
透
谷
に
お
け
る

「
風
狂
」

の
意
識

(

一

)

「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
」
(
明
白
・

4
)
は
、
芭
蕉
に
関
し
た
透
谷
の
最
初
の
評
文

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
乙
の
評
文
に
お
い
て
は
、
特
に
そ
の
後
半
部
に
見
ら
れ
る
「
絶
大
の
景

色
は
独
り
文
字
を
殺
す
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
『
我
』
を
も
没
了
す
る
者
」
で
あ
る
、
と
い
う
論
理

を
展
開
し
た
箇
所
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
箇
所
は
、
芭
諸
問
の
「
物
我
一
如
」
や
、
「
造
化
随

順
」
の
思
想
を
エ
マ
ソ
ン
流
に
説
い
た
も
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
乙
に
見
ら
れ
る
の

は
、
エ
マ
ソ
ン
の
思
想
に
う
か
が
わ
れ
る
自
然
に
対
し
て
の
自
己
解
放
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
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り
、
や
は
り
自
然
へ
の
自
己
滅
却
と
い
う
伝
統
的
発
想
で
あ
っ
た
。
乙
の
点
が
、
晩
年
の
「
高

物
の
戸
と
詩
人
」
(
明
お

-m)
や
「
一
タ
観
」
(
明
お

-
U
)
と
い
う
評
文
に
お
い
て
顕
在
化

円乱
2
}

し
て
く
る
伝
統
的
自
然
観
と
相
倹
っ
て
、
透
谷
に
お
け
る
「
浪
漫
主
義
の
不
徹
底
」
と
か
「
近

《
持
ロ

Qω
》

代
の
挫
折
」
と
か
と
い
っ
た
評
価
を
導
い
て
き
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
透
谷
に
お
け
る
西
行
・
芭
蕉
の
影
響
が
直
接
問
題
に
さ
れ
る
場
合
も
、
乙
う
し
た
文

脈
の
中
で
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
」
の
そ
の
箇
所
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
送
谷
主
体
の

円
注
4
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「
弱
音
部
に
共
鳴
」
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
影
響
は
否
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ

と
は
確
か
に
、
透
谷
に
お
け
る
伝
統
と
い
う
問
題
の
笠
大
な
一
側
面
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ

う
し
た
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
画
一
的
に
透
谷
に
お
け
る
近
代
の
特
絡
の
認
定
九
と
収
数

し
論
を
閉
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
傾
向
に
は
、
疑
義
を
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
透
谷
に
お
け
る
伝

統
の
あ
る
要
素
が
彼
に
お
け
る
近
代
の
栓
桔
と
し
て
機
能
し
た
乙
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
し
か

し
、
そ
の
反
面
、
別
の
要
素
が
、
革
新
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
彼
の
思
想
的
・
文
学
的
営
為

の
中
心
部
分
と
関
わ
り
、
そ
れ
を
根
底
か
ら
支
え
る
い
わ
ば
エ
ー
ト
ス
と
し
て
機
能
し
て
い
た

と
い
う
よ
う
な
乙
と
は
、
は
た
し
て
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
透
谷
が
終

生
推
重
し
て
や
ま
な
か
っ
た
西
行
・
芭
蕉
の
受
容
に
お
い
て
、
そ
の
共
鳴
の
核
が
彼
ら
の
体
現

し
た
伝
統
的
自
然
観
に
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
難
く
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
、
透
谷
が
意

識
的
に
つ
な
が
ろ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
」
が
執
怨
さ
れ
た
の
は
、
「
粋
を
論
じ
て
伽
羅
枕
に
及
ぶ
」

円
注
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(
明
お
・

2
頃
)
や
「
伽
羅
枕
及
び
新
葉
末
築
」
(
明
お
・

3
v
に
お
い
て
、
透
谷
が
、
紅
葉

や
露
伴
の
文
学
に
反
映
し
て
い
る
封
建
的
思
想
の
残
践
に
対
し
て
批
判
の
狼
煙
を
本
げ
た
時
期

(
上
)

山

謙

次

田

と
接
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
」
の
ほ
ぼ
三
ヶ
月
後
に
は
、
駕
馬
、

三
馬
、
源
内
、
一
九
等
に
潜
む
平
民
的
虚
無
思
想
に
対
し
て
、
「
否
定
の
肯
定
を
も
っ
て
、
理
解
と

内
持
は

au】

批
判
」
と
を
示
し
た
、
透
谷
の
最
も
す
ぐ
れ
た
評
文
の
一
つ
で
あ
る
「
徳
川
氏
時
代
の
平
民
的

理
想
」
(
明
お
・

7
)
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
小
説
「
我

牢
獄
〕

d
r、
「
風
流
の
道
も
我
を
誘
惑
す
る
事
乙
そ
あ
れ
我
を
し
て
心
事
伊
』
委
ね
て
趣
味
と

称
す
る
魔
力
に
妖
魅
せ
ら
る
h

に
甘
ん
ぜ
し
め
ず
。
」
と
い
う
、
風
流
の
自
己
充
足
性
を
鋭
く

突
い
た
主
人
公
の
述
懐
が
見
ら
れ
る
。

伝
統
に
対
す
る
こ
れ
ほ
ど
意
識
的
な
抵
抗
が
見
ら
れ
る
時
期
に
、
芭
諮
問
の
体
現
し
た
伝
統
的

自
然
観
ゃ
い
わ
ゆ
る
風
流
の
思
想
に
対
し
て
、
透
谷
が
全
く
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
た
と
え
、
透
谷
の
内
部
に
そ
う
し
た
も
の
へ
の
誘
惑
が
存
し
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
で

は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
透
谷
は
、
な
ぜ
、
乙
の
時
点
で
芭
蕉
を
あ
え
て
呼
び
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
透
谷
は
、
芭
指
摘
の
ど
の
よ
う
な
函
を
み
"
す
か

ら
が
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
の
コ
ニ
日
幻
境
」
(
明
ぉ
・

8
、
9
)
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
後
継
者
を
以
て
み
ず
か
ら
任
じ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
い
っ
た
い

