
『
　
徒
　
然
　
草
　
』
　
に
　
見

る
　
無
　
常
　
観

高

平
　
永
　
(
韓
国
人
留
学
研
究
生
)

一
序r

徒
然
草
』
は
鎌
倉
時
代
(
二
九
二
～
一
三
三
三
)
　
の
出
家
遁

世
者
吉
田
兼
好
の
随
筆
集
で
あ
り
'
平
安
時
代
の
清
少
納
言
の
　
『
枕

草
子
』
　
二
〇
〇
〇
)
や
'
鎌
倉
時
代
初
期
の
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
　
(
1

二
i
二
)
　
と
同
じ
-
、
日
本
古
典
の
随
筆
を
代
表
す
る
名
作
で
あ
る
。

吉
田
兼
好
は
当
代
最
高
の
知
識
人
で
あ
り
、
仏
教
・
儒
教
・
道
教

ば
か
り
で
な
-
'
有
職
故
実
に
つ
い
て
も
多
才
多
能
な
文
化
人
で

あ
っ
た
。
『
徒
然
草
』
は
仏
教
的
な
無
常
観
を
基
底
に
し
た
人
生
訓
・

処
世
観
へ
　
人
生
の
事
象
に
限
り
な
い
興
味
を
表
す
複
合
的
な
性
格
を

持
つ
随
筆
集
で
あ
る
。

兼
好
の
鋭
い
観
察
に
よ
っ
て
へ
　
こ
の
世
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
実

相
を
認
識
し
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
無
常
で
あ
る
こ
の
世
を
ど

う
生
き
る
べ
き
か
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
代
を
生
き
て
い
る
わ

れ
わ
れ
に
も
示
唆
を
与
え
る
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

『
徒
然
草
』
　
に
お
け
る
吉
田
兼
好
の
無
常
観
と
'
兼
好
が
勧
め
て

い
る
生
き
方
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
常
思
想
と
'
中
世
に

お
い
て
理
想
と
さ
れ
た
生
き
方
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　
無
常
思
想
の
　
「
世
」
認
識

こ
の
世
が
無
常
で
あ
る
こ
と
'
つ
ま
り
「
常
で
な
い
」
こ
と
は
、

こ
の
随
筆
を
買
-
思
想
で
あ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
段
を
考
察
す
る
。

ま
ず
「
生
」
と
　
「
死
」
　
に
つ
い
て
の
表
現
を
見
る
。

第
七
段
で
は
'
「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
と
、
人
間
の

寿
命
の
不
定
を
讃
え
て
い
る
。
「
つ
-
づ
-
と
1
年
を
暮
す
ほ
ど
だ
に

も
'
こ
よ
な
う
の
ど
け
L
や
」
と
し
て
、
一
年
を
暮
ら
す
間
で
も
'

し
み
じ
み
と
幕
ら
す
な
ら
ば
ゆ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
へ
　
そ

の
長
い
命
を
不
足
に
思
い
、
惜
し
い
と
思
う
な
ら
ば
、
「
千
年
を
過
す

と
も
一
夜
の
夢
の
心
地
こ
そ
せ
め
」
と
、
そ
の
は
か
な
さ
を
述
べ
て

い
る
。人

の
寿
命
の
不
定
と
い
う
現
実
に
立
脚
L
へ
　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を

基
底
に
し
て
、
人
間
の
生
涯
の
意
義
を
き
わ
め
て
主
観
的
、
感
情
的

に
評
し
、
「
つ
-
づ
-
と
一
年
を
暮
ら
す
」
生
活
に
満
足
し
よ
う
と
す

る
消
極
的
、
安
住
的
生
活
態
度
を
露
呈
し
て
い
る
0

第
三
十
段
で
は
'
人
間
は
死
後
に
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
行
-
と
い

う
、
人
間
の
生
死
の
は
か
な
さ
を
時
間
的
経
過
を
迫
っ
て
叙
述
し
て
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い
る
。
人
の
死
後
へ
　
こ
の
世
に
残
し
た
痕
跡
が
年
月
を
経
て
消
滅
し

て
行
-
哀
し
さ
を
へ
冒
頭
で
、
「
人
の
亡
き
跡
ば
か
り
悲
し
き
は
な
し
」

と
概
括
的
に
述
べ
た
後
、
「
中
陰
の
こ
ろ
」
「
年
月
を
経
た
後
」
「
遠
い

過
去
と
な
っ
た
こ
ろ
」
　
の
三
段
階
に
わ
た
っ
て
'
人
間
の
死
が
多
-

の
人
に
与
え
る
印
象
や
、
退
骸
を
埋
め
た
境
墓
が
変
遷
L
へ
　
流
転
し
、

結
局
「
無
」
　
と
な
っ
て
し
ま
う
過
程
を
'
跡
に
残
る
人
々
の
気
持
ち

や
墳
墓
の
状
況
を
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
具
体
化
し
て
い
る
。
事
実

の
描
写
が
冷
酷
で
'
切
実
な
調
子
で
貫
い
て
i
る
の
は
、
兼
好
自
身

の
体
験
と
の
結
び
つ
き
が
緊
密
で
あ
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
四
十
段
で
は
'
兼
好
が
競
馬
見
物
に
出
か
け
、
そ
の
雑
踏
の
中

で
、
棟
の
木
の
股
で
居
眠
り
す
る
法
師
を
見
物
衆
が
咽
る
声
を
聞
-

や
、
「
我
ら
が
生
死
の
到
来
、
た
だ
今
に
も
や
あ
ら
ん
。
そ
れ
を
忘
れ

て
'
物
見
て
日
を
暮
す
、
恩
か
な
る
事
は
な
は
ま
さ
り
た
る
も
の
を
」

と
、
わ
た
し
た
ち
に
死
の
や
っ
て
来
る
こ
と
は
、
こ
の
今
の
瞬
間
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
に
、
そ
れ
を
忘
れ
て
競
馬
見
物
に
日
を
過
ご

す
と
い
う
の
は
'
木
の
上
の
法
師
よ
り
も
愚
か
な
こ
と
は
一
層
ま

さ
っ
て
甚
だ
し
い
こ
と
だ
と
、
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
へ
「
か
ほ
ど
の

理
へ
　
誰
か
は
思
ひ
よ
ら
ざ
ら
ん
」
と
し
て
'
生
と
死
は
近
い
こ
と
で

あ
っ
て
'
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
死
は
突
然
や
っ
て
来
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。

第
九
十
三
段
で
は
'
「
人
皆
生
を
楽
し
ま
ざ
る
は
な
し
。
死
を
恐
れ

ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
死
の
近
き
事
を
忘
る
る
な
り
」
と
'
「
死
の
近
き

事
」
を
忘
れ
て
生
き
て
い
る
愚
か
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
百
三
十
七
段
で
は
'
「
都
の
中
に
多
き
人
へ
死
な
ざ
る
日
は
あ
る

ベ
か
ら
ず
」
と
絶
え
間
な
-
死
ん
で
行
-
様
子
を
述
べ
て
、
「
若
き
に

も
よ
ら
ず
'
思
ひ
懸
け
ぬ
は
死
期
な
り
」
と
'
死
は
予
測
で
き
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
終
わ
り
の
部
分
で
は
「
世
を
背
け
る

