
〈
見
立
て
〉
の
詩
学

古
典
文
化
の
受
容
と
変
容
の
美
学

は
じ
め
に

観
光
都
市

広
島

広
島
市
、

人
口
約
一
百
十
万
。
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
も
野
球
チ
ー
ム
も
交

響
楽
団
も
あ
る
地
方
都
市
で
あ
る
。

マ
ツ
ダ
と
い
う
自
動
車
企
業
の
城
下

町
で
あ
る
。
こ
の
広
島
を
訪
れ
る
観
光
客
が
必
ず
訪
ね
る
場
所
が
あ
る
。

つ
は
平
和
記
念
公
園
で
あ
り

そ
の
敷
地
内
に
は
原
爆
ド
l
ム
及
び
平

和
記
念
資
料
館
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
原
爆
ド
l
ム
と
同
じ
く
世
界
文

化
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
宮
島
で
あ
る
。

（
厳
島
神
社
が
あ
る
た

め
、
宮
島
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
方
、
広
島
の
代
表
的
な
美
術
館
は

最
優
先
の
訪
問
場
所
で
は
な
い
。

現
代
は
、

天
才
な
い
し
才
能
や
個
性
に
溢
れ
る
整
術
家
の
創
造
し
た
所

産

つ
ま
り
塞
術
作
品
が

一
般
の
人
々
の
関
心
を
惹
か
な
く
な
っ
た
時

代
で
あ
る
。
と
り
わ
け
個
人
の
独
創
性
を
誇
示
す
る
現
代
的
な
肇
術
作
品

へ
の
関
心
の
衰
退
が
目
立
つ
。

そ
の
一
方
で
人
類
が
地
域
で
育
ん
で
き
た

ー
主
に
漏
湘
八
景
を
例
に
l青

木
孝
夫

世
界
遺
産
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
人
々
の
興
味
も
、
芸
術
と

し
て
了
解
さ
れ
て
き
た
古
典
的
な
文
化
の
領
域
を
超
え
て
、
広
く
日
常
的

L刈
斗

ア
ニ
メ
や
テ
レ
ビ
の
ド
ラ
マ
や
映

な
文
化
の
領
域
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。

画
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
や
広
告
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
考
え
て
み
れ
ば
よ

ぃ
。
住
居
で
す
ら
、
個
人
の
趣
味
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

ド
イ
ツ
の
ヴ

エ
ル
シ
ユ
1

が
指
摘
す
る
通
り
、
我
々
の
生
活
は
現
在

衛
生
的
ま
た
機
能
的
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
や
色
彩
の
点
で
も
便
利
や
実
用

を
越
え
て
美
的
で
あ
る
。
し
か
も
我
々
の
生
活
は
、
整
術
家
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
作
品
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
よ
り
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル

の
コ
ピ
ー
、
或
い
は
複
製
で
も
な
い
美
的
表
象
で
溢
れ
て
い
る
の
シ
ュ
ミ

ラ
l
ク
ル
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
文
明
の
方
向
は
、
個
人
の
力
を
越
え
た
傾
向
で
あ
る
。
私
は
、
本

稿
で
、
個
人
の
力
を
越
え
た
文
化
的
な
記
憶
｜
と
り
わ
け
繍
湘
八
景
ー
が



東
ア
ジ
ア
の
文
化
圏
で
表
象
と
し
て
広
ま
り
、
現
代
文
明
の
動
向
の
中
で

共
有
さ
れ
て
い
る
事
実
を
考
察
し
よ
う
。

第

1
章

広
島
土
産
l

「
紅
葉
鰻
頭
」

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
時
、
原
子
爆
弾
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
広
島

は
、
戦
争
や
被
爆
の
体
験
を
踏
ま
え
、
平
和
運
動
が
盛
ん
で
あ
る
。
被
爆

の
記
録
や
記
憶
な
ど
を
伝
達

・
保
持
・
研
究
す
る
ミ
ユ
｜
ジ
ア
ム
が
あ

る
。
原
爆
ド

l
ム
は
世
界
中
か
ら
観
光
客
の
訪
れ
る
重
要
な
観
光
資
源
で

も
あ
る
。

そ
う
し
た
政
治
や
戦
争
絡
み
の
共
同
体
や
個
人
の
記

今
は

憶
ー
で
は
な
く
、

旅
の
思
い
出
の
話
を
し
た
い
。
旅
を
通
し
身
体
に
刻
ん

だ
思
い
出
も

い
ず
れ
時
の
経
過
と
共
に
忘
却
さ
れ
よ
う
。
旅
を
記
録
す

る
に
は
日
誌
も
あ
り
、
今
日
で
は
写
真
も
必
須
で
あ
る
。
し
か
し
、

で
私
は
、
旅
か
ら
の
帰
途
、
職
場
の
同
僚
に
配
布
し
た
り
す
る
た
め
に
購

入
す
る
土
産
の
菓
子
か
ら
語
り
始
め
よ
う
。

羊
薬
の
美

旅
先
の
土
産
物
屋
で
よ
く
み
か
け
る
菓
子
と
い
え
ば
、
鰻
頭
と
羊
糞
だ

ろ
う
。
」

yま
ず
は

「
羊
業
」

を
取
り
上
げ
よ
う
。
羊
糞
の
美
し
さ
に
注

目
し
た
人
に
夏
目
激
石

（
『
草
枕
』
）
が
お
り

ま
た
谷
崎
潤

一
郎
『
陰

殴
桐
礼
讃
』
が
い
る
。
激
石
は

「
余
は
す
べ
て
の
菓
子
の
う
ち
で
も
っ
と
も

羊
嚢
が
好
だ
。

あ
の
肌
合
が
滑
ら
か
に
、
徽

別
段
食
い
た
く
は
な
い
が

密
に
、

し
か
も
半
透
明
に
光
線
を
受
け
る
具
合
は
、

ど
う
見
て
も

一
個
の

美
術
品
だ
。

「
羊
糞
」
を
ご
個
の
美
術
品
」
と

と

〈食
〉
を
越
え
て

見
倣
し
て
い
る
。
谷
崎
も
ま
た
羊
糞
の

「肌」

「
色
あ
い
の
深
さ
、
複
雑

さ
」
を
賞
賛
し

と
す
る
の
で
あ
る
が
和
菓
子
に
求
め
ら
れ

「
膜
想
的
」

て
い
る
美
し
さ
は

こ
の
種
の
視
覚
的
な
肌
触
り
の
次
元
に
限
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
和
菓
子
の
菓
銘
に
触
れ
よ
う
。
菓
銘
と
い
う
の
は
、