そ
の
透
谷
の
意
識
の
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
間

い
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
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そ
乙
で
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
」
に
お
い
て
、
改
め
て
注
目
さ
れ
て
く
る
の
は
、

そ
の
前
半
部
に
記
さ
れ
て
い
る
一
種
の
幻
覚
体
験
で
あ
る
。

明
又
滅
。
滅
又
明
。
比
際
燈
火
は
わ
れ
を
愚
弄
す
る
者
の
如
し
。
燈
火
わ
れ
を
愚
弄
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

る
か
、
わ
れ
燈
火
を
愚
弄
す
る
か
、
人
生
わ
れ
を
愚
弄
す
る
か
、
わ
れ
人
生
を
尽
弄
す
る

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

か
。
自
然
わ
れ
を
欺
く
か
。
わ
れ
自
然
を
欺
く
か
。
美
術
わ
れ
を
肢
す
る
か
、
わ
れ
美
術

。
。
。
。
。

を
肢
す
る
か
。
韻
。
美
。
是
等
の
者
わ
れ
を
毒
す
る
か
、
わ
れ
是
等
の
者
を
毒
す
る
か
。

詩
。
文
。
是
等
の
者
果
し
て
魔
か
、
是
等
の
者
果
し
て
実
か
。

。
。
。
。
。

燈
火
再
び
目
指
々
た
り
。
わ
れ
之
を
悪
く
む
。
内
界
の
粉
箆
せ
る
時
に
、
わ
れ
は
寧
ろ
外

界
の
諸
識
別
を
遠
け
て
暗
黒
と
寂
莫
と
を
迎
ふ
る
の
念
あ
り
。
内
界
に
際
入
す
る
事
深
く



。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

し
て
外
界
の
地
層
を
没
却
す
る
は
自
然
な
り
。
内
界
は
悲
恋
を
醸
す
の
場
な
る
事
を
知

。
。
。
。
。
。
。
。
!
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

り
な
が
ら
、
わ
れ
は
其
悲
恋
に
近
よ
り
、
其
悲
恋
に
刺
さ
れ
ん
事
を
楽
し
む
心
あ
る
を
奈

何
せ
ん
。
手
を
仲
ぺ
て
燈
を
括
き
消
せ
ば
、
今
ま
で
は
松
の
軒
に
伶
み
居
た
る
小
鬼
大
鬼

共
咲
々
と
笑
ひ
興
じ
て
わ
が
広
間
を
損
む
る
迄
に
入
り
来
れ
り
。
而
し
て
わ
れ
は
一
々
彼

等
を
迎
接
せ
ざ
り
し
か
ど
も
半
醒
半
陸
の
聞
に
彼
憐
の
相
貌
の
梗
概
を
認
識
せ
り
。

小
鬼
大
鬼
わ
れ
を
固
め
り
。
然
れ
ど
も
彼
等
は
悉
く
暴
民
悪
逆
な
る
者
の
み
に
あ
ら

ず
。
怒
く
凶
績
な
る
暴
威
を
謹
う
す
る
者
の
み
な
ら
ず
。
中
に
は
わ
が
枕
頭
に
来
っ
て
幼

稚
な
る
遊
戯
を
な
し
つ
嬉
笑
す
る
者
も
あ
る
な
り
。
何
と
な
く
心
室
一
く
な
り
た
れ
ば
夜
具

の
袖
を
挙
げ
て
一
た
び
払
ふ
に
、
大
鬼
小
鬼
其
影
を
留
め
ず
消
え
失
せ
ぬ
。
少
時
に
し
て

眠
笑
放
語
傍
若
無
人
な
る
事
前
の
如
し
。
飴
り
に
う
る
さ
く
な
り
た
れ
ば
枕
を
蹴
っ
て
立

上
り
、
一
隅
の
円
柱
に
侍
っ
て
無
言
す
る
に
、
大
小
の
鬼
併
再
び
来
ら
ず
。
静
か
に
思
へ

ば
鬼
の
形
し
け
る
は
我
身
を
但
ふ
百
八
凡
悩
の
現
駄
な
り
け
る
。

静
坐
精
久
し
無
言
の
妙
漸
く
熟
す
。
暗
寂
の
好
味
将
に
佳
境
に
進
ま
ん
と
す
る
時
破
笠

弊
衣
の
一
老
変
わ
が
前
に
顕
は
れ
ぬ
。
わ
れ
依
ほ
無
位
一
固
な
り
。
彼
も
唇
を
結
び
て
物
言
は

ず。
彼
は
無
言
に
し
て
我
が
前
を
過
さ
ぬ
。
官
ら
く
し
て
其
形
影
を
見
失
ひ
ぬ
。
彼
は
無
言

に
し
て
来
り
、
無
一
一
員
に
し
て
去
れ
り
。
然
は
あ
れ
ど
も
彼
の
無
言
こ
そ
は
我
に
対
し
て
絶

高
の
雄
弁
な
り
し
な
れ
。
知
る
人
は
知
ら
ん
、
挑
育
翁
松
島
に
遊
び
て
句
を
成
さ
ず
し
て

西
帰
せ
し
を
。
而
し
て
我
を
苦
ひ
し
暗
の
幕
は
我
を
し
て
明
ら
か
に
挑
青
翁
を
見
る
の
便

《注
o
n
v

を
奥
へ
た
り
。

長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
乙
に
は
、
小
鬼
大
鬼
に
翻
弄
さ
れ
る
と
い
っ
た
「
内
界
の
紛
箆
」

の
極
に
「
破
笠
弊
衣
の
一
老
受
」
(
芭
策
)
が
出
現
し
た
と
い
う
一
種
の
幻
覚
休
験
が
克
明
に

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
一
読
す
れ
ば
、
「
松
島
に
於
て
百
蒸
翁
を
読
む
」
が
、
単
に
芭