草
の
庵
に
は
'
閃
か
に
水
石
を
も
て
あ
そ
び
て
、
こ
れ
を
余
所
に
聞

-
と
思
へ
る
は
、
い
と
は
か
な
し
。
閑
か
な
る
山
の
奥
、
無
常
の
敵

競
ひ
釆
ら
ざ
ら
ん
や
。
そ
の
死
に
臨
め
る
事
へ
　
軍
の
陣
に
進
め
る
に

同
じ
」
と
し
て
、
隠
遁
し
て
い
る
草
庵
ま
で
も
例
外
な
-
、
必
ず
や
っ

て
来
る
の
が
死
で
あ
る
と
'
死
の
必
然
性
を
強
調
し
て
い
る
。

今
ま
で
考
察
し
て
き
た
諸
段
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
「
人
間
の
死

と
い
う
も
の
は
、
思
い
か
け
ず
に
や
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
と
う

て
い
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
必
然
的
な
実
相
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

続
い
て
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
故
人
と
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
懐

か
し
さ
を
述
べ
て
い
る
'
第
二
十
九
段
と
第
三
十
1
段
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

第
二
十
九
段
で
は
、
初
め
に
　
「
静
か
に
思
へ
ば
、
万
に
、
過
ぎ
に

し
か
た
の
恋
ひ
し
さ
の
み
ぞ
せ
ん
か
た
な
き
」
　
と
'
過
ぎ
去
っ
て
し

ま
っ
た
過
去
に
対
す
る
懐
か
し
さ
は
'
何
と
も
我
慢
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
と
述
べ
て
'
後
に
「
人
静
ま
り
て
後
へ
長
き
夜
の
す
さ
び
に
、

何
と
な
き
具
足
と
り
し
た
た
め
、
残
し
置
か
じ
と
思
ふ
反
古
な
ど
破

り
棄
つ
る
中
に
、
亡
き
人
の
手
習
ひ
、
絵
か
き
す
さ
び
た
る
こ
そ
、

た
だ
そ
の
折
の
心
地
す
れ
」
と
'
長
い
秋
の
夜
の
寂
し
さ
に
耽
っ
て
'

亡
-
な
っ
た
人
に
対
す
る
懐
か
し
さ
を
素
直
に
表
現
し
て
い
る
。

第
三
十
1
段
で
は
、
「
こ
の
雪
い
か
が
見
る
と
、
1
筆
の
た
ま
は
せ
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ぬ
ほ
ど
の
ひ
が
ひ
が
L
か
ら
ん
人
の
仰
せ
ら
る
る
事
へ
聞
き
入
る
べ

き
か
は
。
返
す
が
へ
す
ロ
を
し
き
御
心
な
り
と
'
言
ひ
た
り
し
こ
そ
、

を
か
し
か
り
し
か
」
と
'
自
分
を
非
難
し
た
の
を
実
に
お
も
し
ろ
い

と
述
べ
、
「
今
は
亡
き
人
な
れ
ば
、
か
ば
か
り
の
こ
と
忘
れ
が
た
し
」

と
'
今
は
こ
の
世
に
い
な
い
亡
き
人
の
思
い
出
に
対
す
る
懐
か
し
さ

を
生
き
い
き
と
表
現
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
の
は
'
生
と
死
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

以
下
に
は
'
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
、
人
の
心
な
ど
す
べ
て
の
こ

と
は
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
段
を
考
察
す
る
。

第
二
十
五
段
で
は
、
「
飛
鳥
川
の
淵
瀬
常
な
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
'

時
移
り
、
事
去
り
'
楽
し
ぴ
'
悲
し
び
行
き
か
ひ
て
'
は
な
や
か
な

り
し
あ
た
り
も
人
住
ま
ぬ
野
ら
と
な
り
、
変
ら
ぬ
住
家
は
'
人
改
ま

り
ぬ
」
と
'
す
べ
て
は
変
化
し
て
滅
び
る
こ
と
の
認
識
を
述
べ
へ
　
そ

の
実
相
と
し
て
京
極
殿
や
法
成
寺
な
ど
が
す
っ
か
り
滅
び
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
例
に
上
げ
て
い
る
。

終
わ
り
の
部
分
で
は
、
こ
ん
な
に
は
か
な
い
世
で
あ
る
か
ら
へ
何

事
に
つ
け
て
も
、
す
べ
て
自
分
の
死
後
の
遠
い
未
来
ま
で
考
え
て
処

匿
し
て
お
く
こ
と
は
、
実
に
頼
み
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
「
さ

れ
ば
、
万
に
、
見
ざ
ら
ん
世
ま
で
を
思
ひ
捉
て
ん
こ
そ
は
か
な
か
る

ぺ
け
れ
」
と
表
現
し
て
い
る
。

第
二
十
段
で
は
'
「
風
も
吹
き
あ
へ
ず
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
の
花
に
、

馴
れ
に
し
年
月
を
思
へ
ば
、
あ
は
れ
と
聞
き
し
言
の
葉
ご
と
に
忘
れ

ぬ
も
の
か
ら
、
我
が
世
の
外
に
な
り
ゆ
-
な
ら
ひ
こ
そ
、
亡
き
人
の

別
れ
よ
り
も
ま
さ
り
て
か
な
し
き
も
の
な
れ
」
と
、
人
の
心
の
移
り

変
わ
り
や
す
さ
を
、
風
に
吹
か
れ
て
散
り
や
す
い
花
に
た
と
え
て
述

べ
て
い
る
。
自
己
の
心
情
に
即
し
て
'
過
去
の
恋
愛
の
経
験
を
回
想

し
、
苦
の
恋
人
か
ら
聞
い
た
言
葉
を
忘
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
へ
　
そ
の
恋
人
が
自
分
か
ら
離
れ
て
遠
い
も
の
に
な
っ
て
行
-
と
い

う
世
の
中
の
例
は
、
故
人
と
の
死
別
よ
り
も
真
に
1
層
悲
し
い
も
の

で
あ
る
と
'
離
別
の
悲
し
み
を
嘆
い
て
い
る
。

第
九
十
1
段
で
は
、
赤
舌
日
を
忌
む
迷
信
の
愚
か
さ
を
指
摘
し
、

そ
の
愚
か
な
ゆ
え
ん
を
無
常
変
易
の
理
に
基
づ
い
て
論
破
し
て
い
る
。

世
上
の
迷
信
を
打
ち
破
る
の
に
'
現
実
そ
の
ま
ま
で
な
く
探
-
覗

実
の
根
底
に
立
ち
入
り
へ
　
そ
こ
に
兄
い
だ
さ
れ
る
一
切
の
事
物
の
、

常
で
な
く
、
変
還
す
る
理
法
に
基
づ
い
て
批
判
し
て
い
る
。
「
一
切
の

事
物
の
、
常
で
な
-
変
還
す
る
」
と
い
う
無
常
の
現
実
に
つ
い
て
の

諦
観
は
'
「
志
は
遂
げ
ず
。
望
み
は
絶
え
ず
。
人
の
心
は
不
定
な
り
。

物
皆
幻
化
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
-
表
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
兼
好
は
'
そ
う
い
う
現
実
の
無
常
・
幻
化
の
相
に
即
し

て
「
吉
凶
は
'
人
に
よ
り
て
、
日
に
よ
ら
ず
」
と
結
論
し
て
い
る
。

こ
の
段
の
「
人
の
心
不
定
な
り
」
は
、
第
百
八
十
九
段
に
発
展
し
、

「
何
事
か
暫
-
も
住
す
る
」
は
'
第
百
五
十
五
段
・
第
二
百
四
十
一

段
に
進
展
し
て
へ
　
こ
の
段
以
上
の
思
想
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