「
羊
糞
」

と
い
う
名
で
は
な
い
。
名
称
に
つ
い
て
言
え
ば
、

「
栗
」
羊
糞
や

「柿」

羊
糞
の
よ
う
に
材
料
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く

「
新
秋
山
」

の
如
く
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別
に
風
雅
な
名
前
を
も
っ
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
を
「
菓
銘
」

4

と
い
う

羊
糞
の
味
わ
い
は
、

そ
の
美
味
や
味
覚
を
越
え
た
青
磁
の
如
き
「
肌
合
」

や

「
色
合
い
」

に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
風
雅
の
滋
味
に
あ

る
。
谷
崎
と
は
別
の
角
度
か
ら
和
菓
子
の
開
示
す
る
世
界
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

2 

菓
銘
一
和
菓
子
の
名
前

菓
銘
に
つ
い
て
は
、
先
日
亡
く
な
っ
た
加
藤
周

一
が
日
本
に
特
有
の
も

の
と
述
べ
て
い
る
。
日
木
文
化
を
誇
示
す
る
意
図
は
全
く
な
い
が
、
確
か

に
日
本
は

「
和
菓
子
に
も
立
派
な
名
前
が
付
い
て
い
る
国
で
す
っ

「十伐
の



梅
」
と
か

「
春
の
月
」
と
か
、
羊
か
ん
な
ら
ば
、
味
は
ど
う
せ
似
た
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
う
が
。
こ
れ
ほ
ど
菓
子
の
名
前
が
文
学
的
な
国
は
、
私

の
知
る
か
ぎ
り
、

他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
」

5

と
の
指
摘
は
木
当
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

旅
先
で
、

お
土
産
に
菓
子
を
購
入
す
る
話
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
に
写
真
を

示
し
て
い
る
の
は

広
島
の
八
ケ
所
の
名
所
に
因
む

「
庚
島
八
景
」

6

と

い
う
菓
子
で
、
茶
事
に
も
用
い
ら
れ
る
。
写
真
2
は
、
菓
子
の
説
明
の
た

め
、
八
ケ
所
の
写
真
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
島
土
産
と
し

て
日
本
中
に
知
ら
れ
て
い
る
菓
子
は
「
紅
葉
鰻
頭
」

で
あ
る
。

3 

土
産
に
関
す
る
小
考

〈
土
産
〉

と
書
い
て
日
本
語
で
は

と
読
む
。
英
語
で
は

「
み
や
げ
」

、

目
O
C〈
白
コ
－
『

加
一
コ
な
ど
と
訳
さ
れ
よ
う
。
旅
先
の
地
で
と
れ
る

－
U
『
白
回
目
コ
円
、

産
物
を
、
帰
郷
に
際
し
持
ち
帰
り
、
郷
里
の
人
々
に
配
る
贈
り
物
で
あ

る
。
土
産
は

こ
の
よ
う
に
し
て
旅
先
か
ら
郷
里
へ
人
が
帰
還
す
る
際

に
、
二
つ
の
世
界
の
架
け
橋
と
な
る
。
土
産
は
、
旅
を
し
た
者
か
ら
、
郷

里
の
人
へ
の
贈
り
物
で
あ
る
。
た
だ
の
贈
り
物
で
は
な
く
、
旅
に
関
す
る

物
語
が
付
随
す
る
。
土
産
は

プ
レ
ゼ
ン
ト

で
あ
る
が

（
℃
H
a
冊
目
叩
コ
け

旅
の
思
い
出
の
物
語
（
土
産
話
）
と
共
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
旅
の

思
い
出
を
分
か
ち
合
う
場
合
、

お
土
産
｜
紅
葉
鰻
頭
｜
は
、

む
し
ろ
リ

・

プ
レ
ゼ
ン
ト

つ
ま
り
旅
を
し
た
者
の
体
験
や
記
憶
の
代

（
「
？
刀
『
刊
回
目
コ
円
）

、

理
的
H
再
現
的
な
表
象
で
あ
る
。
紅
葉
は
、
鹿
と
共
に
宮
島
へ
の
旅
の
焦

点
的
な
記
憶
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

4 

「
紅
葉
鰻
頭
」
考

菓
銘
の
由
来
を
記
そ
う
。

一
九
O
五
年
の
秋
、
も
み
じ
谷
と
い
う
紅
葉

の
名
所
の
あ
る
宮
島
に
遊
ん
だ
伊
藤
博
文
は

と
あ
る
茶
店
で
休
憩
し

た
。

（
一
九

O
五
年
、
伊
藤
博
文
、
韓
国
の
人
に
と
っ
て
は
忘
れ
難
い
記

憶
の
始
ま
り
で
あ
る
。
）

一
人
の
乙
女
が
伊
藤
に
お
茶
を
給
仕
し
た
と

ろ
、
そ
の
手
を
見
て

「
も
み
じ
の
よ
う
な
手
だ
」
と
褒
め
た
。
爾
来
、

のも
-44-

み
じ
の
葉
を
か
た
ど
っ
て
鰻
頭
を
焼
き
始
め
た
の
が

「
も
み
じ
鰻
頭
」

由
来
と
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
鰻
頭
は
菓
子
の
名
で
あ
る
。
菓
子
は
、
今

日
で
は
、
常
食
で
の
栄
養
摂
取
が
十
分
に
足
り
た
上
で
の
噌
好
品
で
あ

り
、
栄
養
と
い
う
食
事
の
直
接
的
目
的
か
ら
解
放
さ
れ
た
食
品
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
逆
説
的
な
食
べ
物
で
あ
る
。
7

