の
回
避
を
容
易
な
ら
し
め
た
の
も
、
次
ぎ
の
言
葉
な
ど

に
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
プ
ラ
ト
ン
的
・
ギ
リ
ツ
ア
的
な
主
知
主
義
の
梢
神
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
「
正
し
い
思
考
は
、
正
し
い
詩
作
の
源
泉
で
あ

り
条
件
で
あ
る
。
（
中
略
）
あ
る
作
品
が
、
た
と
い
魅
惑
的
な
趣
き
や
内
容

や
技
巧
を
持
た
ず
と
も
、
正
し
い
思
想
と
風
俗
習
慣
の
正
し
い
描
写
と
に
よ

っ
て
光
り
輝
い
て
い
る
な
ら
ば
、
耳
に
快
い
饒
舌
を
持
ち
、
そ
の
上
さ
ら
に

全
く
思
想
を
欠
い
て
い
る
作
品
よ
り
も
、
聴
衆
を
悦
ば
せ
る
こ
と
が
謡
か
に

大
き
く
、
そ
の
心
を
造
か
に
強
く
引
き
留
め
う
る
も
の
だ

(
3
1
9
|
 3
2
2
.
)

」。

あ
の
「
な
ぜ
」
の
片
を
附
け
な
い
ま
ま
で
い
る
西
洋
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
蔭
で

支
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
主
知
主
義
と
モ
ラ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る

が
、
こ
の
主
知
主
義
と
モ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
世
阿
弥
の
「
物
ま
ね
」
の
背
後
に

こ
れ
を
求
め
て
も
求
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
「
物
ま
ね
」

は
、
ま
さ
に
「
物
ま
ね
」
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
「
花
」
に
よ
っ
て

逆
説
的
な
形
で
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
花
」
が
ほ
か
な

ら
ぬ
反
主
知
主
義
と
反
リ
ア
リ
ズ
ム
を
志
向
す
る
一
種
の
理
念
で
あ
る
こ
と

は
上
来
の
説
明
に
よ
っ
て
す
で
に
明
か
で
あ
ろ
う
。
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