第
百
八
十
九
段
で
は
、
第
九
十
一
段
の
「
人
の
心
不
定
な
り
」
を

受
け
て
、
「
今
日
は
そ
の
事
を
な
さ
ん
と
思
ヘ
ビ
、
あ
ら
ぬ
急
ぎ
先
づ

出
で
来
て
紛
れ
暮
し
、
待
つ
人
は
障
り
あ
り
て
、
頼
め
ぬ
人
は
来
た

り
」
と
'
人
間
の
社
会
的
生
活
が
い
か
に
動
揺
不
定
の
相
を
示
し
て

い
る
か
、
そ
れ
に
は
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
を
論
じ
て
い
る
。
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前
の
段
落
で
は
'
い
か
に
人
間
の
生
活
が
思
い
通
り
に
行
か
ぬ
も

の
で
あ
る
か
を
、
1
日
の
上
に
反
省
し
て
'
こ
の
1
日
の
こ
と
を
1

年
に
も
、
ま
た
一
生
に
も
拡
張
し
て
も
様
々
な
事
実
と
'
そ
れ
が
引

き
起
こ
す
人
の
心
の
諸
相
と
が
常
に
変
転
極
ま
り
な
き
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。

後
の
段
落
で
は
'
不
定
の
相
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
発
展
さ
せ
て
'

「
予
て
の
あ
ら
ま
し
へ
皆
違
ひ
行
-
か
と
思
ふ
に
」
と
、
前
段
を
総

括
し
た
上
で
'
「
お
の
づ
か
ら
、
達
は
ぬ
事
も
あ
れ
ば
、
い
よ
い
よ
物

は
定
め
難
し
」
と
い
う
、
総
合
的
立
場
に
進
み
へ
　
「
不
定
と
心
得
る
の

み
へ
実
に
て
達
は
ず
」
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。

即
ち
こ
の
段
で
は
、
人
事
的
交
渉
の
定
め
難
-
、
頼
み
難
い
こ
と

を
'
経
験
的
、
日
常
的
に
と
ら
え
て
い
て
'
そ
れ
に
処
す
る
一
般
的

態
度
と
し
て
は
「
不
定
と
心
得
る
の
み
、
実
に
し
て
違
は
ず
」
と
い

う
一
種
の
処
世
的
態
度
を
述
べ
て
い
る
。

第
百
八
十
九
段
の
「
何
事
か
暫
-
も
住
す
る
」
を
受
け
て
発
展
さ

せ
て
い
る
の
が
、
第
百
五
十
五
段
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
百
五

十
五
段
で
は
'
前
の
段
落
で
「
世
に
従
は
ん
人
、
先
づ
機
嫌
を
知
る

べ
し
」
と
主
張
し
な
が
ら
へ
そ
の
機
嫌
に
か
か
わ
り
な
-
直
ち
に
実

現
す
る
、
生
、
住
、
異
へ
減
の
四
相
を
挙
げ
、
「
必
ず
果
た
し
遂
げ
ん

と
思
は
ん
こ
と
」
は
'
「
機
嫌
」
を
言
わ
ず
に
、
そ
の
実
行
・
実
現
に

努
め
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
世
間
に
順
応
す
る

た
め
の
「
機
嫌
」
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ぬ
「
実
の
大
事
」
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
実
の
大
事
」
に
つ
い
て
へ
「
真
」
と
「
俗
」

と
が
共
通
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ

き
点
で
あ
る
。

こ
の
段
で
は
'
四
相
の
変
遷
へ
生
滅
の
無
常
相
の
認
識
に
立
っ
て
'

「
生
・
老
・
病
・
死
」
の
い
わ
ゆ
る
四
苦
を
挙
げ
、
そ
の
中
か
ら
特

に
「
死
」
を
取
り
上
げ
て
'
そ
れ
が
「
序
を
待
た
ず
」
「
覚
え
ず
し
て

来
る
」
　
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

即
ち
、
生
が
終
わ
っ
て
死
が
来
る
の
で
は
な
い
。
生
の
中
に
死
が

内
在
し
、
そ
れ
が
無
意
識
の
う
ち
に
展
開
を
遂
げ
、
実
現
し
て
行
-

と
い
う
の
で
あ
る
。
兼
好
の
現
実
認
識
は
単
に
事
実
を
把
捉
す
る
た

め
で
は
な
-
、
深
-
自
己
の
生
き
方
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

兼
好
の
、
宇
宙
・
人
生
の
実
相
を
無
常
な
り
と
す
る
世
界
観
、
そ
れ

に
基
づ
-
実
践
的
工
夫
や
態
度
は
何
度
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
た
が
へ

こ
の
段
で
は
'
無
常
の
実
相
そ
の
も
の
に
肉
迫
し
、
自
己
の
世
界
観

を
確
証
し
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
第
1
段
落
に
お
け
る
よ
う
に
'
世
俗
に
お
け
る
「
機

嫌
」
の
重
視
と
、
そ
れ
を
超
え
た
「
生
・
住
・
異
・
減
の
移
り
変
わ

る
実
の
大
事
」
の
厳
存
す
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
.
ま
た
第

二
段
落
で
は
、
無
常
の
'
1
切
の
事
物
を
消
滅
さ
せ
否
定
す
る
面
と
、

生
起
さ
せ
肯
定
す
る
他
の
面
と
が
、
四
季
の
変
遷
や
木
の
葉
の
落
ち

る
現
象
の
上
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
へ
　
四
季
の
変
遷
に
認
め

ら
れ
る
「
序
」
と
、
そ
れ
と
違
っ
た
突
如
の
「
死
」
の
到
来
と
が
、

即
ち
へ
定
と
不
定
と
が
対
照
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
'
兼

好
の
無
常
思
想
の
特
質
で
あ
る
。
そ
う
い
う
定
と
不
定
、
常
と
無
常

と
を
含
む
彼
の
世
界
観
の
幅
の
広
さ
と
深
さ
を
確
立
L
へ
　
し
か
も
'

真
と
俗
と
に
お
け
る
へ
　
な
す
べ
き
実
践
へ
の
覚
悟
・
意
欲
を
促
し
て
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い
る
と
こ
ろ
に
へ
　
こ
の
段
が
第
百
三
十
七
段
を
受
け
て
、
そ
れ
を
発

展
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

今
ま
で
'
無
常
で
あ
る
世
の
中
の
実
相
と
し
て
、
生
と
死
へ
　
こ
の

世
へ
　
人
の
心
、
こ
の
世
の
事
象
な
ど
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
来

た
が
、
兼
好
は
無
常
の
実
相
と
し
て
'
財
産
に
つ
い
て
も
何
度
も
述

べ
て
い
る
。

第
十
段
で
は
、
前
の
部
分
で
は
'
「
家
居
の
つ
き
づ
き
し
-
、
あ
ら

ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮
の
宿
り
と
は
思
ヘ
ビ
、
興
あ
る
も
の
な
れ
」
と
'

住
む
人
に
似
つ
か
わ
し
い
住
居
は
興
趣
あ
る
も
の
と
し
て
表
現
し
て

い
る
が
、
後
の
部
分
で
は
、
多
-
の
大
工
が
工
夫
の
限
り
を
凝
ら
し

て
立
派
に
飾
り
立
て
、
珍
奇
な
道
具
類
を
た
-
さ
ん
並
べ
て
置
き
、

庭
園
の
草
木
ま
で
も
そ
の
自
然
な
趣
を
な
-
す
よ
う
に
手
を
加
え
て

作
り
上
げ
た
邸
宅
は
、
「
見
る
目
も
苦
し
-
へ
　
い
と
わ
び
し
」
と
否
定

し
て
い
る
。
ど
ん
な
に
ぜ
い
た
-
に
建
築
し
て
も
、
一
時
の
間
に
焼

け
失
せ
て
し
ま
う
は
か
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
十
八
段
で
は
'
ま
ず
「
人
は
、
己
れ
を
つ
づ
ま
や
か
に
し
、
替