「
紅
葉
鰻
頭
」

は
菓
子
名
と
菓
銘
の
合
わ
さ
っ
た
名
称
で
あ
る
。
名
称

の
一
部
を
な
す
「
紅
葉
」

は
秋
の
季
節
の
景
物
で
あ
る
。
も
み
じ
の
葉
を

象
る
そ
の
形
状
に
よ
っ
て
、
紅
葉
鰻
頭
は
、
見
る
者
に
黄
葉
す
る
樹
林
、

ひ
い
て
は
秋
の
季
節
を
象
徴
的
に
示
す
。
中
国
の

「
月
餅
」
も
似
て
い
よ

ぅ
。
中
に
各
種
の
飴
の
詰
ま
っ
た
菓
子
で
あ
る
が
、

円
形
の
形
状
が
見
る

者
に
満
月
を
喚
起
す
る
が
故
に
中
秋
の
名
月
8

に
準
え
ら
れ
、
中
秋
節
に



は
贈
り
物
に
用
い
ら
れ
る
。
家
族
の
団
結
と
繁
栄
を
祈
願
す
る
意
を
含
む

菓
子
で
あ
る
。

菓
子
の
数
多
の
属
性
の
中
か
ら
主
に
形
状
を
以
て
、
紅
葉
や
月
と
の
見

た
自
の
類
似
を
挺
子
に
、
菓
子
に

「紅
葉
」

や
「
月
」

と
い
う
風
雅
な
名

前
（
菓
銘
）
を
付
け
る
こ
と
を
〈
見
立
て
〉
と
呼
ん
で
い
る
。

（
こ
の
意

味
で
の
見
立
て
は
、
視
覚
的
な
隠
喰
で
あ
る
。）

こ
の
時

紅
葉
鰻
頭
や
月
餅
は
菓
子
と
い
う
現
実
の
文
脈
と
、
紅
葉

（鳳
）
や
月
が
示
す
風
雅
の
文
脈
と
の
二
重
の
文
脈
に
属
し
て
い
る
。
二

重
の
文
脈
に
属
し
て
い
る
の
は
、

見
ら
れ
る
対
象
だ
け
で
は
な
い
。
見
ペコ

め
る
我
々
も
ま
L
P

二
方
で
現
実
の
人
で
あ
り

ま
た
他
方
で
風
雅
の
世

界
、
美
的
世
界
に
遊
ぶ
住
人
で
あ
る
か
ら
、
二
重
の
文
脈
に
属
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
紅
葉
鰻
頭
と
い
う
名
称
は
、
菓
銘
と
し
て
は
変
種
で
、
実
際

は
、
世
俗
的
現
実
と
風
雅
世
界
の
両
方
の
役
割
が
鰻
頭
そ
し
て
紅
葉
と
い

う
名
前
で
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

第
2
章

〈
見
立
て
〉
に
つ
い
て

2 

〈
見
立
て
〉
の
美
的
変
身

皿
を
舞
台
に
菓
子
が
紅
葉
や
月
を
演
じ
て
い
る
の
と
相
即
的
に
、

見
る

側
の
美
的
演
技
な
い
し
変
身
の
次
元
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
美
的
変
身

は
、
美
的
な
作
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
余
所
の
家
を
訪
問

し
、
眼
の
前
に
「
唐
衣
」

（
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る

ぱ
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
）
や
「
最
中
」
が
供
さ
れ
た
な
ら
ば
、
眼
前

の
菓
子
が
、

現
実
と
風
雅
の
二
つ
の
世
界
に
属
す
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
を

弁
え
知
っ
て

口
に
す
る
前
に
し
ば
し
、
風
雅
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
の
で

き
る
美
的
教
養
が
大
切
で
あ
る
。
菓
子
を
燕
子
花
や
満
月
と
し
て
見
る

際
、
菓
子
が
燕
子
花
や
満
月
に
視
覚
的
に
比
喰
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知

