
「

も

の

の

あ

は

れ

を

し

る

」

と

い

う

こ

と

清
　
　
水
　
　
文
　
　
雄

一

、

は

じ

め

に

岡
崎
嚢
恵
氏
の
『
芸
術
論
の
探
究
』
と
い
う
本
が
出
た
の
は
'
昭
和

十
六
年
十
月
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
'
そ
の
中
に
「
日
本
文
芸
の
根
本

精
神
と
し
て
の
『
あ
は
れ
』
」
と
い
う
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
論
文
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
よ
り
ま
す
と
、
講
演
の
原
稿
と
し
て
書

か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
講
演
と
い
う
の

は
、
そ
の
前
の
年
の
六
月
十
日
に
も
当
時
も
岡
崎
氏
が
在
職
さ
れ
た
東

北
帝
国
大
学
で
、
日
独
交
醍
学
徒
講
演
懇
談
会
と
い
う
会
が
開
か
れ
た

際
に
も
さ
き
の
題
目
で
な
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
こ
の
講
演
は
、
そ
の
席
で
す
ぐ
に
小
池
堅
次
氏
に
よ
っ
て
下
イ
ツ

語
に
翻
訳
さ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

岡
崎
氏
は
そ
の
前
に
、
昭
和
九
年
七
月
に
発
行
さ
れ
た
岩
波
講
座

『
日
本
文
学
』
に
'
「
日
本
文
芸
思
潮
-
そ
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
の

あ
は
れ
の
考
察
」
と
い
う
題
で
論
文
を
'
j
j
l
l
l
u
i
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
論

文
は
'
奈
良
時
代
の
古
事
記
・
日
空
肯
紀
か
ら
平
安
時
代
の
歌
謡
に
い

た
る
ま
で
の
文
献
に
現
わ
れ
た
「
あ
は
れ
」
を
対
象
と
し
て
、
実
証
的

・
歴
史
的
に
そ
の
景
式
を
さ
ぐ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
岡
崎
氏
独

特
の
鋭
い
洞
察
が
随
所
に
見
ら
れ
る
精
細
な
研
究
で
あ
り
ま
し
て
、
私

ど
も
は
こ
の
論
文
か
ら
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
後
に
行
な
わ
れ
た
こ
の
講
演
は
、
日
独
交
碇
学
徒
講

演
懇
談
会
と
い
う
名
前
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
出
席
し
た
外

国
人
と
し
て
の
ド
イ
ツ
人
を
意
識
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
前
の
論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
精
細
な
考
証
は

み
ら
れ
な
い
か
わ
り
に
、
題
目
に
か
か
げ
ら
れ
た
「
日
本
文
芸
の
根
本

精
神
」
を
、
外
国
人
に
説
明
し
よ
う
と
い
う
特
殊
の
立
場
が
と
ら
れ

た
た
め
に
も
岡
崎
氏
の
考
え
て
お
ら
れ
る
「
あ
は
れ
」
の
特
質
が
、

世
界
的
視
野
の
中
に
か
え
っ
て
明
快
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

そ
の
冒
頭
で
'
岡
崎
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
奉
ら
れ
呈
㌔

日
本
文
芸
の
根
本
精
神
は
何
か
と
問
わ
れ
る
と
き
「
物
の
あ
は
れ
」

或
は
単
に
「
あ
は
れ
」
と
い
ふ
語
を
挙
げ
る
こ
と
は
確
か
に
三
の

正
し
い
答
で
あ
ら
う
.
こ
れ
は
今
か
ら
凡
そ
百
八
十
年
前
'
本
居
宣
長

- 1 -



に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
肝
で
あ
っ
て
'
そ
の
後
学
者
の
研
究
は
進
ん

だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
答
は
依
然
と
し
て
最
も
正
し
い
も
の
で
あ
る
。

右
の
一
節
の
末
尾
に
.
見
ら
れ
る
「
こ
の
答
は
依
然
と
し
て
長
も
正
し

い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
断
定
は
、
国
情
が
非
常
に
変
わ
っ
て
き
た
二

十
数
年
後
の
今
日
に
お
い
て
も
も
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
と
、
私
は
患
い

ま
す
。こ

の
文
章
の
中
に
、
「
今
か
ら
凡
そ
百
八
十
年
前
」
と
あ
る
の
は
、

昭
和
十
五
年
(
一
九
四
〇
)
の
時
点
に
お
い
て
い
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
か
も
こ
れ
は
、
『
紫
文
要
領
』
の
出
た
の
が
宝
盾
十
三
年
(
7
七
六

≡
)
で
あ
る
こ
と
を
心
に
持
っ
て
い
わ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ
の

『
紫
文
要
領
』
は
、
接
に
修
正
を
加
え
た
上
で
・
『
源
氏
物
語
玉
の
を

く
し
』
の
巻
二
二
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
'
周
知
の
と
お
り

で
あ
り
ま
す
。

「
物
の
あ
は
れ
」
は
し
ば
ら
く
お
き
'
「
あ
ほ
れ
」
の
語
は
す
で

に
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
な
ど
奈
良
時
代
の
文
献
に
姿
を
見
せ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
主
と
し
て
歌
謡
つ
ま
L
 
S
,
純
粋
な
国
民
の
声
の
中
に

感
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
式
尊
が
東
征

の
途
中
'
伊
勢
の
国
広
島
津
の
岬
な
る
7
つ
松
の
も
と
で
休
ま
れ
た
と

き
、
そ
こ
に
忘
れ
て
ゆ
か
れ
た
太
刀
が
、
帰
り
に
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ

て
い
た
の
で
'
太
刀
を
守
っ
て
い
て
く
れ
た
一
つ
の
松
の
手
柄
に
感
動

し
て
も
一
首
の
歌
を
つ
-
ら
れ
た
、
そ
の
歌
の
中
で
二
つ
松
　
あ
は

れ
」
と
よ
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
書
紀
の
方
の
伝
承
で

あ
り
ま
す
が
、
古
事
記
で
は
二
つ
松
　
あ
せ
を
」
と
な
っ
て
お
り
ま

す
Q
古
事
記
と
日
本
書
紀
と
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
少
の
辞
句
の
出

入
り
は
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
歌
の
意
味
は
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
り

旦
夕
。
お
前
が
も
し
人
で
あ
.
 
P
た
ら
、
太
刀
や
衣
を
亨
生
し
、
手
柄
を

た
た
え
て
や
ろ
う
も
の
を
、
と
い
う
ふ
う
に
歌
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
、
「
あ
は
れ
」
の
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
用
例

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
動
詞
に
つ
い
て
、
宣
長
は
『
玉
の
を
く

し
』
で
も
　
「
あ
は
れ
」
と
い
う
の
は
'
も
と
も
と
「
見
る
も
の
き
く
物

ふ
る
る
事
に
も
心
の
感
じ
て
出
る
、
嘆
息
の
声
」
で
あ
っ
て
、
班
闇
で

「
あ
あ
」
と
い
い
、
「
は
れ
」
と
い
う
の
が
重
な
っ
て
'
「
あ
は
れ
」

と
い
う
こ
と
ば
が
で
き
た
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
.
舞
生
的
に
見
ま

す
と
'
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
O
い
ず
れ
に
し
て

も
、
`
わ
れ
わ
れ
の
心
が
、
何
物
か
に
対
し
て
感
じ
動
-
と
き
、
お
の
ず

か
ら
に
発
す
る
嘆
息
の
声
が
「
あ
ほ
れ
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思

いま*>.'