蕉
ゆ
か
り
の
地
に
あ
っ
て
彼
を
追
慕
し
た
と
い
う
よ
う
な
の
ど
か
な
一
文
で
な
い
こ
と
は
自
明

で
あ
ろ
う
。
こ
の
幻
覚
体
験
を
記
し
た
後
、
重
苦
し
い
気
分
を
一
気
に
振
り
払
う
か
の
ご
と

く
、
透
谷
の
筆
は
一
転
し
て
、
「
松
島
に
遊
び
て
勾
を
成
さ
ず
し
て
西
帰
」
し
た
「
蕉
翁
の
無

雪
己
の
解
明
に
向
う
。
そ
の
廷
長
線
上
に
、
例
の
自
然
へ
の
自
己
滅
却
と
い
う
伝
統
的
発
想
が

出
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
著
し
く
観
念
化
し
た
後
半
部
で
は
、
前
半
部
の
幻
覚
休
験
に
う
か

が
わ
れ
る
重
苦
し
い
何
か
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
乙
に
は
、
明
ら
か
に
断
層
が
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
「
内
界
の
紛
疫
」
の
極
に
芭
蕉
が
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
と
い
う
幻
覚
休
験
は
、

4

い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
内
界
の
紛
擾
」
の
性
格

が
関
わ
れ
て
く
る
。
透
谷
の
い
う
「
内
界
の
紛
侵
」
が
、
そ
の
年
の
一
月
二
十
一
日
、
出
獄
直

後
の
親
友
大
矢
正
夫
と
の
再
会
を
契
機
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な

い
。
と
い
う
の
は
、
大
矢
と
の
あ
の
幻
境
行
を
思
い
立
っ
た
の
が
、
そ
の
よ
う
な
幻
覚
体
験
を

も
っ
た
松
島
滞
在
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
|
|
「
三
日
幻
境
」
に
は
、
そ
の
乙
と

を
「
そ
Y
ろ
に
旧
時
を
追
想
し
、
帰
心
矢
の
如
し
と
一
言
ひ
た
げ
な
る
こ
の
幻
境
に
再
遊
の
心
は

乙
の
春
松
島
に
遊
び
し
時
よ
り
哀
担
を
離
れ
ず
U

と
記
し
て
い
る
。

1
1
1
そ
れ
に
、
ま
た
、
そ

の
幻
袋
行
を
記
し
た
「
コ
一
日
幻
境
」
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

老
崎
人
わ
が
往
事
を
説
き
て
大
に
笑
ふ
時
わ
れ
は
頭
を
垂
れ
て
笑
想
す
。
菅
日
の
わ
が
不

平
幽
鬼
の
如
く
に
わ
が
背
後
に
立
ち
て
阿
々
と
う
ち
笑
ふ
。
怒
哀
わ
が
ル

l
ソ
i
、
ボ
ル

テ
イ
ア
の
輩
に
欺
か
れ
了
ら
ず
又
た
新
聞
紙
々
面
大
の
小
天
地
に
開
朔
し
て
局
促
た
る
政

治
界
の
悦
偲
子
と
な
り
皐
る
こ
と
も
な
く
己
が
夙
昔
の
不
平
は
転
じ
て
限
り
な
き
満
足
と

な
り
、
此
満
足
し
た
る
限
を
以
て
蛙
飛
ぶ
古
池
を
眺
る
身
と
な
り
し
乙
そ
幸
ひ
な
れ
。

「
昔
日
の
わ
が
不
平
幽
鬼
の
如
く
に
わ
が
背
後
に
立
ち
て
阿
々
と
よ
ノ
ち
笑
ふ
。
」
と
い
う
一
文

は
、
「
小
鬼
大
鬼
共
供
々
と
笑
ひ
興
じ
て
」
我
を
翻
弄
し
た
と
い
う
松
島
で
の
幻
覚
を
紡
徽
さ

せ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
箇
所
に
、
ま
た
、
「
わ
が
ル

l
ソ
l
、
ボ
ル
テ
イ
ア
の
輩
」
や
「
局

促
た
る
政
治
界
の
侃
侃
子
」
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
を
芭
認
の
徒
と
し
て
規
定
す
る
発
想
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
と
と
は
、
松
島
で
の
幻
覚
を
引
き
起
こ
し
た
「
内
界
の
紛
擾
」
が
、
出
獄
し

た
大
矢
と
の
再
会
に
よ
っ
て
生
起
し
た
透
谷
の
動
揺
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
を
茶
番

き
し
て
い
る
。
そ
の
動
揺
は
、
使
い
古
さ
れ
た
言
葉
で
い
え
ば
大
失
へ
の
負
い
目
の
意
識
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
生
ず
る
一
種
の
強
迫
観
念
が
あ
の
よ
う
な
幻
覚
を
引
き
起
こ
し

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
引
用
し
た
松
島
で
の
幻
覚
体
験
を
記
し
た
箇
所
の
冒
頭
の
一
節
、
つ
ま
り
「
内
界
の
紛

箆
」
と
い
う
語
の
見
ら
れ
る
段
落
の
直
前
の
一
節
に
は
、
そ
の
「
内
界
の
紛
疫
」
の
内
容
の
一

端
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
乙
で
は
、
詩
人
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
ょ
う
が
鋭

く
意
識
さ
れ
問
わ
れ
て
お
り
、
透
谷
の
動
揺
が
今
な
お
「
昔
日
の
わ
が
不
平
」
に
脅
か
さ
れ
ま
る

を
得
な
い
彼
み
ず
か
ら
の
あ
り
よ
う
に
あ
っ
た
乙
と
を
、
そ
れ
は
、
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
透
谷
の
い
う
「
内
界
の
紛
擾
」
が
そ
う
し
た
自
己
を
鋭
く
意
識
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
の
幻
党
体
験
に
お
け
る
芭
蕉
出
現
の
意
味
す
る
も
の

が
、
詩
人
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
何
ら
か
の
啓
示
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
容
易
に

推
測
さ
せ
る
。

透
谷
が
詩
人
の
生
き
る
べ
き
実
質
的
な
世
界
を
「
想
世
界
」
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造
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る
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」