し
て
、

見
る
方
が
ま
た
比
愉
的
認
識
を
超
え
て
風
雅
の
境
地
に
遊
ぶ
作
法

と
教
養
が
大
切
で
あ
る
。
前
景
で
あ
る
菓
子
を
味
わ
い
楽
し
む
に
留
ま
ら

ず
、
菓
銘
の
示
す
後
景
の
世
界
に
心
を
飛
ば
し
て
＜
塵
外
の
境
地
＞
に
浸
－Aι

寸

る
こ
と
こ
そ
、

見
立
て
で
は
肝
要
で
め
る
。
紅
葉
鰻
頭
を
食
べ
な
が
ら
、

広
島
で
の
旅
の
出
来
事
を
回
想
し
つ
つ
、
古
歌
の

「
奥
山
に
紅
葉
ふ
み
わ

け
鳴
く
鹿
の
声
き
く
と
き
ぞ
秋
は
か
な
し
き
」

（
鍍
丸
大
夫
）
境
地
に
し

ば
し
浸
る
こ
と
も
乙
で
あ
ろ
う
。
こ
の
精
神
は
、
何
も
菓
子
に
限
ら
れ
る

訳
で
は
な
い
0

9

2 

2 

〈
見
立
て
〉
の
種
別
に
つ
い
て

卑
俗
な
現
実
の
な
か
に
風
雅
の
要
素
を
見
出
し

そ
れ
を
味
わ
う
〈
見

立
て
〉
と
い
う
伝
統
が
あ
る
。
風
雅
の
種
を
美
的
な
作
品
（
製
品
）

稿！J

作
す
る

〈
仕
立
て
〉

の
伝
統
が
あ
る
。
後
者
は
具
体
的
に
は
紅
葉
と
い
う

風
雅
の
種
と
世
俗
的
な
鰻
頭
と
を
結
び
つ
け
る
構
想
に
拠
っ
て

こ
れ
を



実
際
の
紅
葉
鰻
頭
に
〈
仕
立
て
〉

る
創
作
で
あ
る
。
単
純
化
を
恐
れ
つ
つ

繰
り
返
そ
う
。
小
麦
粉
と
油
と
砂
糖
蜜
な
ど
か
ら
で
き
た
生
地
で
箇
を
包

ん
で
い
る
円
形
の
菓
子
。
こ
の
菓
子
を
満
月
と
し
て
敢
え
て
美
的
な
認
識

を
行
う
こ
と
が

〈
見
立
て
〉

で
あ
る
。
鰻
頭
を
も
み
じ
の
葉
の
形
に
し
た

ら
面
白
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で

こ
の
発
想
に
従
い
、
も
み
じ
型
の
鰻
頭

を
造
る
こ
と
が

〈
仕
立
て
〉

で
あ
る
。
簡
単
に
前
者
を

〈
認
識
の
見
立

て
〉
、
後
者
を
〈
造
形
の
見
立
て
〉
な
い
し

〈
仕
立
て
〉
と
い
お
う
。

日
木
で
は
中
国
の
文
化
を
受
容
す
る
の
に
も

こ
の
見
立
て
の
認
識
と

造
形
を
適
用
し
た
。
そ
の
場
合
、
漢
つ
ま
り
中
国
が
雅
、
和
つ
ま
り
日
木

が
俗
。
次
に
和
漢
雅
俗
の
重
合
す
る
表
現
を
検
討
す
る
。
そ
の
前
に
、
簡

単
に
見
立
て
の
種
別
に
つ
い
て
図
表
I
に
整
理
し
た
の
で
、
参
考
に
さ
れ

」

」

、

0

・4’’’
u
v

図表I

見立ての対象 見立ての仲立ち 見立ての性格 実 例

ヒ喰的認識＂ 疎遠 ・未知 ・抽象 身近・熟知 ・ 疎遠を常識的にする 理論的認識
のく見立て＞ 具体的事物や出来事 たとえの遠近法 例 「電池」

「電祈し」
「電圧」

電気そ水で
理解

想像の＂ 俗世 ・此方 彼方・聖 ・雅 ・彼岸 身辺に遥かな事を認め 近江八景
＜見立て＞ 具体的 古典・異郷・彼岸 心で架橋する逆遠近法

＜仕立て＞の 古典 ・異郷 ・彼岸 身近で熟知の生活 高尚 ・本格に卑近 ・俗 座敷八景 ・

＜見立て〉 彼方 ・聖 ・雅 ・風流 身辺 ・当世 ・俗世 を絢い交せ．て表現する 逢身八契

八景菓子
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風
景
の
＜
見
立
て
＞
と
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
リ

漏
湘
八
景
げ
に
倣
っ
た
近
江
八
景
の
知
き
風
景
の
見
立
て
は

2 

3 

〈
見
立

て
〉
の
代
表
的
文
化
現
象
の
一
つ
で
あ
る
。
他
に
も
例
え
ば
岩
木
山
を
津

軽
富
士
と
言
い
、
大
山
を
伯
者
富
士
と
言
い
、

地
元
の
山
を
富
士
山
に
見

立
て
る
例
が
あ
る

3

土
地
を
代
表
す
る
山
岳
に
日
本
を
代
表
す
る
富
士
山

を
重
ね
て
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
〈
富
士
〉
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
川
で
あ
る
。
説
明
し
よ
う
。
固
有
名
詞
の
富
士
山
は
、
山
梨

と
静
岡
の
両
県
に
跨
が
り
箪
え
る
コ
ニ

l
デ
型
の
休
火
山
に
し
て
日
本
一

の
高
さ

三
七
七
六

m

と
秀
麗
な
山
容
を
誇
る
我
が
国
を
代
表
す
る
独

立
峰
に
し
て
云
々
、

と
無
数
の
文
化
的

・
社
会
的

・
自
然
的
属
性
の
担
い

手
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
、
無
数
の
属
性
を
担
う
の
で

は
な
く
、
地
域
を
代
表
す
る
高
い
山
、
独
り
貸
え
立
つ
姿
の
秀
麗
さ
等
、

富
士
山
と
言
え
ば
想
起
さ
れ
る
社
会
的
に
共
有
の
知
識
や
特
性
か
ら
な
る

個
性
的
な
表
象
つ
ま
り
富
士
山
〈
ら
し
さ
〉

で
あ
る
。
全
国
至
る
所
に
存

在
す
る

O
O富
士
は
、

地
方
の
山
岳
、
か
富
士
山
の
型
に
〈
見
立
て
〉
ら
れ

た
結
果
な
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
流
布
に
は
富
山
獄
を
描
い
た
絵
画

を
甫
め
様
々
の
文
化
所
産
が
貢
献
し
て
い
よ
う
。
そ
の
お
陰
も
あ
っ
て
、

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
自
然
的
環
境
を
離
脱
し
、
常
識
の
世
界
に
自
生
し
、
社

会
的
身
体
と
い
う
共
同
体
に
根
づ
い
て
い
る
。

社
会
の
一
員
と
し
て
教

養
を
身
に
着
け
る
と
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
認
識
の
枠
・
発
想
の
型
と
し
て
働

く
。
例
え
ば
、
絵
画
や
詩
歌
に
描
か
れ
歌
わ
れ
た
富
士
山
の
イ
メ
ー
ジ
を

投
影
し
て
地
元
の
名
山
を
観
る
所
、

心
に
触
発
さ
れ
た

眼
前
の
山
岳
は
、

芸
術
世
界
で
富
士
山
像
を
演
技

・
模
倣
す
る
わ
け
で
あ
る
。

富
士
山
と
同
じ
こ
と
が
、
漏
湘
八
景
の
場
合
に
も
言
え
る
。
繍
湘
八
景

は
中
国
の
実
在
の
風
景
か
ら
離
脱
し

日
本
人
の
教
養
の
中
に
融
け
込

み
、
周
知
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
げ

2 

4 

近
江
八
景
の
想
像
的
見
立
て
に
つ
い
て

琵
琶
湖
畔
に
立
ち
、
眼
前
に
広
が
る
風
景
に
、
詩
や
画
で
知
る
漏
湘
八

景
を
重
ね
て
見
る
時
、

八
景
の
根
ざ
す
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
、
中
国
か
ら
日

勺
I

A
斗

八
景
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
新
し
く
近
江
－

本
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
て
い
る
。

の
風
光
に
受
肉
す
る
事
態
は
、
他
方
で
眼
前
の
光
景
の
文
化
的
典
範
へ
の

「
な
ぞ
ら
へ
」

『
風
俗
文
選
』
中
に
千
那
は

「
近
江
八
景
序
」

で
あ
る
。

と
題
し
た
一
文
を
編
み

「
近
江
八
景
は
、
湖
水
の
絶
景
を
あ
っ
む
。
比
良

堅
固
よ
り
、

三
井
石
山
に
つ
ら
な
り
、
粟
津
辛
崎
を
見
渡
し
、
勢
田
矢
橋

を
合
せ
、
漏
湘
の
八
景
に
な
ず
ら
で

八
の
所
を
定
む
。

（
以
下
略
）
」

ー
と
述
べ
る
。

こ
れ
は
格
の
高
い
異
文
化
の
名
所
の
型
に
自
国
の
風
景
を
な
ぞ
ら
え
て

受
容
す
る
ユ
ニ

ー
ク
な
文
化
翻
訳
の
姿
勢
で
あ
る
。
ー
自
然
的
地
形
の
上

に
文
化
的
な
地
図
を
転
写
し
重
ね
合
わ
せ
、
新
し
く
「
八
の
所
を
定
」

む



と
い
う
形
で
景
観
と
共
に
、

そ
の
見
方
も
創
出
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
彼
方
の
景
観
が
此
方
に
転
写
さ
れ
、
我
が
国
の
各
地
に
O
O
八
景
が
多