そ
れ
で
は
'
「
あ
は
れ
」
と
い
う
声
に
現
わ
れ
る
盾
勤
の
対
象
と
な

る
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば
、
同
情
す

べ
き
人
と
か
'
愛
す
べ
き
人
と
か
、
立
派
な
行
為
と
か
、
美
し
い
自
然

と
か
、
偉
大
な
力
と
か
、
す
べ
て
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
価
債

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

あ
る
事
物
で
遺
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
対
象
に
接

し
喜
タ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
全
精
神
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
、
生
命
感
が
あ
ふ
れ

て
・
n
6
い
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
自
然
に
ロ
を
つ
い
て
出
る
声
が
「
あ
は

れ
」
で
あ
り
ま
す
。

「
あ
ほ
.
れ
」
の
原
初
的
な
現
わ
れ
方
は
'
お
よ
そ
こ
う
い
う
も
の
で
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あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
・
も
し
そ
う
だ
と
し
ま
す
と
も
　
「
あ
は
れ
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
は
,
本
来
的
に
、
価
債
あ
る
も
の
に
対
す
る
全
身
的
な
思
慕
へ
と
で

も
よ
ん
で
よ
い
も
の
が
内
在
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う
「
あ
は
れ
」
の
性
格
が
、
時
代
的
要
請
か
ら
「
も
の
」
と
の

結
合
を
っ
な
が
し
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
平
安
時
代

に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
も
の
の
あ
ほ
れ
」
の
「
も
の
」
が
'
当
時
ど
う
い
う
意
味
で

使
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
'
あ
と
で
も
う
1
度
問
題
と
す
る
こ

と
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
現
わ
れ
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
あ
ら
ま

し
を
'
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

ど
承
知
の
よ
う
に
、
本
居
宣
長
は
'
平
安
文
学
、
特
に
源
氏
物
語
に

対
す
る
深
い
理
解
に
畢
つ
い
て
、
文
学
の
本
意
は
「
も
の
の
あ
ほ
れ
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
ま
し
た
O
こ
の
こ
と
は
、
国
文
学
研

究
史
の
上
か
ら
い
っ
て
も
'
ま
た
日
本
思
想
史
の
.
上
か
ら
い
っ
て
も
、
画

期
的
な
事
件
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
と
い
っ
て
も
'
主
と
し
て

大
正
末
期
か
ら
で
あ
り
ま
す
が
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
研
究
が
多
く

の
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
'
い
ち
い
ち
名
前
誉
の
け
る
こ
と
も
で
き
な

い
く
ら
い
の
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
ま
す
。

宣
長
の
関
心
は
、
主
と
し
て
「
あ
は
れ
」
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
り

ま
し
て
,
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
「
も
の
」
に
つ
い
て
は
へ
た
だ
「
ひ

ろ
く
い
ふ
と
き
に
,
添
る
こ
ど
ば
」
と
い
っ
た
程
度
に
、
簡
単
に
片
づ

け
て
お
り
ま
す
。
宣
長
の
著
書
に
見
ら
れ
る
用
語
例
か
ら
見
ま
す
と
も

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
「
あ
ほ
れ
」
を
ほ
と
ん
ど
区
別
し
な
い
で
使
っ

て
い
た
よ
う
な
印
象
号
っ
け
三
㌔
　
「
も
の
」
を
あ
ま
り
問
題
と
し
な

か
っ
た
こ
と
が
・
こ
れ
で
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
宣
長

の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
特
質
も
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

V.v-私
が
題
目
と
し
て
か
か
け
て
お
り
ま
す
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」

と
い
う
こ
と
に
も
、
宣
長
は
そ
の
軍
書
で
繰
り
返
し
ふ
れ
て
お
り
ま

す
。
私
の
こ
れ
か
ら
の
考
察
も
、
宣
長
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
考
え

香
,
で
き
る
だ
け
忠
実
に
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
出
第
す
る
し
か
な
い
の

で
あ
り
ま
す
が
'
「
し
る
」
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
宣
長
は
突
っ
込
ん
だ
見
解
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

近
代
に
入
り
ま
し
て
'
そ
れ
も
大
正
末
期
ご
ろ
か
ら
'
「
も
の
の
あ

は
れ
」
を
と
り
あ
げ
て
問
題
と
す
る
学
者
が
相
つ
い
で
現
わ
れ
た
こ
と

は
さ
き
に
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
口
火
を
切
っ
た
形
と
な
っ
た
の
は
'

哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
氏
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
で
あ
り
ま
す
。
和
辻

氏
は
'
大
正
十
五
年
に
出
さ
れ
た
『
日
本
精
神
史
研
究
』
に
、
「
『
も

の
の
あ
は
れ
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
載
せ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
は
、
は
じ
め
雑
誌
『
思
想
』
の
大
正
十
一
年
九
月
号
に
発
表
さ
れ
、

そ
れ
に
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
の

研
究
者
に
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
影
響
を
与
え
た
論
文
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
国
文
学
者
と
し
て
は
'
さ
き
、
に
あ
げ
ま
し
た
岡
崎
嚢
恵

氏
を
は
じ
め
、
久
松
潜
一
氏
こ
尚
木
市
之
助
氏
そ
の
他
の
方
々
が
あ
り
、

ま
た
私
の
友
人
の
池
田
勉
君
も
'
あ
と
か
ら
紹
介
し
王
タ
よ
う
な
論
文

を
書
い
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
兜
学
者
の
村
岡
血
崩
氏
'
美
学
者
の

大
西
克
礼
氏
も
評
論
家
の
小
林
秀
雄
氏
に
も
へ
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
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た
著
書
や
論
文
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
方
々
の
う
ち
も
特
に
和
辻
哲
郎
氏
は
、
宣
長
が
ほ
と
ん
ど

問
題
と
し
な
か
っ
た
「
も
の
」
と
い
う
こ
と
ば
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ

に
哲
学
的
考
察
を
加
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
和
辻
氏
は
、

「
も
の
」
と
い
う
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
7
つ
の
根
源
が
あ
る
と

ヽ

　

ヽ

し
、
そ
の
根
源
は
'
個
々
の
も
の
の
内
に
働
き
つ
つ
、
個
々
の
も
の
を

ヽ

　

ヽ

そ
の
根
源
に
引
-
-
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
た
上
で
、
「
も
の
の
あ

は
れ
」
は
、
「
も
の
」
が
持
つ
と
こ
ろ
の
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
と
し

ヽ

　