-
「
わ
が
理
想
の
小
天
地
」
)
と
し
て
確
認
し
た
の
は
、
大
失
出
獄
直
後
に
発
表
さ
れ
た
「
厭

世
詩
家
と
女
性
」
(
明
お
・

2
)
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
乙
で
も
、
「
厭
世
詩
家
」
の
背
景

に
は
、
パ
イ
ロ
ン
等
と
と
も
に
、
西
行
や
芭
蕉
が
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と

も
あ
れ
、
透
谷
が
、
こ
う
し
た
自
己
確
認
を
経
て
、
想
世
界
を
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
し
た
と

き
、
そ
の
稀
薄
な
伝
統
の
な
か
か
ら
詩
人
と
し
て
の
自
己
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
芭
蕉
が
呼
び

起
こ
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
松
島
で
の
幻
覚
体
験
の
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
文
学
的
・
思
想
的
自
立
へ
の
透
谷
の
性
急
な
思
い
の
一
つ
の
現
わ

れ
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
」
の
後
半
部
に
お
い
て
は
、
す
で
に
述
ぺ
た
よ

う
に
、
透
谷
は
、
幻
覚
に
ま
つ
わ
る
重
苦
し
い
気
分
を
一
掃
し
て
、
「
松
島
に
遊
び
て
勾
を
成

さ
ず
し
て
西
帰
」
し
た
「
蕉
翁
の
無
言
」
の
解
明
に
向
う
。
そ
と
に
、
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ

ン
」
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
理
論
化
が
や
は
り
彼
の
文
学
的
・
思
想
的

自
立
へ
の
希
求
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
は
、
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

詩
性
あ
る
者
が
景
勝
の
地
に
来
り
て
神
動
き
気
躍
る
は
至
当
の
理
な
り
、
然
れ
ど
も
景
勝

の
地
は
僅
に
造
化
が
包
裡
す
る
粋
美
の
一
端
な
る
事
を
知
ば
、
景
勝
其
自
身
に
対
す
る

観
念
は
甚
だ
大
な
ら
ず
し
て
景
勝
を
通
じ
風
光
を
貫
い
て
造
化
の
秘
蔵
に
進
み
、
其
粋
美

を
領
得
す
る
は
尚
一
且
詩
人
の
職
に
あ
ら
ず
や
。
如
何
に
し
て
造
化
の
秘
蔵
に
進
み
、
粋
美
を

縦
に
す
る
事
を
得
む
、
如
何
に
し
て
俗
韻
を
脱
し
高
惑
な
る
逸
興
を
楽
を
得
む
。

こ
れ
は
、
後
半
の
論
理
が
展
開
し
て
い
く
始
ま
り
の
部
分
だ
が
、
そ
乙
で
ま
ず
問
わ
れ
て
い

る
の
は
、
「
造
化
が
包
裡
す
る
粋
美
」
を
い
か
に
し
て
「
領
得
」
す
る
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ

る
。
そ
の
「
粋
美
」
を
「
領
得
」
す
る
理
論
と
し
て
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
論
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
は
、
「
崇
勝
を
、
旅
ず
る
詩
人
に
限
」
ら
ず
、
「
人
間

の
運
命
を
極
め
ん
と
す
る
近
代
の
意
味
に
於
ひ
て
の
文
学
家
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
文
の
神

を
失
ふ
」
か
否
か
に
関
わ
る
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
透
谷
は
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
イ
ン

ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
の
働
き
を
論
じ
て
い
る
の
が
、
多
く
注
目
を
浴
び
て
き
た
次
の
箇
所
な
の

で
あ
る
。絶

大
の
景
色
は
独
り
文
字
を
殺
す
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
「
我
」
を
も
没
了
す
る
者
な
る
事

な
り
。
絶
大
の
景
色
に
対
す
る
時
に
詞
勾
全
く
尽
る
は
即
ち
「
我
」
の
全
部
既
に
没
了
し
去

、
、
、
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

れ
、
悦
惚
と
し
て
わ
が
兆
に
あ
る
か
、
彼
に
あ
る
か
を
知
ら
ず
な
り
行
く
な
り
。

乙
う
し
た
透
谷
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
論
が
1

蘇
峰
の
、

此
の
心
に
し
て
、
又
た
突
如
と
し
て
我
れ
白
か
ら
我
た
る
を
忘
れ
、
我
れ
白
か
ら
我
れ
よ

り
超
越
す
る
に
至
る
事
あ
り
、
之
れ
を
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
云
ふ
、

と
い
う
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
(
明
幻
・

5
)
論
を
、
そ
の
理
論
的
背
景
と
し
て
い
る
乙

c
t
9
V
 

と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
槙
林
混
二
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
蘇
峰
は
、
宇
宙
の
霊
な
る
も
の
と
自

己
と
の
交
流
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
働
き
を
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
的
、
宗

教
的
、
芸
術
的
行
為
を
意
味
あ
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
働
き
を
詩

人
の
芸
術
的
行
為
に
限
っ
て
展
開
し
た
の
が
透
谷
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
論
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

透
谷
は
、
先
に
引
用
し
た
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
の
働
き
を
論
じ
た
箇
所
に
お
い
て
、

エ
マ
ソ
ン
の
形
市
上
学
を
援
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
敷
街
し
て
い
る
。

彼
は
我
を
倫
み
去
る
な
り
、
否
、
我
は
彼
に
随
ひ
行
く
な
り
。
玄
々
不
識
の
中
に
わ
れ
は

。
。
。
。
。
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

「
我
」
を
失
ふ
な
り
。
而
し
て
我
も
凡
て
の
物
も
一
に
帰
し
、
広
大
な
る
一
が
凡
て
を
占

領
す
。
無
差
別
と
な
り
、
虚
無
と
な
り
、
模
糊
と
し
て
綜
跡
す
べ
か
ら
ざ
る
者
と
な
る
な

り
。
治
乎
た
り
、
彦
廓
た
り
。

乙
乙
に
は
、
ェ
マ
ソ
ン
の
援
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
か
ら
ず
も
、
自
然
へ
の
自
己
減
却
と
い