数
出
現
げ
す
る
。
そ
れ
は
塞
術
の
力
を
借
り
た
景
観
の
創
作
で
も
あ
る

が
、
景
観
を
見
る
視
線
の
創
出
な
の
で
あ
る
。

オ
ス
カ

l
・
ワ
イ
ル
ド
は

〈
整
術
は
自
然
を

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

模
倣
す
る
〉
を
逆
転
し
、

〈
自
然
が
萎
術
を
模
倣
す
る
〉
と
述
べ
た
が

こ
の
逆
説
は
、
我
々
が
検
討
し
て
い
る
瀬
湘
八
景
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま

る
。
彼
は
『
虚
言
の
衰
退
』
の

一
節
で

唯

私
が
指
摘
し
た
い
こ
と

は
、
ア

l
ト
が
生
活
を
模
倣
す
る
よ
り
も
遥
か
に
広
汎
に
生
活
が
ア
ー
ト

を
模
倣
す
る
と
い
う

一
般
的
な
原
則
で
す
。
自
然
は
我
々
を
生
ん
だ
偉
大

な
母
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
は
我
々
の
生
み
出
し
た
も
の
な
の
で
す
。

（
中
略
）
現
在
、

人
々
は
霧
を
み
る
。
霧
が
出
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、

詩
人
や
画
家
が
尽
力
し
て
霧
の
不
思
議
な
魅
力
を
人
々
に
教
え
た
か
ら

だ
。

過
去
、

何
世
紀
も
の
問
、

た
し
か
に
霧
が
あ
っ

ロ
ン
ド
ン
に
は
、

た
。
あ
る
に
は
あ
っ
た
、

と
敢
え
て
言
い
ま
し
ょ
う
。

見
る
人

し
か
し
、

ま
、
よ
追
っ
こ
o

l
L
，f

カ
ペ
ア

そ
う
い
う
訳
で
、
霧
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
人
々
は
何

に
も
知
ら
な
か
っ
た
。
芸
術
が
霧
を
発
見
す
る
ま
で
霧
が
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
。
」

l

近
世
的
〈
見
立
て
〉

〈仕
立
て
〉
と
し
て
の
見

の
表
現
行
為
、

つ
ま
り

立
て
の
特
徴
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
近
江
八
景
」
の
〈
仕
立
て
〉

近
江
八
景
山
は
、

第
3
章

「
漏
湘
八
景
」
を
模
し
て
琵
琶
湖
の
南
域
に
定
め
ら

れ
た
名
所
で
あ
る
。
明
応
九
年
（

一
五
O
O
年）

公
卿
の
近
衛
政
家

が
、
近
江
の
湖
水
地
方
の
美
し
さ
を
讃
え
る
の
に
、
漏
湘
八
景
に
因
み
、

八
首
の
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
拠
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
成
立

下
記
に

の
6

A
斗

八
景
と
共
に
和
歌
を
提
出
す
る
。
近
江
八
景
の
八
ケ
所
の
名
称
を
見
る

－

は
も
っ
と
下
り
、
従
っ
て
実
際
は
、

別
人
の
詠
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
、
中
国
の
漏
湘
の
風
景
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

八
景
を
読
み
込
ん
だ
近
衛
政
家
の
和
歌

石
山
秋
月

r
引
山
争
、
鳴
の
梅
て
る
ハ
か
げ
は
明
引
も
川別府
も
ほ
か
な
ら
ぬ
技

瀬
田

（
勢
多
）
夕
照

政
時
一山
も
る
山
速
く
過
ぎ
き
つ
つ
タ
H
の
わ
た
る
勢
多
の
長
橋

粟
津
晴
嵐

主
は
り
ふ
嵐
に
つ
れ
て
円
船
も
T
船
も
浪
の
業
沖
に
古川
す
る

矢
（
八
）
橋
帰
帆

点
帆
ひ
き
て
八
橋
に
川
町
る
船
は
A

，
れ山川
の
戸
川
を
あ
と
の
追
風

三
井
晩
鐘

思
う
そ
の
暁
ち
ぎ
る
は
じ
め
と
ぞ
ま
づ
き
く

川
の
人
あ
ひ
の
戸

唐
崎
夜
雨

政
の
一山
に
庁
を
ゆ
づ
り
て
タ
風
を
よ
そ
に
そ
だ
て
る
山
川
崎
の
訟

堅
固
落
雁

宅
あ
ま
た
越
え
て
経
路
に
ま
づ
近
き
弔
問
に
な
び
き
滞
つ
る
一
胞
が
ね



比
良
暮
雪

f
I
ふ
る
る
比
良
の
高
織
の
夕
暮
れ
は
佐
町
盛

り
に
す
ぐ
る

4
か
な

3 

安
藤
広
重
作
「
近
江
八
景
」

二
八
三
四
年
）

安
藤
広
重
の

「
近
江
八
景
」
図
は
、
伝
近
衛
政
家
詠
の
和
歌
を
画
中
上

部
の
雲
に
書
き
込
ん
だ
も
の
で
、

江
戸
後
期
の
名
所
絵
の
ス
タ
イ
ル
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
掲
出
の
も
の
は
縦
版
で
あ
る
が
、
彼
は
償
版
の
近
江
八

景
は
じ
め
、
幾
種
か
の
八
景
名
所
絵
を
制
作
し
て
い
る
。
中
世
か
ら
近
世

に
か
け
て
の
日
本
で
は
、

山
水
画
の
繍
湘
八
景
や
博
多
八
景
の
漢
詩
な
ど

を
創
作
し
て
い
た
が
、
水
墨
画
か
ら
浮
世
絵
、
漢
詩
か
ら
和
歌
へ
の
展
開

が
示
す
よ
う
に
、
近
世
に
入
る
と
中
国
文
化
を
日
本
的
な
形
へ
と
変
容
す

る
形
で
受
容
す
る

一
種
独
特
の
翻
訳
文
化
が
盛
行
し
た
。
そ
れ
は
中
国
の

拡
大
で
あ
り
、
中
国
の
日
本
化
で
も
あ
る
。
最
初
は
、
漏
湘
八
景
を
描
く

詩
歌
や
絵
画
を
直
輸
入
し
て
鑑
賞
し
て
い
た
が
、

や
が
て
図
の
模
倣
や
同

構
想
の
漢
詩
の
創
作
を
経
て
、
自
分
の
関
心
に
合
わ
せ
て
八
景
観
を
解
体

変
容
さ
せ
て
再
製
し
て
い
く
。

こ
の
日
木
化
の
過
程
は
ま
た
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
化
の
進
行
で
も
あ
る
。