り
を
退
け
て
、
財
を
持
た
ず
'
世
を
貧
ら
ざ
ら
ん
ぞ
へ
　
い
み
じ
か
る

べ
き
」
と
、
財
産
を
持
た
な
い
で
'
世
間
の
名
誉
や
利
益
を
む
や
み

に
欲
し
が
ら
な
い
'
簡
素
な
生
活
の
す
ば
ら
し
さ
を
唱
え
て
'
そ
れ

を
許
由
と
孫
展
の
生
活
ぶ
り
を
実
例
に
表
現
し
て
い
る
。
許
由
の
、

簡
素
以
上
へ
節
倹
以
上
の
無
一
物
に
徹
し
て
い
る
生
活
ぶ
り
に
感
嘆

し
て
'
そ
れ
に
悼
惜
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
と
日

本
と
の
国
民
性
を
比
較
し
て
、
日
本
民
族
の
歴
史
に
お
い
て
、
か
か

る
境
地
に
達
し
た
者
を
語
り
伝
え
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
し
'
そ
れ

を
嘆
-
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
好
の
健
保
の
心
を
も
っ
と
鮮
や
か
に
表

し
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
十
八
段
で
は
、
冒
頭
で
、
「
名
利
に
使
は
れ
て
'
閑
か
な
る
暇

な
圭
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
、
愚
か
な
れ
」
と
'
人
間
の
生
の
意

義
を
「
閑
な
る
暇
」
　
に
認
め
へ
　
そ
れ
を
批
判
の
基
準
と
し
て
い
る
。

そ
の
基
準
で
、
利
か
ら
名
へ
'
名
か
ら
官
・
位
へ
'
さ
ら
に
知
徳
そ

の
も
の
に
ま
で
批
判
を
加
え
て
行
く
整
然
た
る
論
理
的
構
想
を
示

し
て
い
る
。

名
誉
・
利
益
の
よ
う
な
世
俗
的
価
値
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判

は
'
古
来
か
ら
の
仏
教
的
へ
儒
教
的
へ
老
荘
的
な
'
東
洋
の
精
神
的

伝
統
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
精
神
的
伝
統
に
よ
っ
て
「
万
事
は

皆
非
な
り
。
言
ふ
に
足
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
」
と
し
て
世
間
的
価

値
の
一
切
を
否
定
す
る
結
論
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
七
十
四
段
で
は
'
前
半
で
、
生
を
怠
り
、
利
を
求
め
て
止
む
時

な
-
、
働
き
勤
め
る
人
間
の
姿
を
冷
酷
に
描
き
、
後
半
で
は
'
老
い

と
死
と
の
迅
速
な
到
来
に
対
す
る
人
間
の
無
自
覚
さ
を
指
摘
し
て
い

る
。
「
身
を
養
ひ
て
、
何
事
を
か
待
つ
。
期
す
る
処
、
た
だ
、
老
と
死

と
に
あ
り
」
と
'
待
っ
て
い
る
の
は
老
と
死
で
あ
る
、
は
か
な
い
こ

の
世
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
'
「
愚
か
な
る
人
は
、
ま
た
こ
れ
を
悲
し

ぶ
。
常
住
な
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
て
、
変
化
の
理
を
知
ら
ね
ば
な
り
」

と
、
愚
か
な
人
が
老
い
と
死
の
来
る
こ
と
を
悲
し
む
の
は
、
一
切
の

事
物
が
変
化
し
て
や
ま
な
い
と
い
う
理
法
を
覚
っ
て
い
な
い
か
ら
だ

と
述
べ
、
老
い
と
死
に
対
す
る
自
覚
を
強
調
し
て
い
る
。

第
百
四
十
段
で
は
、
始
め
に
「
身
死
し
て
財
残
る
事
は
、
智
者
の
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せ
ざ
る
処
な
り
」
と
も
　
人
が
死
後
に
財
宝
を
残
す
こ
と
は
愚
か
な
行

為
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
へ
　
そ
の
蓄
財
の
心
理
を
挟
り
出
し
、
さ
ら

に
進
ん
で
へ
残
さ
れ
た
財
宝
を
め
ぐ
る
争
い
に
も
言
及
し
た
後
、
「
後

は
誰
に
と
志
す
物
あ
ら
は
'
生
け
ら
ん
う
ち
に
ぞ
語
る
べ
き
」
と
述

べ
て
い
る
の
は
'
世
の
無
常
を
悟
っ
た
兼
好
に
と
っ
て
は
、
当
然
な

す
べ
き
生
前
の
務
め
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
批
評
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
が
'
終
わ
り
の
「
生

活
の
原
理
」
　
で
あ
っ
て
'
持
つ
べ
き
は
生
活
上
の
最
低
度
の
必
要
品

に
限
り
、
そ
の
外
は
所
有
し
な
い
の
を
理
想
と
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。第

二
百
十
七
段
で
は
、
大
福
長
者
の
主
張
に
内
在
し
て
い
る
自
己

矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
大
欲
は
無
欲
で
あ
る
L
へ

財
産
は
不
要
・
不
用
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
長
者
は
無
限
の

欲
望
と
有
限
の
財
と
を
対
置
し
、
欲
望
の
否
定
に
よ
っ
て
財
の
増
大

を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
兼
好
は
、
そ
の
財
は
手
段
で
あ
っ

て
、
目
的
は
欲
望
の
満
足
に
は
か
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
'
長
者
が
蓄

財
を
目
的
と
し
て
欲
望
を
否
定
L
へ
　
銭
を
使
わ
な
い
の
は
'
そ
こ
に

欲
望
の
満
足
と
い
う
「
楽
し
び
」
が
な
-
な
っ
て
し
ま
い
、
ち
ょ
う

ど
欲
望
は
あ
っ
て
も
財
が
な
い
た
め
に
、
欲
望
を
満
足
さ
せ
得
な
い

貧
者
に
「
楽
し
び
」
が
な
い
の
と
同
じ
状
態
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
'
長
者
の
言
葉
の
終
わ
り
に
あ
る
へ
「
銭
税
も
り
て
尽
き

ざ
る
時
は
、
宴
飲
・
音
色
を
事
と
せ
ず
へ
　
居
所
を
飾
ら
ず
、
所
願
を

成
さ
ざ
れ
ど
も
へ
　
心
と
こ
し
な
へ
に
安
-
'
楽
し
」
と
い
う
の
は
、

「
全
-
貧
者
と
同
じ
」
状
態
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

即
ち
'
富
者
が
、
蓄
財
が
あ
っ
て
も
欲
望
を
抑
え
て
使
わ
ず
に
い

る
の
と
、
貧
者
が
欲
望
が
あ
っ
て
も
財
が
な
-
て
満
足
し
な
い
で
い

る
の
と
は
、
同
等
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

第
八
十
二
段
へ
第
八
十
三
段
へ
第
二
百
四
十
一
段
で
は
、
す
べ
て

の
こ
と
は
完
全
に
出
来
上
が
っ
た
時
に
す
ぐ
に
滅
び
て
し
ま
う
無
常

の
こ
と
だ
か
ら
へ
　
足
り
な
い
面
が
あ
る
の
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。