ヽ

て
、
「
『
も
の
の
あ
ほ
れ
』
,
U
は
、
畢
詑
こ
の
永
遠
の
根
源
へ
の
思
慕

で
な
く
て
ほ
な
ら
ぬ
」
　
と
規
定
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

「
も
の
の
あ
ほ
れ
」
を
、
「
も
の
」
の
側
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
お

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
和
辻
氏
の
学
説
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
も
の
」
に
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
概
念
を
号
音
孝
是
対

し
て
'
そ
の
後
批
判
が
現
わ
れ
、
さ
き
の
岡
崎
氏
も
そ
れ
を
批
判
し
た

7
人
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
岡
崎
氏
は
、
和
辻
氏
と
は
逆
に
、
「
あ
は

ヽ

　

ヽ

れ
」
の
中
に
根
源
的
な
も
の
へ
融
合
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
志
向
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
t
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
も
'
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
「
あ
は
れ
」
の
側
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
と
さ
れ
る
岡
崎
氏
に
賛
成
す
る

立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
宣
長
が
ほ
と
ん
ど
問
題
と
し

な
か
っ
た
「
も
の
」
と
い
う
こ
と
ば
に
着
服
し
、
独
創
的
な
学
説
を
打

ち
立
て
ら
れ
た
和
辻
氏
の
功
績
は
大
き
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り

J,i5'pAO
な
お
、
源
氏
物
語
に
現
わ
れ
た
「
も
の
」
語
愛
を
中
心
の
対
象
と
し

て
'
景
欲
的
な
研
究
を
す
す
め
て
い
る
人
に
、
本
学
文
学
部
大
学
院
在

学
中
の
束
辻
保
和
君
の
あ
る
こ
と
は
、
ご
存
じ
の
方
も
あ
る
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
す
で
に
数
編
の
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、
私
も
そ
の
論
考

か
ら
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
今
後
の
研
究

の
成
果
に
期
待
を
か
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
を
前
置
き
と
し
て
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
'
こ
れ
か
ら
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

二
へ
　
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
こ
と

か
い
つ
ま
ん
で
申
し
ま
す
と
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う

体
験
の
構
造
を
、
「
し
る
」
の
側
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の

が
、
き
ょ
う
の
私
の
話
の
眼
目
で
あ
り
ま
す
。
小
林
秀
雄
氏
は
、
昭
和

三
十
五
年
に
「
本
居
宣
長
-
『
も
の
の
あ
は
れ
』
の
説
に
つ
い
て
」

と
い
う
文
章
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
新
潮
社
版
の
　
『
日
本
文
化
研

究
』
第
八
巻
に
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
「
宣
長
の
『
あ

ヽ

　

ヽ

は
れ
』
諭
は
感
情
論
で
あ
る
よ
り
も
、
遠
の
認
識
論
で
あ
る
」
と
い

ぅ
意
味
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
ば

は
、
私
の
考
え
を
側
面
か
ら
支
持
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た

だ
し
へ
認
識
論
と
い
っ
て
も
、
「
も
の
の
あ
ほ
れ
を
し
る
」
の
　
「
し

.

t

　

ヽ

る
」
は
、
心
H
.
学
や
哲
学
で
い
う
認
識
と
は
か
な
り
違
っ
た
意
味
を
持

っ
た
こ
と
ば
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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そ
の
た
め
に
は
、
手
順
と
し
て
、
「
し
る
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
義

を
調
べ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
も
　
「
も
の
の
あ
は
れ

を
し
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
し
る
」
の
側
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
す
る

理
由
を
、
簡
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

蓋
は
『
玉
の
を
く
7
4
で
、
「
も
の
の
あ
は
れ
]
.
T
規
定
し
て
t
.

「
何
事
に
ま
れ
、
感
ず
べ
き
事
に
あ
た
り
て
、
感
ず
べ
き
こ
こ
ろ
を
し

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

り
て
、
感
ず
る
」
こ
と
だ
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
言
い
方
か
ら

察
せ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
'
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
主
体
に
か
か
わ
り
な

く
客
槻
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
主
体
に
感
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
'
「
も
の
1
わ
き
ま
へ
心
あ

る
人
」
で
あ
っ
た
ら
、
「
必
ず
感
ず
べ
き
事
に
ふ
れ
」
れ
ば
、
お
の
ず

か
ら
心
が
動
き
感
ず
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
中
に
は
'
「
心
動
か
ず
、

感
ず
る
こ
と
な
き
」
人
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
人
は
、
宣
長
に
よ
れ

ば
、
「
物
の
あ
は
れ
し
ら
ぬ
八
」
も
あ
る
い
は
「
心
な
き
人
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
心
な
き
人
」
の
「
心
」
は
'
「
も
の
の
あ
は
れ

を
し
る
心
」
を
さ
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
「
心
」
の
潔
い
人

が
、
「
心
な
き
人
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
ば
も

「
も
の
の
あ
ほ
れ
」
は
,
そ
れ
を
「
し
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
'
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
す
。

・
r
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
の
考
察
を
'
「
し
る
」
と
い
う
こ
と
ば

の
意
義
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
す
る
理
由
も
、
こ
こ
に
あ

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

大
言
海
は
、
「
し
る
」
の
原
窮
と
し
て
'
「
物
事
ヲ
明
白
ニ
ス
ル

窮
」
と
し
て
お
り
ま
す
O
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
意
味
と
し
て

0
　
番
事
ヲ
了
キ
ラ
ム
ル
。
物
事
ノ
理
ヲ
心
二
承
ク
o
解
シ
テ
了

リ
。
心
得
テ
ア
リ
。
党
ア
リ
。
見
知
ル
。
意
識
h
'
.

⇔
　
交
-
テ
顔
ヲ
見
覚
ユ
。
近
付
ニ
テ
了
リ
。
知
。
合
フ
。

な
ど
を
列
記
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
三
三
を
吟
味
し
て
み
ま
す
と
も
け
っ
き
ょ
く
、
概
括

的
に
い
え
る
こ
と
は
、
大
野
晋
氏
が
『
日
本
語
の
年
輪
』
で
定
義
し
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
「
物
を
シ
ル
と
は
、
物
事
を
は
っ
き
り
み
と
め
て
、
理

解
す
る
こ
と
。
そ
し
て
寧
乙
て
い
る
こ
と
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
を
大
言
海
の
説
に
即
し
て
要
約
し
ま
す
と
、
「
し
る
」
と
は

「
物
事
ラ
明
白
ニ
ス
ル
」
を
原
魂
と
し
て
、
①
認
識
、
⑦
額
解
、
③
記

憶
と
い
う
1
達
の
精
神
作
用
を
総
合
的
に
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
認
識
す
る
に
し
て
も
、
模
解
す

る
に
し
て
も
、
ま
た
記
憶
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
明
白
こ
と

い
う
限
定
語
が
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
、
「
し
る
」
は
二
つ
の
精
神
作
用
を
総
合
的
に
あ
ら
わ
す
こ
と
ば

で
あ
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
「
し
る
」
が
使
わ
れ
る
具
体
的
な
場
面
で