れ
は
漏
湘
八
景
が
、

日
本
人
の
心
に
根
ざ
し
て
、
物
を
認
識
す
る
際
に
認

識
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
始
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、

日
本
人
の
心
と
は

一
人

一
人
の
心
で
も
あ
る
が
、

日
木
と
い
う
歴
史
的
な

社
会
の
集
合
的
心
で
あ
る
。
共
同
体
が
共
同
の
体
を
持
つ
な
ら

共
同

の
心
を
持
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
共
同
の
心
、
英
語
な
ら

gョ
ョ
。
コ

同町
コ
回
目
即
ち
常
識
と
い
っ
て
よ
い
。

風
景
と
し
て
の

こ
の
よ
う
に
し
て
実
在
の
対
象
か

「
漏
湘
八
景
」

l土

ら
、
認
識
の
基
準
、
認
識
の
枠
組
み
、

発
想
の
型
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
い

く
。
実
景
か
ら
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
生
じ
る
媒
介
と
な
る
の
は

（ム
「，
日
の

名
称
で
は
）
多
く
の
套
術
作
品
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
墾
術
作
品
の
次
元

で
、
絵
画
や
漢
詩
の
受
容
や
模
倣
と
い
う
具
体
的
な
文
化
現
象
を
、
例
え

ば
所
謂
美
術
史
の
枠
組
み
で
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、

私
は
文
化
の
継
承

や
生
産
の
論
理
で
考
え
て
み
た
い
。

3 

2 

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
の
〈
灘
湘
八
景
〉
に
つ
い
て

-49-

〈
見
立
て
〉
は
、
焦
点
的
事
象
の
根
差
す
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
転
移
す
る

文
化
の
翻
訳
現
象
で
あ
る
。
焦
点
が
、
落
雁
の
場
合
に
は

「
平
沙
落
雁
」

か
ら
「
堅
固
落
雁
」

か
ら
「
近
江

へ
、
八
景
の
場
合
に
は
「
繍
湘
八
景
」

八
景

へ
。
八
景
は
そ
れ
ぞ
れ
、
漢
字
四
字
で
構
成
さ
れ

こ
れ
は
二
字

そ

ず
つ
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
二
段
階
の
レ
ベ
ル
で
の
場
所
と
標
題
の
組

み
合
わ
せ
で
あ
る
。
雁
は
洞
庭
湖
に
舞
い
降
り
て

「
平
沙
落
雁
」

。
琵
琶

湖
に
下
り
て

「
堅
田
落
雁
」

。
楽
器
の
昨
今
の
上
に
下
り
れ
ば

「
琴
柱

（

H
琴
路
）
落
雁
」

。
落
雁
と
い
う
題
の
場
面
が
平
沙
か
ら
堅
固
に
転
位
す

る
よ
う
に
、

八
景
と
い
う
題
と
場
面
の
八
個
の
組
み
合
わ
せ
は
、
中
国
の



湖
南
か
ら
日
本
の
近
江
と
い
う
場
所
へ
と
転
位
す
る
。
こ
の
八
景
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
は
、
題
と
場
面
と
場
所
の
三
位
相
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
そ

の
内
、
最
も
具
象
性
の
高
い
題
の
契
機
、
例
え
ば

「
落
雁
」

や
「
帰
帆
」

や
「
秋
月
」
が
、
美
的
な
表
象
を
形
成
し
て
い
く
際
の
核
と
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
見
立
て
の
創
作
で
肝
腎
な
の
は

こ
の
焦
点
的
な
題
を
い

か
な
る
場
面
や
場
所
に
設
定
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
＜
八
景
＞
と

い
う
詩
学
（
H
創
作
学
）
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

江
戸
時
代
に
は
、

こ
れ
を

現
実
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
眼
前
の
事
象
に
輝
き
を
与
え
る
よ
り

は
、
現
実
の
世
界
を
一
つ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
介
し
て
理
解
し
形
成
す
る
際

の
美
的
な
道
具
に
な
っ
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。

世
に
八
景
と
い
ふ
こ
と
の

こ
F

」
に
も
か
し
こ
に
も
多
か
る
は

と
も
ろ
こ
し
の
国
の
、
な
に
が
し
の
八
景
と
い
ふ
を
な
ら
ひ
て
さ
だ
陀
た

る
、
近
江
八
景
ぞ
は
じ
め
な
め
る
を
、

又
そ
れ
に
な
ら
ひ
て
な
り
け
り
。

さ
る
は
む
げ
に
見
ど
こ
ろ
も
な
き
と
こ
ろ
を
さ
へ
に
、

し
ひ
て
入
れ
な
ど

し
た
る
が
お
ほ
か
る
は

い
か
に
ぞ
や
。
ま
こ
と
に
そ
の
景
を
賞
と
な
ら

ば
、
け
し
き
よ
き
か
ぎ
り
を
と
り
て
こ
そ
、
さ
だ
む
ベ
け
れ
。
そ
の
か
ず

に
は
さ
ら
に
か
か
は
る
ま
じ
く

い
く
つ
に
で
も
有
ベ
き
に

数
を
か
た

く
守
り
て

か
な
ら
ず
八
ツ
に
と
と
の
へ
む
と
し
て
る
こ
そ

こ
ち
な
く

お
ぽ
ゆ
れ
。

（
本
居
宣
長
『
玉
勝
間
』
十
二
の
巻
「
八
景
と
い
ふ
事
」

） 

2 I 

宣
長
の
い
う
よ
う
に
、
美
し
い
風
景
で
も

い
つ
も
八
箇
所
見
所
を
設

定
す
る
の
は
不
自
然
で
、

そ
の
作
為
が
面
白
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ

の
通
り
で
あ
ろ
う
。

八
景
と
い
う
観
念
の
図
式

し
か
し

こ
の
こ
と
は

が
規
範
化
し
て

こ
の
モ

J

ア

一
つ
の
風
景
の
モ
デ
ル
と
し
て
尊
重
さ
れ

ル
に
従
っ
て
、
漏
湘
八
景
に
そ
っ
く
り
で
は
な
く

い
わ
ば
そ
の
形
式
を

借
り
て
風
景
を
認
識
し
、

あ
る
い
は
景
観
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
、
当
時

の
盛
ん
な
風
潮
を
偲
ば
せ
よ
う
。
漏
湘
八
景
は
、
見
て
美
し
い
風
景
で
は

nu 
r

、J

風
景
を
美
的
に
見
る
た
め
の
詩
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
即
ち
プ
ロ
ト
－