第
八
十
二
段
で
は
'
「
す
べ
て
へ
何
も
皆
へ
事
の
と
と
の
ほ
り
た
る

は
、
あ
し
き
事
な
り
。
し
残
し
た
る
を
さ
て
置
き
た
る
は
、
面
白
-
、

生
き
延
ぶ
る
わ
ざ
な
り
」
と
、
何
事
も
や
り
残
し
た
こ
と
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
い
て
あ
る
の
は
興
趣
が
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
の
生
命
が

将
来
に
ま
で
延
び
て
行
-
や
り
方
だ
と
述
べ
て
い
る
。
未
完
成
の
状

態
に
し
て
置
-
こ
と
が
'
未
完
成
な
る
が
故
に
へ
　
将
来
に
お
い
て
完

成
さ
れ
る
た
め
の
生
命
の
延
長
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
八
十
三
段
で
は
、
大
政
大
臣
昇
進
の
望
み
を
持
た
な
か
っ
た
西

園
寺
公
衝
と
藤
原
実
泰
の
二
人
の
言
葉
を
挙
げ
て
、
「
万
の
事
、
先
の

詰
ま
り
た
る
は
'
破
れ
に
近
き
道
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
八
十

二
段
で
は
、
器
物
・
建
築
・
著
述
の
不
備
、
不
完
全
に
価
値
を
兄
い

だ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
へ
　
こ
の
段
で
は
、
人
間
の
欲
望
が
最
高
に

達
す
る
こ
と
の
危
険
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
'
前
段
よ
り
も
発
展
し

た
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。

第
二
百
四
十
一
段
で
は
、
「
望
月
の
円
か
な
る
事
は
'
暫
-
も
住
せ

ず
、
や
が
て
欠
け
ぬ
」
と
完
全
に
出
来
上
が
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
滅
び

て
し
ま
う
無
常
を
述
べ
て
い
る
。
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三
　
無
常
な
る
こ
の
世
の
生
き
方

今
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
段
々
で
は
、
こ
の
世
の
無
常
で
あ
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
は
'
無
常
で
あ
る
こ
の
世
を
乗

り
越
え
る
知
恵
と
し
て
兼
好
が
勧
め
て
い
る
諸
段
に
つ
い
て
考
察
す

る
。兼

好
は
限
り
の
あ
る
無
常
な
る
こ
の
世
の
悩
み
か
ら
脱
出
す
る
た

め
に
は
'
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
仏
教
に
帰
依

す
る
た
め
に
す
べ
て
を
棄
て
る
こ
と
を
勧
め
へ
　
す
べ
て
を
棄
て
た
世

捨
人
の
理
想
的
な
生
活
ぶ
り
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
常
な
る

こ
の
世
に
お
け
る
人
間
の
望
ま
し
い
生
き
方
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
ず
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
段
を
考
察
す
る
。

第
四
段
で
は
、
「
後
の
世
の
事
、
心
に
忘
れ
ず
、
仏
の
遣
う
と
か
ら

ぬ
'
心
に
-
し
」
と
、
仏
の
教
え
に
親
し
む
平
静
な
境
涯
に
対
す
る

怪
傑
を
示
し
て
い
る
。

第
十
七
段
で
は
、
「
山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
、
仏
に
仕
う
ま
つ
る
こ

そ
、
つ
れ
づ
れ
も
な
-
、
心
の
に
ご
り
も
き
よ
ま
る
心
地
す
れ
」
と
も

山
中
の
寺
に
参
託
し
て
'
そ
こ
の
み
仏
に
勤
行
を
す
る
こ
と
が
'
無

常
な
る
こ
の
世
に
対
す
る
執
着
・
欲
望
・
煩
悩
か
ら
脱
す
る
道
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

人
生
の
有
限
性
を
認
め
て
、
死
後
の
世
で
永
遠
を
求
め
る
た
め
に
、

み
仏
に
勤
行
し
な
が
ら
生
活
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

川
仏
教
へ
の
帰
依

第
三
十
九
段
で
は
'
法
然
上
人
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
念
仏
の
重

要
性
を
述
べ
て
い
る
o
「
往
生
は
'
1
定
と
思
へ
ば
1
定
、
不
平
と
思

へ
ば
不
定
な
り
」
と
、
往
生
に
対
す
る
信
念
の
重
要
性
を
述
べ
て
、

次
に
「
疑
ひ
な
が
ら
も
'
念
仏
す
れ
ば
'
往
生
す
」
と
も
念
仏
の
重

要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
即
ち
、
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
の

極
楽
に
往
生
で
き
る
と
、
信
念
を
持
っ
て
念
仏
す
べ
き
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。

第
四
十
九
段
は
、
兼
好
の
仏
道
精
進
の
覚
悟
を
示
し
た
も
の
と
し

て
、
注
目
す
べ
き
段
で
あ
る
。

ま
ず
へ
　
「
老
来
た
り
て
、
始
め
て
道
を
行
ぜ
ん
と
待
つ
こ
と
な
か

れ
。
古
き
填
、
多
-
は
こ
れ
少
年
の
人
な
り
」
と
'
人
は
い
つ
死
ぬ

か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
歳
を
取
っ
て
か
ら
仏
道
を
修
行
し

よ
う
と
待
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
次
に
「
人
は
、
た
だ
、

無
常
の
身
に
迫
り
ぬ
る
事
を
心
に
ひ
し
と
か
け
て
'
束
の
間
も
忘
る

ま
じ
き
な
り
。
さ
ら
ば
へ
　
な
ど
か
、
こ
の
世
の
濁
り
も
薄
-
'
仏
道

を
勤
む
る
心
も
ま
め
や
か
な
ら
ざ
ら
ん
」
と
'
人
間
は
、
無
常
、
即

ち
死
が
わ
が
身
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
、
心
中
に
し
っ
か
り
保
持
し

て
、
こ
の
現
世
に
執
着
す
る
邪
念
を
捨
て
て
、
仏
道
に
精
進
努
力
す

る
心
持
ち
を
述
べ
て
い
る
。

終
わ
り
に
、
「
『
今
、
火
急
の
事
あ
り
て
、
既
に
朝
夕
に
逼
れ
り
』

と
て
耳
を
ふ
た
ぎ
て
念
仏
し
て
'
つ
ひ
に
往
生
を
遂
げ
け
り
」
と
、

死
が
身
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
心
持
ち
で
、
邪
念
を
捨
て
て
念
仏
す

83



る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
を
遂
げ
た
高
徳
の
僧
の
話
を
述
べ
る
こ
と
に

ょ
っ
て
'
念
仏
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

第
五
十
九
段
で
は
'
無
常
観
に
立
脚
し
て
、
諸
緑
放
下
の
覚
悟
を

在
俗
の
読
者
に
向
か
っ
て
力
強
-
説
き
示
し
て
い
る
。
冒
頭
で
'
「
大

事
を
思
ひ
立
た
ん
人
は
'
去
り
難
-
、
心
に
か
か
ら
ん
事
の
本
意
を

遂
げ
ず
し
て
、
さ
な
が
ら
捨
つ
べ
き
な
り
」
と
'
出
家
入
道
し
よ
う

と
す
る
人
は
す
べ
て
を
捨
て
去
る
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
次

に
世
俗
の
用
事
に
と
ら
わ
れ
て
'
な
か
な
か
一
切
を
捨
て
き
れ
ぬ
人

間
の
有
様
を
示
し
た
後
へ
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
常
(
死
)
　
の