う
伝
統
的
イ
メ
ー
ジ
が
出
現
し
て
お
り
、
透
谷
に
潜
在
化
す
る
伝
統
的
自
然
観
の
根
深
さ
が
思

い
知
ら
さ
れ
る
o

恐
ら
く
透
谷
は
、
そ
の
こ
と
に
気

e

つ
い
て
は
い
な
い
。
そ
乙
に
、
透
谷
の

不
徹
底
が
あ
る
と
い
え
ば
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
透
谷
は
、
そ
う
し
た
伝
統
的
感
性
を
ひ
き

ず
り
な
が
ら
も
、
と
も
か
く
、
文
学
的
・
思
想
的
自
立
へ
の
希
求
に
促
さ
れ
て
み
ず
か
ら
を
賭

け
る
べ
き
一
つ
の
理
念
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
十
分

汲
み
取
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

透
谷
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
論
の
意
図
は
、
改
め
て
い
え
ば
、
右
の
引
用
文
の
後
に

続
く
「
実
交
契
合
の
長
短
は
霊
韻
を
享
く
る
の
多
少
な
り
、
霊
韻
を
享
く
る
の
多
少
は
後
に
産

出
す
べ
き
詩
歌
の
霊
不
霊
な
り
U

と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
個
を
超
え
た

字
宙
の
霊
な
る
も
の
と
の
感
応
で
あ
る
「
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
を
、
詩
歌
の
世
界
を
成
立

さ
せ
る
根
本
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
詩
人
の
世
界
を
意
味
づ
け
ん
と
し
た

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
詩
人
の
想
世
界
に
自
立
の
理
論
的
根
拠
を

与
え
ん
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
透
谷
の
こ
う
し
た
理
論
化
が
、
芭
蕉
と
結
び

つ
く
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
乙
に
、
、
透

谷
主
体
の
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
乙
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

透
谷
の
芭
蕉
へ
の
乙
だ
わ
り
が
、
自
然
に
対
し
て
感
応
す
る
彼
の
資
質
ゃ
、
ま
た
、
彼
の
一

面
で
あ
っ
た
厭
世
的
傾
向
に
根
"
さ
し
て
い
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
大
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矢
へ
の
負
い
目
の
意
識
に
突
き
動
か
さ
れ
な
が
ら
文
学
的
・
思
想
的
自
立
へ
の
思
い
を
深
め
て

い
た
当
時
の
透
谷
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
芭
焦
へ
の
乙
だ
わ
り
を
、
ど
う
自
己
の
生
さ
方
の
な

か
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
、
と
い
う
乙
と
が
彼
の
問
題
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
「
松
島
に
於
て
芭
諸
国
翁
を
読
む
」
は
、
透
谷
の
乙
の
よ
う
な
問
題
に
根
ざ
し
た
作
品
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
透
谷
は
、
そ
れ
以
後
、
芭
蕉
を
改
め
て
自
己
の
文
学
の
問
題
ひ
い
て

は
生
き
方
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
中
心
に
据
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
乙
れ
が
単

な
る
推
測
で
な
い
乙
と
は
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
」
の
ほ
ぼ
三
ヶ
月
後
に
発
表
さ
れ

た
「
真
|
対
|
失
意
」
(
明
お
・

7
)
に
お
い
て
、
芭
古
田
の
在
り
方
を
自
己
の
生
き
方
の
問
題

と
し
て
か
な
り
明
確
な
か
た
ち
で
位
置
づ
け
て
い
る
ζ

と
l
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
続
稿
「
透

谷
に
お
け
る
『
風
狂
』
の
意
識
(
下
)
」
で
詳
論
す
る
。
ー
ー
や
、
ま
た
、
「
真
l
対
|
失
意
」

の
二
ヶ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
「
三
日
幻
境
(
下
こ
の
な
か
に
、
み
ず
か
ら
を
芭
策
に
つ
な
が
る
者

と
し
て
規
定
し
て
い
く
発
想
が
見
ら
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
裏
書
き
さ
れ
る
。

(
一
一
一
)

さ
て
、
私
は
、
先
に
、
松
島
で
の
幻
覚
休
験
に
お
け
る
芭
蕉
出
現
の
意
味
す
る
も
の
が
、
想

世
界
を
生
き
ん
と
す
る
透
谷
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
、
芭
蕉
が
そ
の
稀
薄
な
伝
統
の
な
か
か
ら

呼
び
起
こ
さ
れ
た
と
乙
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
ぺ
た
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
透
谷
は
、

芭
蕉
の
特
に
ど
の
よ
う
な
面
を
、
み
ず
か
ら
の
支
え
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ

け
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
如
何
に
よ
っ
て
、
透
谷
の
想
世
界
の
性
格
が
左
右
さ

れ
て
く
る
か
ら
で
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
、
彼
の
想
世
界
が
芭
廷
の
風
流
思
想
に
よ
っ
て
風
化

さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
生
じ
て
く
る
。

従
っ
て
、
次
に
は
、
そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
前
に
、
改
め
て
確
認
し
て
お

く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
透
谷
の
厭
世
詩
人
に
対
す
る
独
特
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
で
あ

る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
風
流
に
対
す
る
意
識
的
な
抵
抗
が
乙
の
時
期
に
見
ら
れ
る
乙
と
と
も
関

連
し
て
お
り
注
意
を
引
く
。
透
谷
は
、
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
の
な
か
で
、
厭
世
詩
家
に
、
「
既
に
社

界
を
厭
へ
る
も
の
、
破
壊
的
思
想
に
充
ち
た
る
も
の
、
世
俗
の
義
務
及
び
徳
義
に
重
き
を
置
か
ざ

る
も
の
」
と
い
う
内
容
を
与
え
て
い
る
。
乙
れ
は
、
北
川
透
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
い
わ

内
注
目
v

ゆ
る
八
隠
遁
詩
人

V
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
花
鳥
風
月
的
風
流
と
い
っ

た
自
己
充
足
的
世
界
に
遊
ぶ
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
乙
に
は
な
い
。
透
谷
は
、
ま
た
、
「
泊
地
獄
を