な
く
、

タ
イ
プ
へ
と
変
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
＜
繍
湘
八
景
＞
が
実
景
を
越

も

え
た
現
実
世
界
に
投
射
さ
れ
て
フ
ィ
ル
タ
ー
で
掬
い
取
ら
れ
る
独
自
の
イ

メ
l
ジ
が
表
現
の
面
白
み
と
な
る
。
従
っ
て
、
表
現
の
領
域
も
、
景
観
や

所
謂
墓
術
の
領
域
を
越
え
て
拡
大
し
た
。
八
人
の
美
人
つ
ま
り
美
人
八
景

と
か
着
物
の
意
匠
や
菓
子
の
意
匠
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
詳
し

い
分
析
は
後
日
を
期
し
、
若
干
の
実
例
を
挙
げ
て
お
く
。

第
主
早

八
景
の
庶
民
文
化
へ
の
転
位
一
見
立
て
替
え

4 

喜
多
川
歌
麿
作

「
逢
身
八
契
、

一
勝
半
七
の
母
節
」
口

二
七
九
八
’
九
九
年
）



「
近
江
」
と
「
逢
身
」

で
発
音

oZHが
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
こ
と
で

景
は
地
名
か
ら
恋
愛
へ
と
転
位
し
て
い
る
。

八
つ
の
情
景
は
風
景
と
い
う
自
然
か
ら
人
事
に
転
じ
、

江
戸
の
庶
民
に

と
っ
て
著
名
な
恋
愛
の
場
面
が
八
個
選
ば
れ
て
い
る
。

「
八
景
」
な
ら
ざ

る

「
八
契
」

工島
r
r
2
は
八
組
の
男
女
の
契
り
の
意
味
で
あ
る
。

「
暮
雪
」

∞O
目

2
2は
同
音
異
議
語
に
転
位
し

「
母
節
」

と
い
う
人
妻
の
色
恋
の

つ
の
姿
を
示
す
。

こ
の
よ
う
に
今
回
の
文
脈
転
位
は
、
発
音
の
領
域
で
類
似
性
の
原
理
を

自
在
に
活
用
し
同
音
異
義
語
に
転
位
し
て
い
る
。
場
は
風
景
か
ら
人
事
に

移
り
、

八
組
の
男
女
関
係
の
場
面
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
漏
湘
八

景
に
発
す
る
文
化
的
な
記
憶
は
、

そ
の
内
実
が
捨
象
さ
れ
、
単
に
事
象
認

識
や
文
化
創
作
の
発
想
の
型
と
し
て
八
景
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
了
解
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
も
と
よ
り
、

左
上
の
コ
マ
絵
を
み
る
と
、
近

江
八
景
の

一
場
面
「
比
良
暮
雪
」
が
描
か
れ

こ
の
八
契
図
と
元
の
繍
湘

八
景
図
と
の
関
係
が
意
図
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
も
は
や
両
者
の
関

係
は

「
似
て
い
る
」

「
関
わ
り
が
あ
る

で
あ
る
。

の
で
は
な
く

4 

2 

鈴
木
春
信
作

「
風
流
座
敷
八
景
」

「
座
敷
八
景
」

二
七
六
九
年

春
信
の

「
座
敷
八
景
」

一
点
だ

は
見
立
絵
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。

八

け
述
べ
よ
う
。

元
の
文
脈
を
離
脱
し
、
他
の
場
面

八
景
と
い
う
場
面
が
、

へ
と
越
境

・
転
位
す
る
仕
方
が
特
徴
的
で
あ
る
。
繍
湘
八
景
か
ら
近
江
八

景
へ
の
転
換
は
風
景
と
い
う

ま買

「
同
類
」

の
中
で
の
転
位
で
あ
り
、

似
」
な
い
し

「
類
比
」
に
依
拠
す
る
。
し
か
し

こ
の
座
敷
八
景
は
、
落

雁
・
帰
帆
な
ど
の
見
所
の
場
面
を
屋
外
の
風
景
か
ら
新
た
に
室
内
の
座
敷

道
具
に
移
し
変
え
、
主
題
が
属
す
る
文
脈
を
議
湘
の
地
か
ら
座
敷
道
具
へ

と
奇
抜
に
転
位
さ
せ
て
、
独
自
の
表
現
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
発
想
は
、

連
句
に
言
う

で
あ
る
。
落
雁
や
帰
帆
に
気
付
く
こ
と

〈見
立
て
替
え
〉

が
、
絵
画
解
読
の
眼
目
で
あ
る
。
彼
は
更
に

「
座
敷
八
景
」

を

こ
の

そ
の
味
わ
い
は

P

、J

む
し
ろ
春
情
か
ら
美
的
な
距
離
を
取
る
・

絵
画
解
読
と
い
う
極
め
て
知
的
な
も
の
で
あ
る

o
u

「
風
流
座
敷
八
景
」
と
い
う
春
画
へ
展
開
さ
せ
て
い
る
。

春
情
を
そ
そ
る
も
の
で
は
な
く
、

4 

3 

菓
子
の
八
景

八
景
を
風
景
か
ら
室
内
の
道
具
に
変
換
す
る
こ
と
は
、

な
る
ほ
ど
奇
抜

で
あ
る
が

し
か
し

同
じ
空
間
内
で
の
転
位
で
は
あ
る
。
近
江
の
菓
舗

で
あ
る
茶
丈
藤
村
の

こ
の
菓
銘
に
現
れ
た
コ
ン
セ
プ

「
石
山
秋
月
」

lま

卜
を
菓
子
と
い
う
質
料
を
場
と
し
て
受
肉
さ
せ
て
い
る
。

「
秋
月
」
と
い

う
見
所
の
転
位
す
る
場
所
が

ど
ら
焼
」
と
い
う
菓
子
な
の
で
あ
る
。

「
月
見
ど
ら
焼
」
な
ど
と
銘
打
た
な
い
と
こ
ろ
が
粋
で
あ
る
。

こ
う
し
た



八
景
菓
子
は
探
せ
ば
、

日
本
各
地
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
浅
草
の

満
願
堂
の

「
隅
田
八
景
」

lま

「
大
川
暮
雪

・
今
戸
帰
帆

・
向
島
秋
月

蔵
前
タ
照
・
浅
草
寺
晩
鏡
・
吉
原
土
手
落
雁
・
待
乳
山
青
嵐
・
柳
橋
夜

雨
」
か
ら
な
る
が
、
菓
子
を
包
装
す
る
箱
に
そ
の
意
匠
が
こ
ら
さ
れ
て
い

る
も
の
の
中
身
は
皆
同
じ
芋
羊
雲
で
あ
る
。
東
京
土
産
に
結
構
売
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