到
来
に
は
'
1
切
を
捨
て
き
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
性
を
「
命
は
人
を

待
つ
も
の
か
は
。
無
常
の
来
る
事
は
'
水
火
の
攻
む
る
よ
り
も
速
や

か
に
'
遮
れ
難
き
も
の
を
。
そ
の
時
へ
　
老
い
た
る
親
、
い
と
き
な
き

子
、
君
の
恩
、
人
の
人
情
捨
て
難
し
と
て
捨
て
ざ
ら
ん
や
」
と
強
調

し
て
い
る
。

第
九
十
八
段
で
は
、
二
言
芳
談
』
と
い
う
本
を
読
ん
で
、
心
に
か

な
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
仏
道
に
入
っ

て
生
き
る
こ
と
を
望
む
人
の
心
得
と
生
活
態
度
を
説
い
て
い
る
。
「
仏

道
を
願
ふ
と
い
ふ
は
'
別
の
事
な
し
。
暇
あ
る
身
に
な
り
て
'
世
の

事
を
心
に
か
け
ぬ
を
へ
第
一
の
道
と
す
」
と
い
う
こ
と
を
上
げ
へ
　
そ

の
人
の
生
活
態
度
と
し
て
は
、
「
後
世
を
恩
は
ん
者
は
'
堪
汰
瓶
1
つ

も
持
つ
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
持
経
・
本
尊
に
至
る
ま
で
、
よ
き
物
を

持
つ
、
よ
し
な
き
事
な
り
」
と
'
「
遁
世
者
は
'
な
き
に
こ
と
か
け
ぬ

や
う
に
計
ら
ひ
て
過
ぐ
る
へ
最
上
の
や
う
に
て
あ
る
な
り
」
と
挙
げ

て
、
無
1
物
・
無
所
有
の
簡
素
な
生
活
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
百
四
十
7
段
で
は
'
「
望
月
の
円
か
な
る
こ
と
は
、
暫
-
も
住

せ
ず
へ
　
や
が
て
欠
け
ぬ
」
、
「
死
期
既
に
近
し
」
と
無
常
な
こ
の
世
の

実
相
を
上
げ
て
「
直
ち
に
万
事
を
放
下
し
て
道
に
向
か
ふ
時
へ
障
り

な
-
、
所
作
な
-
て
、
心
身
永
-
閑
か
な
り
」
と
仏
道
へ
の
強
-
激

し
い
要
求
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
段
の
構
造
は
'
所
願
を
放
下
し
て
、
仏
道
に
精
進
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
心
身
の
閑
静
に
至
る
と
い
う
『
徒
然
草
』
　
に
お
け
る
無

常
思
想
に
徹
し
た
生
き
方
を
説
明
し
て
い
る
。

脚
所
願
の
放
下

仏
道
に
精
進
す
る
こ
と
の
前
提
条
件
と
も
言
え
る
所
願
の
放
下
を

示
す
段
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
百
十
二
段
で
は
、
ま
ず
、
「
年
も
や
う
や
う
開
け
へ
病
に
も
ま
つ

は
れ
、
況
ん
や
世
を
も
遁
れ
た
ら
ん
人
」
は
'
「
他
の
事
を
聞
き
入
れ

ず
'
人
の
愁
へ
・
喜
び
を
も
間
は
ず
」
と
言
い
、
世
間
の
儀
礼
・
習

慣
を
無
視
し
て
生
き
る
べ
き
ゆ
え
ん
を
主
張
し
'
次
に
、
そ
れ
を
自

己
の
生
き
方
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
へ
「
諸
緑
を
放
下
す
べ
き
時
な

り
」
と
断
じ
て
「
信
」
や
「
礼
儀
」
を
も
否
定
し
て
生
き
る
道
を
高

唱
し
て
い
る
。

諸
緑
放
下
の
目
標
は
、
「
願
ひ
も
多
-
、
身
も
苦
し
-
'
心
の
暇
も

な
-
、
1
生
は
雑
事
の
小
節
に
さ
へ
ら
れ
て
、
空
し
-
暮
れ
な
ん
」

と
い
う
自
覚
に
よ
っ
て
、
「
身
も
苦
し
-
、
心
の
暇
も
な
-
」
の
反
対

で
あ
る
「
身
の
安
-
'
心
の
暇
あ
る
」
境
地
に
入
る
た
め
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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第
百
六
十
六
段
で
は
'
人
間
世
界
に
お
け
る
「
営
み
合
へ
る
わ
ざ
」

の
い
か
に
は
か
な
-
、
人
間
の
生
命
も
ま
た
い
か
に
は
か
な
-
滅
び

去
っ
て
行
-
か
を
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
「
春
の
日
に
雪
仏
を
作
り
て
、

そ
の
た
め
に
金
銀
・
珠
玉
の
飾
り
を
営
み
、
堂
を
建
て
ん
と
す
る
に

似
た
り
」
と
、
人
間
の
営
み
が
、
雪
の
溶
け
や
す
い
春
の
日
の
も
と

で
、
雪
仏
を
作
っ
て
そ
れ
に
金
銀
や
珠
玉
を
装
飾
し
て
お
堂
を
建
立

し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
よ
う
に
、
は
か
な
い
こ
と
だ
と
述
べ
て

い
る
。
そ
の
後
に
「
人
の
命
あ
り
と
見
る
ほ
ど
も
'
下
よ
り
消
ゆ
る

こ
と
雪
の
ご
と
-
な
る
」
と
、
人
間
の
生
命
を
「
雪
仏
」
に
比
輸
し

て
'
人
間
の
生
命
も
根
底
か
ら
次
第
に
消
滅
し
'
死
に
近
づ
い
て
行

く
こ
と
は
、
は
か
な
い
こ
と
だ
と
言
う
。

即
ち
へ
生
命
自
身
が
絶
え
ず
自
己
消
滅
へ
自
己
崩
壊
を
続
け
て
い

る
と
い
う
存
在
の
は
か
な
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
百
八
十
八
段
で
は
'
前
の
部
分
で
'
目
前
の
こ
と
ば
か
り
に
紛

れ
て
月
日
を
送
り
、
何
ら
な
す
こ
と
な
-
老
い
て
し
ま
う
世
人
の
様

を
批
判
す
る
具
体
例
を
挙
げ
て
へ
終
わ
り
の
部
分
で
「
一
事
を
必
ず

な
さ
ん
と
思
は
ば
、
他
の
事
の
破
る
る
こ
と
を
も
傷
む
べ
か
ら
ず
、

人
の
切
り
を
も
恥
づ
べ
か
ら
ず
。
万
事
に
換
へ
ず
し
て
は
、
一
の
大

事
成
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
世
間
の
常
識
見
を
大
胆
に
否
定
し
て
、
「
わ

れ
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
意
志
を
追
究
し
て
い
る
。
即
ち
、

諸
緑
放
下
に
よ
る
仏
道
へ
の
精
進
を
張
-
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
第
百
十
二
段
の
後
の
段
落
に
強
調
さ
れ
て
い
る
諸
緑
放
下

の
意
志
と
よ
-
1
致
し
て
い
る
が
'
本
段
は
前
段
の
趣
旨
を
止
揚
的
、

発
展
的
に
述
べ
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
段
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
四
つ
の
例
は
'
い
ず
れ
も
適
切
で
'

彼
の
信
念
・
主
張
を
よ
-
深
刻
に
具
体
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
長