読
む
」
(
明
お
・

4
、
5
)
の
な
か
で
、
厭
世
家
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

斉
し
く
情
を
解
し
同
じ
く
凝
に
駆
ら
れ
、
而
し
て
己
れ
の
み
は
身
を
挺
し
て
免
れ
た
る
者

の
、
他
に
対
す
る
憐
閣
と
同
情
は
遂
に
彼
を
し
て
世
を
厭
ひ
、
も
し
く
は
世
を
罵
る
に
至

。
。
。
。
。
。
。
。
。

ら
し
め
ざ
る
を
得
ん
や
。

透
谷
の
自
己
告
白
と
も
思
え
石
一
文
だ
が
、
そ
乙
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
透
谷
の
理
解
す
る
厭

世
家
が
、
「
他
に
対
す
る
憐
閣
と
同
情
」
を
抱
え
込
ん
だ
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
乙

乙
に
は
、
世
俗
を
超
脱
し
て
し
ま
う
厭
世
家
で
は
な
く
、
世
俗
と
対
立
し
な
が
ら
世
俗
に
か
か

ず
ら
う
厭
世
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
う
か
が
え
よ
う
。
厭
世
家
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
透
谷
の

理
解
は
、
逸
文
「
西
行
伝
」
の
構
想
に
触
れ
た
明
治
二
十
三
年
三
月
十
ム
ハ
旧
の
日
記
(
「
透
谷

子
漫
録
摘
集
」
)
に
見
ら
れ
る
「
不
平
を
吊
ふ
」
者
と
し
て
の
西
行
像
や
「
、
「
徳
川
氏
時
代
の

平
民
的
理
想
」
に
示
さ
れ
た
「
幽
玄
な
る
禅
道
の
妙
機
を
間
き
て
主
と
し
て
平
民
を
済
度
」
し

た
と
い
う
芭
蕉
像
と
も
符
合
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
厭
世
詩
人
に
対
す
る
透
谷
の
理
解
の
仕
方
は
、
む
ろ
ん
、
パ
イ
ロ
ン
や
ゲ
ー

テ
な
ど
の
西
欧
浪
漫
詩
人
の
影
響
で
は
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
、
透
谷
が
そ
う
し
た
厭
世
詩
人
に

西
行
や
芭
廷
を
重
ね
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
透

谷
の
芭
蕉
受
容
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
点
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
が
、
「
三
日
幻
境
」
の
終
結

部
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

琵
琶
淀
を
過
ぎ
、
か
ね
て
開
く
狂
人
の
様
を
一
見
し
、
か
つ
は
己
れ
も
平
生
の
風
狂
を

療
治
せ
ば
や
の
願
あ
り
け
れ
ば
、
折
れ
て
其
処
に
下
る
に
、
聞
き
し
に
違
は
ず
男
女
の
狂

人
の
態
見
る
も
な
か

f
¥に
凄
く
あ
は
れ
な
り
。
そ
が
中
に
は
家
を
理
す
る
の
良
妻
も
あ

る
べ
く
、
業
に
励
む
の
良
工
も
あ
る
ぺ
し
恋
の
も
つ
れ
に
乱
れ
髪
の
少
女
も
あ
ら
む
逆
想

に
凝
り
て
世
を
忘
れ
た
る
小
ハ
ム
レ
ッ
ト
も
あ
ら
む
。

わ
れ
を
見
て
い
づ
れ
よ
り
来
ま
せ
し
ぞ
と
悶
ひ
か
け
た
る
少
年
乙
そ
は
狂
ひ
て
未
だ
日

浅
き
田
旦
の
秀
才
と
覚
へ
た
り
、
世
間
真
面
目
の
人
真
面
目
の
言
を
吐
か
ず
、
却
っ
て
こ

の
狂
秀
才
の
言
語
尤
も
真
意
を
吐
露
す
ら
し
。
わ
れ
は
極
め
て
狂
人
に
同
情
を
有
す
る
も

の
な
り
、
か
つ
て
狂
者
そ
れ
が
し
の
枕
頭
に
あ
る
乙
と
三
日
己
れ
も
之
に
感
染
す
る
ば
か

り
に
な
り
て
堪
九
が
た
か
り
し
事
あ
り
し
が
、
今
も
我
は
狂
人
と
共
に
長
く
留
ま
る
事
能

は
ず
。

こ
の
少
し
前
に
、
す
で
に
引
用
し
た
例
の
、
「
わ
が
ル

l
ソ
l
、
ボ
ル
テ
イ
ア
の
輩
」
や

「
局
促
た
る
政
治
界
の
仰
偶
子
」
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
の
立
場
を
「
蛙
飛
ぶ
古
池
を
眺
る
身
」

と
し
て
規
定
す
る
発
想
が
見
ら
れ
る
が
、
右
に
引
用
し
た
箇
所
は
、
「
蛙
飛
ぶ
古
池
を
跳
る
身
」

と
い
っ
た
表
現
が
芭
蕉
の
特
に
「
風
狂
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

「
一
二
日
幻
境
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
て
民
権
運
動
時
代
を
過
ご
し
た
「
幻
境
」
(
「
川

口
村
字
森
下
」
)
に
、
透
谷
が
「
七
年
ぶ
り
に
大
矢
と
同
遊
し
よ
う
と
し
て
、
一
人
だ
け
先
ず
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そ
乙
へ
行
き
、
や
が
て
大
矢
の
居
村
を
も
訪
れ
た
遊
行
の
記
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
当
然
民

権
運
動
時
代
の
回
想
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
回
想
の
な
か
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
乙
ろ
だ

が
、
民
権
運
動
離
脱
の
い
き
さ
つ
に
触
れ
て
、
「
静
か
に
白
雲
を
抄
ふ
て
千
峯
万
峯
を
挙
づ
る

の
談
興
に
耽
る
の
志
望
大
な
り
け
れ
ば
、
」
と
か
、
「
わ
れ
は
髪
を
剃
り
珂
を
曳
き
て
古
人
の

跡
を
踏
み
、
白
か
ら
意
向
を
定
め
て
あ
り
し
か
ば
」
と
か
と
述
ぺ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