は
も
ど
れ
か
に
重
点
が
お
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ヽ

　

ヽ

ば
、
「
老
烏
道
を
し
る
」
と
い
う
場
合
の
「
し
る
」
は
、
覚
え
て
い

る
、
記
憶
す
る
、
と
い
う
意
味
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
'

は
っ
き
り
軍
見
て
い
る
'
明
白
に
記
憶
す
る
た
め
に
は
'
そ
の
前
提
と

し
て
、
明
白
に
認
識
し
、
明
白
に
預
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
'
こ
の
「
し
る
」
の
場
合
は
、
記
憶
の
意
味
が
中
心
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に
な
っ
て
い
る
と
し
ま
し
て
も
'
そ
の
中
に
、
お
の
ず
か
ら
認
識
・
領

解
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
は

「
馬
」
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
間
に
な
ぞ
ら
え
て
こ
う
い
う
言
い
方
を

し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
'
人
閲
の
場
合
は
こ
れ
か
ら
邦
推
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
「
領
有
す
る
」
　
「
統
合
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
「
し
る
」
を

用
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
物
語
に
「
昔
も
男
、
津
の
国
に
し
る

所
あ
り
け
る
に
」
、
と
あ
る
の
は
、
「
領
有
」
の
意
味
で
あ
り
ま
す
し
,

奈
良
時
代
の
文
献
に
「
し
ら
す
」
「
し
ろ
し
め
す
」
と
い
う
尊
敬
表
現

が
見
え
ま
す
が
'
こ
れ
は
天
皇
の
「
統
治
」
の
意
味
で
あ
り
ま
す
.
こ

れ
ら
は
明
ら
か
に
、
◎
の
領
解
の
意
味
が
強
調
さ
れ
た
場
合
で
あ
り
ま

ヽ

　

ヽ

す
が
'
や
は
り
①
の
認
識
も
、
③
の
記
憶
も
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
意
味
の
「
し
る
」

に
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
が
つ
く
と
、
「
し
ら
る
」
と
な
り
ま
す
。
こ

の
「
し
ら
る
」
が
約
ま
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
「
し
る
」
　
(
掠
る
)

は
、
何
物
か
に
心
を
占
領
さ
れ
る
'
あ
る
い
は
何
物
か
に
魂
を
奪
わ
れ

る
、
の
意
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
し
れ
も
の
」
と
い
え
ば
、

馬
鹿
者
の
意
で
あ
り
ま
す
。
大
野
晋
氏
は
『
日
本
語
の
年
輪
』
で
,
令

の
こ
と
ば
の
「
イ
カ
↓
テ
イ
ル
:
+
ツ
」
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
喜
㌔

っ
い
で
に
申
し
呈
タ
と
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

「
し
る
し
」
(
著
し
)
と
い
う
形
容
詞
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
「
し

る
」
か
ら
出
た
こ
と
ば
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
明
白
」
と
い
う

原
義
を
再
接
に
う
け
つ
い
で
い
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
「
し
る
」
と
い
う
人
間
の
精
神
作
用

は
、
対
象
を
は
っ
き
り
認
識
す
る
と
い
う
知
的
作
用
ば
か
り
で
な
く
、

ヽ

　

ヽ

認
識
し
た
対
象
の
意
味
を
し
っ
か
り
筒
解
し
も
た
し
か
に
記
憶
す
る
と

い
う
情
的
作
用
も
こ
れ
に
伴
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ

ま
り
、
・
知
情
意
の
冶
合
さ
れ
た
精
神
作
用
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
い
う

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
林
氏
が
二
校
の
認
識
論
」
と
い
わ
れ
た
の

も
、
こ
の
よ
う
な
含
み
を
持
た
せ
た
言
い
方
と
み
て
よ
い
と
思
い
ま

す
。し

た
が
っ
て
、
「
し
る
」
に
は
体
験
と
か
、
経
験
と
か
の
意
味
が
強

く
は
い
っ
て
-
る
こ
と
に
怒
り
ま
す
。
「
世
を
し
る
」
　
「
世
の
中
を
し

る
」
と
い
い
ま
す
と
、
世
間
に
つ
い
て
の
知
識
を
あ
れ
こ
れ
持
っ
て
い

る
と
い
う
の
で
は
な
-
、
人
生
の
辛
酸
を
つ
ぶ
さ
に
味
わ
い
知
る
こ
と

を
い
い
ま
す
し
、
狭
い
意
味
で
は
、
男
女
の
愛
情
生
活
の
経
験
を
も
つ

こ
と
を
い
い
ま
す
。

大
伴
旅
人
の
「
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま

す
悲
し
か
り
け
り
」
　
(
万
難
典
巻
五
・
七
九
三
)
と
い
う
歌
は
,
重
な

る
不
幸
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
'
「
世
の
中
は
空
し
き
も
の
」
と
い

ぅ
の
は
、
「
世
間
府
椴
」
に
対
す
る
歌
こ
と
ば
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
世

間
虚
慣
」
の
観
念
に
照
ら
し
て
'
自
分
の
体
験
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
領
解
し
た
と
き
、
悲
し
み
が
い
よ
い
よ
深
-
身
に
し
み
る
と
い

ぅ
意
味
で
あ
り
ま
す
。
「
世
間
虚
椴
」
の
文
字
は
、
「
天
寿
国
史
茶
羅

絹
帳
銘
」
に
見
え
、
聖
徳
太
子
が
常
に
口
に
さ
れ
た
こ
と
ば
と
い
わ
れ
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ま
す
e
こ
の
歌
は
,
太
子
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
お
よ
そ
百
年
後
の
.

神
色
五
年
(
七
二
八
)
六
月
二
十
三
日
の
詠
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

「
健
聞
虚
根
」
の
こ
と
ば
が
、
当
時
の
知
識
人
の
口
に
す
で
に
の
ぼ
っ

て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
O

「
し
る
」
を
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
宣
長
の
「
し
り
て
、
感

ず
る
」
と
い
う
紋
妙
な
言
い
方
が
新
し
い
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
ま
い
り

ま
す
。
「
感
ず
」
は
自
然
の
人
情
の
動
き
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は

「
し
る
」
と
い
う
知
情
意
の
総
合
的
な
精
神
作
用
を
と
お
し
て
'
お
の

ず
か
ら
に
導
か
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
「
感

ず
」
は
・
自
然
の
人
情
の
発
動
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
知
的
秩
序
の

与
え
ら
れ
た
高
度
の
精
神
作
用
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
精
神
作
用
至
語
で
あ
ら
わ
す
と
し
ま
す
と
、
や
は
り
「
し
る
」

と
し
か
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
も
の
の
あ
は
れ
を

感
ず
」
と
い
わ
な
い
で
・
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
言
い
方

を
す
る
の
は
、
そ
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を

し
る
」
こ
と
が
、
貴
族
の
教
養
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
や
が
て
人
間
評

価
切
基
準
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
手
。そ

れ
で
は
,
「
し
る
」
と
は
何
を
「
し
る
し
の
で
あ
る
か
も
そ
の
対

象
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

さ
き
に
引
用
し
た
『
玉
の
を
く
し
』
の
一
節
を
も
う
一
度
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