い
間
こ
の
問
題
に
沈
潜
し
へ
　
そ
の
立
場
か
ら
世
間
の
事
象
を
観
察
し
、

批
判
し
た
こ
と
の
結
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
百
十
一
段
で
は
、
兼
好
が
自
分
の
生
活
経
験
に
即
し
て
、
「
い

か
に
生
き
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
へ
強
い
自
己
確
立
の
意
志
を
述
べ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
.
第
1
段
落
で
「
万
の
事
は
頼
む
べ
か
ら
ず
」

と
冒
頭
に
道
破
し
て
、
そ
の
頼
む
べ
か
ら
ざ
る
例
を
八
条
列
挙
し
て
'

い
か
に
現
実
の
頼
む
ぺ
か
ら
ざ
る
か
を
指
摘
し
た
後
へ
第
二
段
落
で

は
'
「
身
を
も
人
を
も
頼
ま
ざ
れ
ば
」
と
要
約
し
'
そ
う
い
う
現
実
に

対
処
す
る
態
度
と
し
て
は
、
心
を
「
綬
-
し
て
柔
か
」
に
用
い
る
べ

き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
は
「
是
な
る
時
は
喜
び
、
非
な
る
時
は
恨
み
ず
」
と
い
う
'

現
実
の
流
れ
に
足
を
没
し
て
し
ま
わ
ず
に
'
自
己
を
そ
れ
よ
り
も
う

一
歩
高
-
保
持
す
る
生
き
方
の
根
底
と
し
て
兄
い
だ
さ
れ
る
態
度
へ

立
場
で
あ
る
。

第
三
段
階
で
は
「
人
の
生
」
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
'
「
天
地
」

を
説
き
へ
天
地
の
無
限
性
に
随
順
し
て
生
き
る
こ
と
が
、
「
寛
大
に
し

て
極
ま
ら
ざ
る
」
態
度
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
の

喜
怒
を
超
越
し
、
煩
い
か
ら
脱
し
得
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

第
1
段
落
で
現
実
の
頼
む
べ
か
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
を
述
べ
て
か
ら
へ
第

二
段
落
で
は
そ
れ
に
処
す
る
心
の
用
い
方
に
進
み
、
第
三
段
落
で
は
、

さ
ら
に
そ
の
「
心
」
の
根
底
を
「
天
地
」
に
兄
い
だ
し
て
、
そ
れ
に

随
う
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
と
い
う
よ
う
に
も
　
現
実
の
諦
観
か
ら
'
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そ
れ
に
処
す
る
立
場
へ
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
と
な
る
原
理
へ
と
'
次

第
に
深
ま
っ
て
行
-
論
理
的
な
叙
述
に
よ
っ
て
へ
「
す
べ
て
は
あ
て
に

な
ら
な
い
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

第
六
段
の
「
子
と
い
ふ
も
の
な
-
て
あ
り
な
ん
」
と
い
う
子
孫
否

定
の
表
現
も
、
「
す
べ
て
は
あ
て
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
を
、
改

め
て
述
べ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

仰
世
捨
人
の
生
活

こ
こ
で
は
、
兼
好
が
F
徒
然
草
」
　
の
中
で
、
1
質
し
て
主
張
し
て

来
た
、
諸
緑
放
下
し
て
仏
道
に
精
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

と
い
う
'
理
想
的
な
生
き
方
で
あ
る
「
世
捨
人
の
生
活
」
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

第
五
段
で
は
'
官
位
昇
進
の
望
み
を
失
っ
た
世
捨
人
の
'
困
窮
し
、

落
呪
し
た
生
活
を
取
り
上
げ
へ
特
に
、
そ
の
「
待
つ
こ
と
も
な
く
明

し
暮
し
た
る
」
生
活
を
「
さ
る
か
た
に
あ
ら
ま
ほ
し
」
と
感
じ
入
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
「
世
間
的
地
位
や
栄
達
へ
の
願
い
」
か

ら
解
放
さ
れ
た
'
そ
う
い
う
意
味
で
心
の
束
縛
か
ら
超
越
し
た
自
由

な
境
涯
に
対
す
る
兼
好
の
憧
れ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

顕
基
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
の
も
、
世
間
的
栄
達
や
名
利
の
梓

か
ら
解
放
さ
れ
た
'
自
由
で
高
朗
な
心
境
に
お
け
る
へ
天
上
の
月
を

望
み
見
る
生
活
に
憧
れ
た
こ
と
に
も
兼
好
が
同
感
し
た
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
。

兼
好
自
身
も
、
三
十
歳
前
後
の
前
途
あ
る
身
空
で
'
官
途
を
辞
し

て
遁
世
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
が
身
に
つ
ま
さ
れ
て
'
こ
う
い
う

零
落
貴
族
の
生
活
に
同
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
十
段
で
は
、
世
捨
人
が
「
こ
の
世
の
は
だ
し
持
ち
た
ら
ぬ
身

に
へ
　
た
だ
、
空
の
名
残
の
み
ぞ
惜
し
き
」
と
言
っ
た
の
を
へ
　
「
ま
こ
と

に
'
さ
も
覚
え
ぬ
ぺ
け
れ
」
と
'
同
感
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
そ

の
よ
う
な
生
活
に
対
す
る
憧
れ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

何
の
面
倒
も
な
い
世
捨
人
と
し
て
'
空
か
ら
受
け
た
心
に
残
る
感
銘

ば
か
り
が
捨
て
難
い
と
い
う
、
優
雅
で
理
想
的
な
生
活
に
対
す
る
憧

れ
の
表
現
で
あ
る
。

第
五
十
八
段
で
は
、
「
人
と
生
れ
た
ら
ん
し
る
L
に
は
'
い
か
に
も

し
て
世
を
遁
れ
ん
こ
と
こ
そ
へ
あ
ら
ま
は
し
け
れ
。
偏
へ
に
怠
る
事

を
つ
と
め
て
'
菩
提
に
趣
か
ざ
ら
ん
は
'
万
の
畜
類
に
変
る
所
あ
る

ま
じ
-
や
」
と
'
仏
道
へ
の
帰
依
を
強
-
勧
め
て
、
人
と
し
て
世
を

逃
れ
る
の
が
理
想
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
「
道
心
あ
ら
ば
'

住
む
所
に
L
も
よ
ら
じ
」
と
、
仏
教
に
帰
依
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ど

こ
に
い
て
も
修
行
で
き
る
か
ら
、
住
む
所
に
は
関
係
な
い
と
い
う
人

に
対
し
て
、
「
さ
ら
に
後
世
を
知
ら
ぬ
人
な
り
」
と
否
定
し
て
、
「
心

は
緑
に
ひ
か
れ
て
移
る
も
の
な
れ
ば
'
閃
な
ら
で
は
遺
は
行
じ
難
し
」

と
'
遁
世
の
必
然
性
を
強
調
し
て
い
る
。

第
七
十
五
段
で
は
、
ま
ず
「
つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
は
'
い
か
な
る

心
な
ら
ん
。
ま
ざ
る
る
方
な
-
へ
　
た
だ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け

れ
」
と
'
世
間
の
人
の
「
つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
」
常
識
的
見
解
を
否
定

し
て
「
ま
ざ
る
る
方
な
く
　
た
だ
ひ
と
り
あ
る
」
境
地
を
摂
極
的
に

肯
定
し
て
い
る
。
次
の
段
落
で
は
'
そ
う
い
う
境
地
か
ら
、
世
人
が

世
間
に
順
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
い
か
に
自
己
の
本
心
を
喪
失
し
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て
い
る
か
を
「
世
に
従
へ
ば
へ
　
心
へ
　
外
の
塵
に
奪
は
れ
て
惑
ひ
易
-
、