の
「
古
人
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
西
行
や
芭
蕉
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
、
そ
の
当
時
の
透
谷
に
、
「
古
人
の
跡
を
踏
」
む
と
い
っ
た
そ
れ
ほ
ど
の
明
確
な
自
覚
が
あ

っ
た
の
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
民
権
運
動
を
離
脱
し
て
か
ら
二
年
後
の
石
坂

ミ
ナ
宛
書
簡
草
稿
(
明
治
二
十
年
八
月
十
八
日
付
)
に
は
、
同
じ
く
十
八
年
の
こ
と
を
回
想
し

た
部
分
が
あ
り
、
そ
乙
で
は
、
「
希
く
は
仏
の
ヒ
ユ

l
プ
其
人
の
如
く
政
治
上
の

運
動
を
織
々
た
る
筆
の
力
を
以
て
支
配
せ
ん
と
望
み
け
り
、
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

【
注
目
》

っ
て
、
先
の
民
権
運
動
離
脱
の
意
味
づ
け
は
、
あ
く
ま
で
も
七
年
後
の
意
味
づ
け
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
乙
に
は
、
芭
諸
問
を
、
想
世
界
を
生
き
る
み
ず
か
ら
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
い
っ

た
二
十
五
年
当
時
の
透
谷
の
心
境
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

乙
と
は
、
透
谷
の
「
幻
境
」
行
が
、
彼
の
自
己
確
認
の
衝
動
に
突
き
動
か
さ
れ
た
い
わ
ば
原
体

験
追
認
の
旅
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

乙
の
よ
う
な
性
格
の
旅
に
お
い
て
、
透
谷
が
わ
ざ
わ
ざ
澱
狂
院
に
訪
れ
て
い
る
と
と
は
、
そ

の
訪
問
が
ま
た
大
矢
の
居
村
を
訪
れ
る
前
日
の
乙
と
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
手
伝
っ
て
、
と

り
わ
け
注
目
さ
れ
る
。
透
谷
は
、
額
狂
院
に
訪
れ
た
理
由
を
、
「
平
生
の
風
狂
を
療
治
せ
ば
や

の
願
あ
り
け
れ
ば
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
乙
の
言
葉
を
素
直
に
受
け
と
れ
ば
、
「
風
狂
」
の
在

り
方
に
対
す
る
倫
理
的
な
負
い
目
の
意
識
が
彼
を
し
て
そ
こ
へ
お
も
む
か
せ
た
と
い
う
乙
と
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
繍
狂
院
を
訪
れ
た
透
谷
は
、
そ
こ
か
ら
自
己
批
判
へ
向

う
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
「
平
生
の
風
狂
を
療
治
せ
ば
や
の
願
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

頻
狂
院
で
の
透
谷
の
感
想
は
、
狂
人
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
共
感
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
「
風
狂
」
者
の
自
己
主
張
に
近
い
。
そ
乙
に
、
透
谷
の
ど
ん
な
思

い
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
乙
で
、
気
が
か
り
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
競
狂
院
で
の
感
想
の
な
か
に
見
ら
れ
る
「
か
つ
て

狂
者
そ
れ
が
し
の
枕
頭
に
あ
る
乙
と
三
日
己
れ
も
之
に
感
染
す
る
ば
か
り
に
な
り
て
堪
へ
が
た

か
り
し
事
あ
り
し
」
と
い
う
過
去
の
体
験
の
述
懐
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
ま
た
何
を
窓
味
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
「
幻
境
」
行
を
思
い
立
っ
た
の
が
、
松
島
滞
在
中
で
あ
っ
た
乙
と
や
1

「
三
日
幻

-
境
」
に
、
松
島
で
の
幻
覚
体
験
を
紡
鶴
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
乙
と
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
述
べ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
「
松
島
に
於
て
芭
蕪
翁
を
読
む
」
と
「
三
日
幻
境
ιと
の
問
必
は
1

密

接
な
関
係
が
あ
り
、
ま
た
、
競
狂
院
訪
問
の
箇
所
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
訪
問
が
透
谷
の
「
風

狂
」
の
窓
識
と
関
わ
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
「
狂
人
」
・
「
狂
者
」
と
い
う
用
語
の
使
い
分
け
が
見

ら
れ
る
。
乙
れ
ら
の
乙
と
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
過
去
の
体
験
が
、
松
島
で
の
幻
覚
体
験
に
ま
つ

わ
る
も
の
で
あ
り
、
「
狂
者
」
が
、
「
破
笠
弊
衣
の
一
老
受
」
つ
ま
り
芭
蕉
そ
の
人
で
あ
っ
た

乙
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
透
谷
は
、
奥
州
伝
道
旅
行
中
に
病
に
臥
し
て
お
り
、

そ
れ
が
松
島
到
着
(
四
月
十
日
)
後
の
四
月
中
旬
と
さ
れ
て
い
る
乙
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、

「
か
つ
て
狂
者
そ
れ
が
し
の
枕
頭
に
あ
る
こ
と
三
日
」
と
は
、
そ
の
関
の
乙
と
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
澱
狂
院
で
の
感
想
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
透
谷
の
思
い

が
、
あ
る
輪
郭
を
も
っ
て
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
八
世
俗
の
人
の
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
狂
人

ぐ
ら
い
に
し
か
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
芭
蕉
(
「
風
狂
」
者
)
の
在
り
方
に
対
す
る
悲
痛
な
共
感
と
、

己
れ
の
と
る
べ
き
道
が
世
俗
と
鋭
く
対
立
す
る
芭
策
(
「
風
狂
」
者
)
の
よ
う
な
生
き
方
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
う
乙
と
へ
の
痛
切
な
思
い

V
、
「
堪
へ
が
た
か
り
し
」
と
い
う
述
懐
に
秘
め
ら
れ

た
透
谷
の
思
い
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
狂
人
に
対
す
る
透
谷