*
'
-
'
'
.
1
'
'
,
-
,
.
、
・
・
.
∴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
.
'

し
り
て
、
感
ず
る
を
ゝ
も
の
1
あ
ほ
れ
を
し
る
と
は
い
ふ
J

こ
れ
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
に
つ
い
て
、
宣
長
自
身
の
こ

と
ば
で
定
型
亡
れ
た
、
お
そ
ら
く
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
o
こ
こ
の
「
壁
芸
き
こ
1
ろ
」
の
「
こ
.
^
ろ
」
は
'
「
事
の
こ

1
ろ
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
文
章
の
文
脈
の
上
か
ら
も

そ
う
と
る
こ
と
が
で
豊
子
が
'
す
で
に
『
紫
支
要
模
』
の
~
中
で
、
他

人
が
重
い
憂
い
に
逢
い
、
悲
嘆
に
沈
ん
で
い
る
の
を
見
開
き
し
て
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
さ
こ
そ
か
な
し
か
ら
め
と
を
L
は
か
る
は
、
か
な
し
か
る
べ
き
事
を
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
ゆ
へ
也
、
是
事
の
心
を
し
る
也
」
と
い
っ
て
い
る
の
を
参
照
し
ま
す

と
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。
こ
の
「
事
の
心
」
は
「
事
の

趣
」
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
対
象
と
な
る
「
事
」
を
場
面

に
即
し
て
客
観
的
に
と
ら
え
た
と
き
、
「
事
の
心
」
と
い
う
言
い
方
を

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

い
ま
引
用
し
た
『
紫
文
要
餌
』
の
つ
づ
き
の
「
そ
の
か
な
し
か
る
べ

*

　

*

き
い
は
れ
を
し
る
と
き
は
、
感
ぜ
じ
と
思
ひ
け
ち
て
も
、
自
然
と
し
の

び
が
た
き
心
有
て
、
い
や
共
感
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
る
、
是
人
情

也
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
「
そ
の
か
な
し
か
る
べ
き

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
は
れ
」
と
い
っ
て
い
る
、
こ
の
「
い
は
れ
」
も
'
「
心
」
す
な
わ
ち

「
事
の
心
」
と
同
じ
意
味
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て
「
事
の
趣
」
と
い
う

意
味
に
と
っ
て
よ
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

「
し
る
」
の
対
象
と
し
て
の
「
事
の
心
」
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う

に
考
え
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
が
'
そ
れ
に
関
連
し
て
'
こ
こ
で
明
ら

か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
ば
が
三
あ
り
ま
す
。
さ
き
の
引
用
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の
中
に
も
　
「
か
な
し
か
る
べ
き
い
は
れ
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
O

こ
こ
の
「
べ
き
」
と
同
じ
用
例
は
、
こ
れ
旦
a
の
引
用
に
も
た
び
た
び

出
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
「
べ
き
」
(
べ
し
)
は
、
「
必
然
」
と
か
「
当

然
」
と
か
を
警
報
と
す
る
助
動
詞
で
あ
り
ま
す
o
　
「
感
ぜ
じ
と
思
ひ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

け
ち
て
も
も
自
然
と
し
の
び
が
た
き
心
看
て
、
い
や
共
感
ぜ
ね
ば
な
ら

ヽぬ
や
う
に
な
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
か
な
し
か
る
べ
き
」
は
、

人
情
の
お
の
ず
か
ら
の
発
動
を
さ
し
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
は
「
自
然
」
が
同
時
に
「
必
然
」
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
わ
け
で

ぁ
り
ま
す
O
こ
れ
は
も
　
「
あ
は
れ
」
の
本
質
か
ら
い
っ
て
当
然
の
こ
と

と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宣
長
が
使
っ
て
い
る
「
べ
き
」
の
意
味
は

這
こ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
,
源
氏
物
語
の
生
ま
れ

た
時
代
の
黄
枚
が
　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
　
「
あ
は

れ
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
か
を
も
う
一
歩
立
ち
入
っ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
考
え
て
み
ま
す
と
、
黄
旗
の
生
活
理
想
と
で
も
い
っ
て
よ
い
も
の

が
'
こ
の
こ
と
ば
に
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
み

ヽ

　

ヽ

や
び
」
と
よ
ん
で
も
よ
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
宣
長
が
「
感
ず
べ
き
事
の

ヽ

　

ヽ

心
」
と
い
う
と
き
は
'
人
情
の
「
必
然
」
と
と
も
に
-
そ
の
理
想
に
照

ら
し
て
な
さ
れ
た
判
断
と
し
て
の
「
当
然
」
の
意
味
も
そ
の
中
に
含
ま

れ
て
く
る
_
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
o

そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
は
、
さ
き
に

も
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
ま
し
た
が
、
池
田
勉
君
が
昭
和
八
年
に
発
表
し
た

「
『
も
の
の
あ
は
れ
』
の
深
化
過
程
に
於
け
る
妄
機
」
、
そ
の
翌

年
に
発
表
し
た
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
文
芸
意
識
の
構
造
」
,
こ

の
二
つ
の
論
文
で
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
私
ど
も
が
捜
し
て
お
り
ま

し
た
『
国
文
学
試
論
』
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。
池
田
君
は
こ
れ
ら
の
論

文
で
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
構
造
の
契
機
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
つ
を

指
摘
し
て
お
り
ま
す
。
第
7
に
「
愛
情
」
、
第
二
に
「
俊
美
」
、
第
三

に
「
悲
哀
」
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
を
詳
し
く
紹
介
す
る
余

裕
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
か
い
つ
ま
ん
で
い
い
ま
す
と
、
第
7
契
機
の

「
愛
情
」
は
、
「
あ
ほ
れ
」
の
基
調
を
な
す
も
の
で
、
な
ん
ら
か
の
意

ヽ
ヽ

味
に
お
い
て
、
価
値
あ
る
対
象
へ
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
過
程
に
現
わ
れ
る

感
情
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
対
象
が
人
間
に
限
定
さ
れ
て
き
ま
す
と
,
た

と
え
ば
、
不
幸
に
沈
む
人
に
対
す
る
同
情
や
'
恋
人
に
対
す
る
思
慕
の

形
態
を
と
っ
て
き
ま
す
.
特
に
恋
人
に
対
す
る
思
慕
、
つ
ま
り
恋
情

は
、
愛
惜
の
本
質
か
ら
、
思
慕
の
姿
勢
を
純
一
か
つ
無
限
な
も
の
と
し

ま
す
。
藤
原
俊
成
が
'

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

恋
せ
ず
は
人
は
心
も
な
か
ら
ま
し
も
の
の
あ
は
れ
は
是
よ
り
ぞ

し
る

と
歌
っ
た
よ
う
に
、
恋
が
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
克
良
の
機
縁
で

あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
源
氏
物
語
に
多
-
の
あ
わ
れ
な
恋
が
描
か
れ
て