人
に
交
れ
ば
'
言
葉
へ
　
よ
そ
の
聞
き
に
随
ひ
て
'
さ
な
が
ら
心
に
あ

ら
ず
」
　
と
批
判
し
て
'
ま
た
「
分
別
み
だ
り
に
起
り
て
'
得
失
止
む

時
な
し
。
惑
ひ
の
上
に
酔
へ
り
。
酔
の
中
に
夢
を
な
す
。
走
り
て
急

が
は
し
-
'
ほ
れ
て
忘
れ
た
る
事
へ
　
人
皆
か
-
の
如
し
」
と
'
世
人

の
す
べ
て
が
損
得
を
思
う
心
を
絶
え
間
な
-
動
か
し
、
身
は
夢
中
に

走
り
ま
わ
り
、
心
は
ぼ
ん
や
り
と
自
己
を
忘
れ
て
い
る
の
を
批
判
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
世
の
人
間
の
生
活
の
望
ま
し
-
な
い

点
を
述
べ
て
か
ら
'
終
わ
り
の
段
落
で
「
末
だ
ま
こ
と
の
道
を
知
ら

ず
と
も
、
緑
を
離
れ
て
身
を
閃
か
に
L
へ
　
事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心

を
安
-
せ
ん
こ
そ
'
し
ば
ら
-
楽
し
ぶ
と
も
言
ひ
っ
ぺ
け
れ
」
と
'

「
未
だ
ま
こ
と
の
道
を
知
ら
」
ざ
る
人
へ
　
即
ち
世
間
の
人
1
般
に
も
、

「
緑
を
離
れ
て
身
を
閃
か
に
し
、
苛
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を
安
-
」

す
る
こ
と
が
、
「
し
ば
ら
-
楽
し
ぶ
」
　
こ
と
に
な
る
と
説
明
し
て
い

る
。
身
と
心
の
安
定
こ
そ
自
己
を
確
立
す
る
道
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
'
そ
の
た
め
に
は
、
世
間
の
「
緑
」
や
「
事
」
か
ら
離
れ
て
「
ひ

と
り
あ
る
」
　
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
'
世
捨
人
の
よ
さ
を
主
張
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
七
十
六
段
で
は
'
「
聖
法
師
」
を
直
接
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
へ

「
世
の
覚
え
花
や
か
な
る
あ
た
り
に
」
「
人
多
-
行
き
と
ぷ
ら
ふ
」
中

に
交
じ
っ
て
、
「
言
ひ
入
れ
、
た
た
ず
」
　
ん
で
い
る
様
子
を
'
「
さ
ら

ず
と
も
と
見
ゆ
れ
」
と
否
定
し
て
い
る
。

「
法
師
」
　
の
身
に
な
る
こ
と
は
、
本
質
的
に
俗
世
間
的
生
活
を
捨

て
去
り
、
俗
生
活
以
上
の
価
値
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
な
の

に
、
い
っ
た
ん
出
家
し
た
身
で
あ
り
な
が
ら
へ
　
な
お
権
勢
家
の
吉
凶

事
に
関
心
を
示
し
て
い
る
様
子
を
'
兼
好
と
し
て
は
認
め
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
七
十
五
段
で
は
'
世
俗
の
人
1
般
を
「
人
皆
か
-
の
如
し
」
と

対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
「
聖
法
師
」
だ
け
を
特
に

取
り
立
て
て
、
法
師
の
生
き
方
が
、
一
般
の
人
と
違
う
べ
き
ゆ
え
ん

を
述
べ
て
い
る
。

第
百
二
十
四
段
で
は
、
「
安
ら
か
に
世
を
過
ご
す
」
是
法
法
師
の
様

子
を
「
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
」
と
理
想
化
し
へ
　
そ
の
境
地
へ
の
憧
れ
を

表
現
し
て
い
る
。
し
か
も
是
法
法
師
の
「
浄
土
宗
に
恥
ぢ
ず
と
い
ヘ

ビ
も
'
学
匠
を
立
て
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
世
間
的
名
声
を
超
越
し
、

「
た
だ
明
慕
念
仏
し
て
」
仏
道
に
1
体
に
な
っ
て
い
る
様
子
を
、
世

捨
人
の
理
想
的
な
生
活
ぶ
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

四
　
結
　
び

吉
田
兼
好
は
『
徒
然
草
』
　
で
'
こ
の
世
の
無
常
で
あ
る
こ
と
を
多

-
の
段
で
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
生
と
死
へ
　
な
き
人
の

思
い
出
、
変
化
　
(
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
常
な
ら
ぬ
こ
と
)
　
に
つ
い
て
述

べ
へ
財
産
な
ど
は
永
久
性
の
な
い
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
断
定
し
て
い

る
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
満
ち
た
時
に
直
ち
に
滅
び
る
と
い
う
認

識
に
立
っ
て
、
何
も
の
も
「
足
り
な
い
」
面
が
あ
る
の
が
良
い
と
し

て
い
る
。

自
然
物
に
限
ら
ず
'
人
間
の
生
と
死
、
財
産
と
名
誉
な
ど
'
こ
の

世
の
す
べ
て
の
事
象
に
対
す
る
的
確
で
鋭
い
観
察
に
よ
っ
て
へ
　
こ
の
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世
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
実
相
の
認
識
に
至
り
、
そ
の
よ
う
な
認
識

の
上
で
、
望
ま
し
い
生
き
方
と
し
て
、
出
家
遁
世
す
る
こ
と
を
勧
め

て
い
る
。
即
ち
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
「
緑
」
や
「
事
」
か
ら
離
れ
き
っ

て
し
ま
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

諸
緑
を
捨
て
た
世
捨
人
の
生
活
を
理
想
的
な
生
き
方
だ
と
す
る
兼

好
の
主
張
に
共
感
で
き
る
の
は
'
遁
世
し
た
こ
と
の
あ
る
彼
の
経
験

に
基
づ
い
た
'
現
実
性
あ
る
主
張
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

1
番
理
想
的
な
生
き
方
と
し
て
勧
め
て
い
る
の
は
、
諸
緑
か
ら
離

れ
て
仏
教
に
精
進
す
る
法
師
の
生
活
で
あ
る
が
'
「
未
だ
ま
こ
と
の
道

を
知
ら
ず
と
も
'
緑
を
離
れ
て
身
を
閃
か
に
L
へ
　
事
に
あ
づ
か
ら
ず

し
て
心
を
安
-
せ
ん
こ
そ
へ
し
ば
ら
-
楽
し
ぶ
と
も
言
ひ
っ
ぺ
け
れ
」

と
'
世
間
の
人
1
般
に
も
'
こ
の
世
の
諸
緑
か
ら
離
れ
た
生
活
が
良

い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
身
と
心
の
安
定
こ
そ
へ
自
己
を
確
立

す
る
道
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
世
の
無
常
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
、
諸
緑
を
捨
て
て
遁
世
す

べ
き
だ
と
い
う
.
こ
の
よ
う
な
兼
好
の
無
常
観
は
、
一
種
の
社
会
現

実
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
あ
り
得
る
が
、
名
利
に
追
わ

れ
て
あ
-
せ
く
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
も
'
参
考
に
す
べ
き
教
訓
を
持
っ
た
思
想
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

(
指
導
　
浮
橋
康
彦
教
授
)
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