の
異
常
な
ま
で
の
共
感
は
、
彼
の
そ
う
し
た
悲
痛
な
思
い
を
想
定
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
了
解
さ
れ
得
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
府
側
狂
院
で
の
透
谷
の
感
想
は
、
彼
が
、
芭
蕉
の
時
に
「
風
狂
」

を
、
自
己
の
生
き
方
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
事
情
に
根
ざ
し
て
生
じ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
透
谷
が
、
そ
乙
で
、
「
風
狂
」
の
狂
性
を
と
り
わ
け
意
識
化

し
て
い
る
乙
と
は
重
要
で
あ
る
。
唐
木
順
三
氏
は
、
「
風
狂
」
の
狂
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

説
い
て
お
ら
れ
る
。

風
狂
は
風
流
が
自
然
に
近
い
の
に
比
絞
し
て
、
世
俗
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
る
。
世
俗
を
超

脱
し
き
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
世
俗
の
な
か
に
い
て
世
俗
と
対
立
し
、
対
立
し
な
が
ら

超
え
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
世
俗
に
対
し
て
常
に
批
評
的
で
あ
る
。
狂
と
い
う
言
葉
そ
の

も
の
が
、
反
語
的
な
存
在
の
仕
方
を
意
味
し
て
い
る
。
否
定
的
で
あ
る
。
(
略
)

風
狂
は
つ
ね
に
微
風
、
帯
雨
風
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
時
に
は
つ
む
じ
風
と
も
な
り
、
時

に
暴
風
と
も
な
る
。
そ
の
怒
る
と
乙
ろ
、
い
か
な
る
権
威
も
許
さ
な
い
。
世
俗
は
思
う
が

内
註
H
V

ま
ま
に
瑚
弄
さ
れ
る
。
風
狂
は
時
に
狂
風
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
風
狂
」
の
狂
性
は
、
先
に
触
れ
た
「
既
に
社
界
を
厭
へ
る
も
の
、
破
壊
的
思

想
に
充
ち
た
る
も
の
、
世
俗
の
義
務
及
び
徳
義
に
霊
き
を
置
か
ざ
る
も
の
」
と
い
っ
た
厭
世
詩

家
の
イ
メ
ー
ジ
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
透
谷
に
お
け
る
厭
世
詩
家
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

一
つ
に
は
そ
う
し
た
「
風
狂
」
の
狂
性
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
、
恐
ら
く
造
谷
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の
芭
蕉
受
容
も
ま
た
、

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
乙
れ
ら
の
乙
と
は
、
「
三
日
幻
境
」
に
先
立
つ
、
芭
指
摘
を
意
識
し
た
今
一
つ
の
評
文

「
其
l
対
|
矢
意
」
を
検
討
し
て
い
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
な
お
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
っ
て
乙

ょ
う
。

「
風
狂
」
、
と
り
わ
け
そ
の
狂
性
に
震
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と

ハ
注
)

ー
、
野
山
嘉
正
「
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
エ
マ
ソ
ン
の
受
容
l
|
徳
富
蘇
降
と
北
村
透
谷
の

場
合
|
|
」
ハ
学
習
院
高
等
科
『
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
昭
必
・

3
)
参
照
。

2
、
坂
本
浩
「
浪
漫
主
義
の
発
生
と
展
開
」
(
『
国
文
学
』
昭
総
・
叩
)

3
、
勝
本
清
一
郎
「
近
代
の
挫
折
i
北
村
透
谷
を
中
心
に
見
た
日
本
近
代
思
想
の
構
造
|
|
」

(
初
出
『
自
由
』
昭
お
・

2
、
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
北
村
透
谷
』
所
収
〉

4
、
安
住
誠
悦
「
『
文
学
界
』
浪
漫
主
義
と
中
世
|
|
透
谷
・
禿
木
・
藤
村
を
め
ぐ
っ
て
1
1
」

(
『
日
本
文
学
』
昭
m
-
U
)

5
、
勝
本
清
一
郎
編
『
透
谷
全
集
』
第
一
巻
・
解
題
に
よ
る
。

6
、
(
注
4
)
に
同
じ
。

7
、
勝
本
清
一
郎
編
『
透
谷
全
集
』
第
一
巻
・
解
題
に
よ
れ
ば
、
そ
の
執
筆
時
期
は
、
明
治
二

十
四
年
下
半
期
あ
た
り
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

8
、
透
谷
文
の
引
用
は
、
以
下
す
ぺ
て
明
治
文
学
全
集
却
『
北
村
透
谷
集
』
に
よ
る
。
た
だ

し
、
旧
渓
字
等
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
印
刷
の
都
合
上
、
一
部
改
め
た
所
が
あ
る
。

9
、
模
林
混
二
「
北
村
透
谷
と
徳
富
蘇
峰
ー
ー
そ
の
文
明
批
評
の
連
関
性
に
つ
い
て
1
l
」

(
『
日
本
近
代
文
学
』
第
六
集
、
昭
位
・

5
)

印
、
北
川
透
『
北
村
透
谷
試
論
E

内
部
生
命
の
砦
』
(
冬
樹
社
、
昭
日
・

9
)
回
頁
。

口
、
拙
稿
「
透
谷
に
お
け
る
西
行
ー
ー
ー
逸
文
『
西
行
伝
』
を
中
心
に
l
i
」
(
『
国
文
学
孜
』

第
八
十
二
号
、
昭
弘
・

6
〉

ロ
、
勝
本
清
一
郎
編
『
透
谷
全
集
』
第
一
巻
・
解
題

日
、
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
川
透
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
〈
『
北
村
透
谷
試
論
I

境

V
へ
の
旅
』
《
冬
樹
社
、
昭
0
・
5
》
必
頁
。
)

u、
唐
木
順
三
『
詩
と
デ
カ
ダ
ン
ス
』
(
講
談
社
、
昭
H
U

・
ロ
)
邸

t
u頁。

- 6ー

八
幻

補
注
、
続
稿
「
透
谷
に
お
け
る
『
風
狂
』
の
意
識
(
下
)
」
は
、

に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

『
国
文
学
放
』
第
八
十
四
号