い
る
の
も
'
「
あ
は
れ
」
の
構
造
が
「
愛
情
」
を
基
本
的
要
素
と
し
て

い
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。

第
二
契
機
の
「
優
美
」
は
、
自
然
の
状
態
や
人
間
の
熊
度
に
現
わ
れ

る
美
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
貴
族
の
唯
美
,
H
l
義
の
生
ん
だ
美
の
一
様
式

で
あ
り
ま
す
が
'
人
間
や
自
然
に
対
す
る
「
愛
情
」
が
、
こ
の
「
優

美
」
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
ま
す
と
、
そ
れ
ら
の
対
象
は
「
情
趣
あ
る
も

の
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。



聖
一
契
機
の
「
悲
哀
」
は
'
簡
単
に
い
い
ま
す
と
も
喪
失
の
予
想
・

体
験
も
し
く
は
回
想
に
伴
う
感
情
で
あ
り
ま
す
o
こ
の
「
悲
哀
」
も
、

当
時
の
貴
膝
の
精
神
生
活
に
よ
う
や
-
授
透
し
て
き
た
仏
教
的
世
界
観

に
影
響
さ
れ
て
、
そ
の
内
実
が
い
っ
そ
う
深
化
さ
せ
ら
れ
て
き
て
い
ま

す
。
「
愛
情
」
が
価
値
あ
る
対
象
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
過
程
に
生
ま
れ

る
感
情
で
あ
る
と
い
う
点
で
～
対
人
関
係
に
お
い
て
は
そ
れ
が
思
慕
の

形
態
を
と
っ
て
く
る
こ
と
は
さ
き
に
申
し
ま
し
た
が
、
「
愛
情
」
の
主

体
が
価
値
あ
る
対
象
の
裏
共
を
予
想
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
体
験

し
た
り
す
る
こ
と
は
,
「
愛
情
」
の
思
素
性
を
刺
激
し
、
か
え
っ
て

「
愛
情
」
そ
の
も
の
を
原
初
的
な
純
粋
さ
に
立
ち
か
え
ら
せ
ま
す
。

以
上
が
・
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
構
造
に
つ
い
て
の
池
田
君
の
考
え

の
要
点
で
あ
り
ま
す
が
'
概
括
的
に
申
し
ま
す
と
も
　
「
愛
情
」
は
「
も

の
の
あ
ほ
れ
」
の
基
調
を
な
す
も
の
で
'
い
わ
ば
時
代
を
超
え
た
も
の

と
い
え
ま
す
が
,
「
優
美
」
と
「
悲
哀
」
は
ー
そ
の
時
代
の
歴
史
的
社

会
的
制
約
を
多
分
に
受
け
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

池
田
膏
の
こ
の
考
え
を
参
考
に
し
ま
す
と
'
さ
き
に
ふ
れ
ま
し
た
よ

う
に
,
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
は
'
当
時
の
貴
族
、
と
り
わ
け
、
さ
ま
ざ

ま
の
矛
盾
か
ら
た
え
ず
愛
情
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
女
性
た
ち
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

祈
り
を
・
こ
め
た
生
活
理
想
が
託
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま

ヽ

　

ヽ

す
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
感
ず
べ
き
事
の
心
」
と
い
っ
た
「
べ
き
」

に
,
す
で
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

以
上
は
、
「
し
る
」
の
対
象
と
し
て
の
「
事
の
心
」
に
つ
い
て
考
え

た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
'
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う

場
合
の
「
し
る
」
は
'
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
そ
の
升
警
J
し
て
お
り

ま
す
。
「
事
の
心
を
し
る
」
の
「
し
る
」
と
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し

る
」
の
「
し
る
」
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
t
と
い
う
問
題

が
つ
ぎ
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

;

・

・

/

*

.

<

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

其
よ
ろ
づ
の
事
の
心
空
の
ぢ
は
へ
て
'
そ
の
よ
ろ
づ
の
事
の
心
を

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

1

　

　

　

　

1

　

1

、

、

、

1

　

　

　

、

1

、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

わ
が
心
に
わ
き
ま
へ
知
る
、
是
事
の
心
を
し
る
也
、
物
の
心
を
し
る

_

　

_

_

　

'

'

_

也
も
物
の
表
を
し
る
な
り
。

と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
事
の
心
」
「
物
の
心
」
を
「
し
る
」

こ
と
が
1
そ
の
ま
ま
「
物
の
哀
」
を
「
し
る
」
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
事

情
を
暗
示
す
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
り
ま
す
。
「
よ
ろ
づ
の
事
の
心
」

と
い
っ
た
す
ぐ
あ
と
に
、
「
事
の
心
」
「
物
の
心
」
と
分
け
て
い
っ
た

の
は
、
同
じ
文
章
の
少
し
あ
と
の
方
に
、
「
い
み
じ
く
め
で
た
き
桜
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

盛
に
さ
き
た
る
を
見
て
、
め
で
た
き
花
と
見
る
ほ
'
物
の
心
を
し
る

也
」
と
い
い
,
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
も
他
人
が
重
い
憂
い
に
逢
っ
て
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
の
を
見
開
き
し
て
同
情
す
る
の
は
、
「
是
轟
の
心

を
し
る
也
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
も
　
「
物
」
と

「
事
」
と
の
使
い
分
け
は
、
い
わ
ば
「
体
」
と
「
用
」
と
の
区
別
に
基

づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
'
こ
れ
を
ひ
っ
く
る
め

て
い
う
と
き
は
'
「
事
の
心
」
と
お
お
ま
か
.
に
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で

あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
は
い
っ
て
も
'
「
事
の

あ
は
れ
を
し
る
」
と
は
決
し
て
い
わ
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
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か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
　
「
桜
」
を
「
物
」
、
「
悲

嘆
」
を
「
事
」
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
'
形
式
的
な
分
頬
の
し
か

た
で
は
律
し
き
れ
な
い
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
・
と
い
う

こ
と
を
括
測
さ
せ
ま
す
。

こ
こ
に
、
「
も
の
の
あ
ほ
れ
」
の
「
も
の
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ

と
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
段
階
に
立
ち
い
た
り
呈
㌔
宣
長
の
よ
う
に

「
ひ
ろ
く
い
ふ
と
き
に
、
添
る
こ
と
ば
」
と
と
る
か
、
和
辻
氏
の
よ
う

に
'
い
っ
さ
い
の
存
在
の
根
源
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
と
る
か
、
説
の

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
'
「
あ
は
れ
」
の
感
情
の
発
動
が
何

か
の
対
象
に
よ
っ
て
う
な
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
対
象
を

一
般
的
に
い
い
あ
ら
わ
す
場
合
、
「
も
の
」
を
つ
け
て
「
も
の
の
あ
ほ

れ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
宣
長
の
説
も

ぅ
な
ず
け
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
し
っ
く
さ
れ
ぬ

も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
'
こ
の
「
も
の
」
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
本
質

的
な
も
の
、
根
源
的
な
も
の
を
の
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な

く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
で
は
'
和
辻
氏
の
説
は
重
要
な
方
向

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
考
え
の
進
め
方
と
し
ま
し
て
は
、

和
辻
氏
の
よ
う
に
、
い
っ
さ
い
の
存
在
の
根
源
と
し
て
の
「
も
の
」
を

ま
ず
想
定
し
、
こ
の
「
も
の
」
の
側
か
ら
「
あ
は
れ
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
立
場
よ
り
も
、
岡
崎
氏
の
よ
う
に
、
「
あ
は
れ
」
自
体
が
い
っ

さ
い
の
存
在
の
根
源
と
な
る
「
見
え
ざ
る
力
」
へ
の
志
向
性
を
内
包
し

て
い
る
t
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
そ
の
　
「
見
え
ざ
る
力
」
を
　
「
も

の
」
と
い
う
こ
と
ば
で
と
ら
え
た
と
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
「
も
の
」
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
辻

氏
が
「
『
も
の
の
あ
は
れ
』
と
は
、
畢
誓
J
の
、
懇
3
3
の
根
源
へ
の
思
慕

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
る
意
味
も
、
か
え
っ
て
い
っ
そ
う

生
き
て
-
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
が
t
.
「
も
の
の
あ
ほ
れ
を
し
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

ら
れ
る
基
本
的
な
問
題
で
あ
り
ま
す
が
'
さ
ら
に
発
展
的
に
考
え
ら
れ

る
問
題
を
、
二
つ
ば
か
り
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
三
は
、
「
し
る
」
の
中
に
す
で
に
「
共
感
」
と
い
う
こ
と
が

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宣
長
は
,
「
し
る
」
　
と

「
礁
ず
」
と
を
異
な
っ
た
精
神
作
用
と
し
て
、
一
応
の
使
い
分
け
を
し

な
が
ら
も
、
「
是
事
の
心
を
し
る
也
、
物
の
心
を
し
る
也
、
物
の
表
を

し
る
な
り
」
と
事
も
な
げ
に
書
い
て
い
る
の
は
、
.
「
感
ず
べ
き
事
の
心

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
し
り
て
、
感
ず
る
」
と
い
う
表
現
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
し
る
」
と
い
う
高
度
の
精
神
作
用
の
中
に
、
「
感
ず
」
は
お
の
ず
か

ら
に
導
か
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
私
が
申
し
た
い
の
は
、
宣
長
が
、
『
紫
文
要
領
』
で
、
買
い

憂
い
に
沈
ん
で
い
る
人
に
逢
っ
た
と
き
の
こ
と
を
述
べ
た
所
は
さ
き
に

引
用
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
、
「
か
な
し
か
る
べ
き
い
は
れ
を
し
る

と
き
は
、
云
々
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
自
然

の
「
人
情
」
の
発
動
と
し
て
の
「
壁
乙
は
、
「
t
る
」
を
潜
る
こ
と

に
よ
っ
て
知
的
秩
序
が
与
え
ら
れ
ま
す
o
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
「
人
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情
」
に
も
と
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
働
き
が
純
化
さ
れ
、

他
人
の
不
幸
へ
の
思
い
や
り
の
眼
が
ひ
ら
か
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
も

「
あ
は
れ
」
の
構
造
の
基
本
的
契
機
で
あ
る
「
愛
情
」
の
本
質
か
ら
い

っ
て
も
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
O
同
じ
く
『
紫
文
要
筒
』
で
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
人
の
哀
な
る
事
を
み
て
は
京
と
忠
ひ
も
人
の
よ
ろ
こ
び
を
き
ゝ
て
は

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、

共
に
よ
ろ
こ
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
な
「
共
感
」
の
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
に

し
て
,
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
体
険
を
と
お
し
て
撃
見
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宣
長
は
『
玉
の
を
く
し
』
で
'
桐
壷
の
帝
が
更

衣
を
喪
っ
た
悲
し
み
に
沈
ん
で
お
ら
れ
る
の
に
、
弘
樹
殴
女
御
は
月
を

質
し
な
が
ら
苦
楽
に
興
じ
た
こ
と
を
問
題
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
侶

逆
の
場
合
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
共
感
」
は
、
生
活
共
同
体
の
言
ル
と
し
て
の
遠
望
晶
と

も
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
人
情
の
あ
る
べ
き
三

の
形
態
で
も
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
、
特
に
源
氏
物
語
の
生
ま
れ
た
時

代
の
、
盲
華
や
か
な
外
貌
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
人
1
人
が
深
淵
に
臨

む
よ
う
な
孤
独
感
を
抱
い
て
生
き
て
い
た
貴
族
社
会
に
、
新
し
い
運
群

の
竺
フ
ル
が
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
し
こ
と
の
中
に
求
め
ら
れ
た

と
い
う
精
神
史
的
事
実
を
、
私
は
重
視
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
三
の
問
題
は
、
歌
や
文
を
媒
介
と
し
て
、
「
共
感
」
を
相
手

に
期
待
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
宣
長
は
、

r
.
∴
:
・
・
　
言

I

.

.

ニ

:

・

∵

・

・

。

:

∵

　

　

　

　

二

　

　

　

　

　

二

-

;

蝣

蝣

'

サ

i

末
摘
花
が
、
荒
慶
し
た
邸
内
で
、
貧
窮
の
う
ち
に
孤
独
.
憂
愁
の
日
を

過
ご
し
て
い
る
姿
を
写
し
て
お
り
ま
す
。
宣
長
は
、
末
摘
花
が
そ
う
い

う
と
き
,
憂
愁
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
か
ら
脱
出
す
る
す

べ
を
知
ら
な
い
有
り
様
を
も
ど
か
し
く
思
い
、
そ
れ
と
対
照
的
な
女

の
場
合
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
若
い
女
が
、
こ
の
よ
う
に
「
よ
る
ペ
な

く
、
心
ぽ
そ
く
つ
れ
づ
れ
な
る
住
居
」
を
し
て
い
る
と
、
い
つ
し
か

「
心
の
う
ち
に
恩
ひ
む
す
ぼ
は
る
1
事
の
み
」
が
慕
っ
て
-
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
「
物
の
哀
を
し
る
人
」
は
、
目
に
ふ
れ
耳

に
ふ
れ
る
は
か
な
い
木
・
革
に
つ
け
て
も
、
心
が
そ
れ
に
感
ず
る
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
感
じ
た
心
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
い

よ
い
よ
深
く
む
す
ぽ
ほ
れ
て
、
は
て
は
、
心
に
あ
ま
る
も
の
と
な
り
ま

す
。
そ
う
い
う
場
合
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
宣
長
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
教
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
を
或
は
共
感
ず
る
所
の
花
紅
葉
に
つ
け
て
、
感
じ
た
る
心
の

や
う
を
苛
に
よ
み
文
に
も
か
き
て
、
同
じ
心
の
友
だ
ち
な
ど
の
も
と

へ
つ
か
は
せ
ば
、
そ
の
む
す
ぼ
は
る
1
心
も
は
れ
て
、
つ
れ
づ
れ
も

な
ぐ
さ
む
也
、

そ
の
意
味
は
、
日
や
耳
に
ふ
れ
る
は
か
な
い
木
・
葦
と
し
て
の
花
や
紅

葉
に
も
、
孤
独
の
憂
愁
に
沈
む
心
は
感
じ
や
す
い
、
そ
の
感
じ
た
心
を

花
・
紅
葉
に
つ
け
て
歌
や
文
に
書
い
て
、
「
共
感
」
の
予
想
さ
れ
る
同

じ
心
の
友
の
も
と
へ
贈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欝
属
し
た
心
が
「
は
れ
」

る
の
で
あ
る
が
、
相
手
か
ら
深
い
「
共
感
」
軍
票
夕
返
事
が
く
れ
ば
、

い
よ
い
よ
心
は
な
ぐ
さ
む
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
物
の
真
を
し
る
人
の
有
や
う
」
と
し
て
も
ー
宣
長
は
以
上
の
よ
う
な
こ
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と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
。

蓬
生
の
巻
の
叙
述
に
よ
り
ま
す
と
、
末
摘
花
は
'
歌
・
文
を
物
す
る

こ
と
は
お
ろ
か
、
古
歌
・
物
語
を
読
む
こ
と
に
も
「
心
お
そ
く
物
し
拾

ふ
」
女
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
「
心
お
そ
く
物
し
給
ふ
」
は
、

心
が
鈍
-
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
宣
長
は
こ
こ
で
、
「
物
の
哀
を
し
る
人
の
有
や
う
」
を
、

歌
や
文
の
贈
答
に
よ
っ
て
心
を
通
わ
し
あ
っ
て
い
た
貴
族
社
会
の
生
活

風
習
の
上
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
必
然

的
に
も
当
時
の
貴
族
、
特
に
女
性
の
教
養
の
必
修
科
目
と
し
て
「
歌
学

び
」
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
か
も
ひ
い
て
は

和
歌
が
女
性
の
人
生
と
ど
う
い
う
か
か
わ
り
を
持
っ
た
か
、
と
い
う
こ

と
が
大
変
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
き
ょ
う

ほ
、
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

三
、
む
　
す
　
び

私
が
、
き
ょ
う
お
話
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
、
だ
い
た
い
こ

の
程
度
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
「
む
す
び
」
と
し
て
喜
付
け
加
え

る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

本
居
宣
長
も
言
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「
あ
は
れ
」
の
原
初
的
形

態
は
、
人
間
の
お
の
ず
か
ら
な
嘆
き
の
声
で
あ
り
主
タ
が
、
わ
が
国
で

は
、
こ
れ
が
高
度
の
文
化
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
発
達
し
て
き
ま

し
た
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
文
化
と
し
て
の

「
み
や
び
」
を
意
味
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
、
和
辻
哲
郎
氏
が
、
「
『
も

の
の
あ
ほ
れ
』
は
女
の
心
に
咲
い
た
花
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
ま
さ
し
-
平
安
時
代
の
女
性
の
生
活
の
場
で
生
ま
れ
育
っ
た
生
活

理
想
で
あ
り
、
美
的
理
念
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
考
え
ら

れ
ま
す
こ
と
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
生
み
出
し
た
精
神
が
、
そ
の

ま
ま
平
安
女
流
文
学
を
生
み
出
し
た
精
神
と
別
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
文
学
史
の
基
底
に
あ
る
、
重
要
な
事
実
と

い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
ま
た
、
女
性
の
生
活
の
場
に
生
ま
れ
育
っ
た
「
も
の
の
あ
は

れ
」
は
、
必
然
的
に
そ
の
様
相
が
優
柔
体
で
あ
り
ま
す
。
優
柔
体
で
あ

り
な
が
ら
、
ど
こ
か
に
一
筋
の
き
び
し
い
も
の
が
と
お
っ
て
い
る
こ
と

を
見
の
が
し
て
ほ
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ

を
し
る
」
と
い
う
こ
と
が
人
間
評
価
の
基
準
と
さ
れ
た
と
い
う
点
か
ら

い
え
ま
す
。
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
ら
ぬ
人
」
は
、
貴
族
社
会
で
は
人

間
と
し
て
だ
め
な
人
で
あ
る
と
賂
印
を
押
さ
れ
た
も
同
然
で
あ
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
精
神
風
土
を

母
胎
と
し
て
、
や
が
て
仏
教
の
示
す
大
い
な
る
光
に
導
か
れ
て
、
人
生

・
の
無
常
を
槻
ず
る
新
し
い
世
界
観
と
し
て
の
「
無
常
観
」
が
形
成
さ
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
日
本
精
神
史
の
重
要
な
事
実
で
あ
り

ま
す
。最

後
に
、
わ
た
-
し
ご
と
に
わ
た
っ
て
恐
縮
で
あ
り
ま
す
が
、
お
許

し
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
さ
き
に
も
友
人
池
田
勉
君
の
考
え
を
紹
介
し

て
、
話
を
進
め
る
上
の
三
の
支
え
と
し
て
き
ま
し
た
。
池
田
君
は
昔
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一
緒
に
仕
事
を
し
た
仲
間
の
】
人
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
き
ほ
ど
「
み
や

び
」
と
い
う
こ
と
ば
を
ロ
に
し
た
と
き
、
は
か
ら
ず
も
同
じ
仲
間
の
1

人
で
あ
り
ま
し
た
蓮
田
苧
明
君
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
ま
し
た
。
蓮

田
君
は
終
戦
ま
も
な
く
・
マ
7
半
島
の
ジ
ョ
ホ
ー
ル
バ
ル
で
ビ
ス
・
L

ル
自
殺
を
と
げ
ま
し
た
が
,
二
好
日
の
召
柴
を
受
け
て
、
昭
和
十
八
年
秋

南
方
へ
向
か
っ
て
田
野
し
た
ま
ま
、
つ
い
に
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
0
1
一
酵
目
の
応
召
が
ま
ぢ
か
に
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
あ

.
る
日
、
ふ
と
枝
の
ロ
か
ら
、
「
み
や
び
が
敵
を
討
つ
」
と
い
う
こ
と
ば

を
聞
い
て
、
は
っ
と
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
O
そ
れ
は
、
盲
矛

眉
を
含
む
表
現
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
こ
と
ば
の
奥
に
、
蒜
の
き
び

し
い
も
の
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
直
観
し
た
た
め
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
と
き
・
の
蓮
田
君
の
心
事
を
、
今
切
笑
に
思
い
か
え
す
の
で
あ

り
V
'
す
.

.
 
・
以
上
で
お
わ
り
ま
す
o

(
昭
和
四
十
二
年
二
月
二
十
吾
広
島
大
学
教
育
学
部
で
行
な
わ
れ
た
、
最

終
講
義
の
録
音
に
よ
る
o
)

付
記右

の
ど
論
考
の
掲
載
を
ど
快
諾
-
だ
r
J
r
た
先
生
に
心
か
ら
謝
誼
を
表
し
ま

す
。
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