結
び

故
郷
と
し
て
の
灘
湘
八
景

こ
の
よ
う
に
美
し
い
繍
湘
の
湖
水
風
景
へ
の
関
心
は
、

ま
ず
中
国
で
現

実
の
景
観
（
自
然
）
を
模
倣
す
る
事
で

「
漏
湘
八
景
図
」
や
詩
歌
と
い
う

整
術
を
生
み
出
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
繍
湘
八
景
の
絵
画
や
詩
歌
が
日
本

や
朝
鮮
に
輸
入
さ
れ
て
、
東
ア
ジ
ア
共
通
の
教
養
と
な
っ
た
。
日
本
で
は

更
に
展
開
し
て
、

八
景
的
な
現
実
の
景
観
を
生
み
出
す
表
象
の
装
置
に
変

貌
し
て
い
る
。
安
藤
広
重
の
浮
世
絵
で

「
近
江
八
景
」

は
日
本
中
に
知
れ

渡
っ
た
。
春
信
の

「
座
敷
八
景
」

「
風
流
座
敷
八
景
」

。
喜
多
川
歌
麿
の

「
逢
身
八
契
」

。
彼
ら
の
浮
世
絵
は
、

風
景
と
い
う
八
景
的
な
景
観
を
描

い
て
い
な
い
。
漏
湘
八
景
と
い
う
美
的
な
文
化
資
源
を
換
骨
奪
胎
的
に
利

用
し
、
新
た
な
絵
画
世
界
を

O
O
八
景
と
い
う
美
的
表
象
と
し
て
構
築

構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
景
は
、
景
観
か
ら
絵
画
、
ま
た
そ
れ
を
越

え
て
日
常
の
生
活
の
領
域
に
拡
大
し
て
い
る
。
表
現
の
場
の
転
位
に
関
し

て
機
能
し
て
い
る
の
は
く
見
立
て
＞
の
詩
学
で
あ
る
。
和
菓
子
で
は
、

)¥.. 

景
の
発
想
で
組
菓
子
を
揃
い
に
仕
立
て
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
り
、

そ
の

分
、
も
と
の
繍
湘
八
景
と
の
繋
が
り
は
希
薄
化
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、

菓
銘
に
繍
湘
八
景
の
名
残
を
留
め
る
和
菓
子
を
口
に
入
れ
れ
ば
、
我
々
は

商
品
と
い
う
美
的
表
象
と
の
戯
れ
を
介
し
て
、

心
で
東

眼
と
舌
を
通
し
、

ア
ジ
ア
の
思
い
出
に
触
れ
て
い
る
。
訪
れ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、

い
つ
の

ま
に
か
漏
湘
の
地
は
、
我
々
の
心
の
故
郷
に
な
っ
て
い
る
。

i主
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w
－
ヴ
エ
ル
シ
ユ

小
林
信
之
訳
『
感
性
の
思
考
美
的
リ
ア
リ
テ
ィ

の
変
容
』
、
勤
草
書
房
、

一
九
九
八
年

2
記
憶
の
問
題
は
、
昨
今
の
研
究
動
向
で
あ
る
が

こ
こ
で
は
以
下
の

著
に
言
及
し
て
お
く
。
都
留
文
科
大
学
比
較
文
化
学
科
『
記
憶
の
比
較
文

レし】
A問

J
4
l

＝一Z2日

戦
争

・
紛
争
と
国
民

・
ジ
ェ
ン
ダ

l
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
柏
書

一房、

二
O
O
三
年

木
下
直
之
『
世
の
途
中
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
｜

近
代
日
本
の
記
憶
』
晶
文
社
、

二
O
O
二
年

3
中
山
圭
子
『
和
菓
子

一
九
九
七
年

夢
の
か
た
ち
』

（
東
京
書
籍
、

十

一
頁
。



4
例
え
ば

「
月
形
の
山
芋
を
羊
糞
生
地
の
真
ん
中
に
置
い
た

「
新
秋

山
凶
」
」

前
出

山
芋
の
代
わ

中
山
著
、
十
三
頁
）
な
ど
。
現
代
で
は

り
に
生
地
の
色
違
い
の
羊
葵
を
入
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
あ
る
程

度
一
般
的
な
名
前
だ
と
す
る
と

そ
れ
ぞ
れ
の
菓
子
店
舗
や
地
域
で
つ
け

る
名
前
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
多
く
は
自
然
の
美
的
な
風
景
に
見
立
て
ら

れ
て
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
繰
り
返
し
に
な
る
が

菓

銘
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
在
、
主
流
の
煉
羊
繋
が
始
ま
っ
た
の
は
十
八

世
紀
末
の
頃
と
い
う
が
、
す
で
に
元
禄
時
代
頃
か
ら
、
羊
嚢
に
は
い
ろ

い
ろ
な
名
前
の
つ
い
た
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
男
重
宝
記
』

（
一
六
九
三
年
）
に
は

こ
う
し
た
羊
雲
の
デ
ザ
イ
ン
と
名
前
が
記
録
さ

れ
て
い
る

（
中
山
、

十
三
頁
）

。
佐
々
木
健
一

『
タ
イ
ト
ル
の
魔
力
』

（
中
公
新
書

二
O
O
一
年
）
参
照
。

5
加
藤
周

『
日
木
文
化
の
か
く
れ
た
形
』

（
岩
波
書
店
、

一
九
八
四

年
）
三
九
頁
。

6 

「
広
島
八
景
」

広
島
ら
し
い
名
所
を
八
ケ
所
選
ん

は
広
島
の
名
所

で
、
菓
子
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
菓
子
舗
株
式
会
社
山
田
屋
の
製
造

で
あ
る
が

「
元
来
は
、
須
美
多
屋
と
い
う
老
舗
の
菓
子
舗
に
て
、
昭
和

三
五
年
頃
か
ら
、
製
造
さ
れ
て
い
る
商
品
。
平
成
十
二
年
四
月
に
、

こ
の

お
店
が
廃
業
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
職
人
さ
ん
と
一
緒
に
、

や
ま
だ
屋

へ
来
て

い
た
だ
き
多
少
の
原
材
料
を
変
更
し
て
、
平
成
十
二
年
十
月

よ
り
商
品
化
」
と
の
こ
と
。

と
よ
り

こ
の

「
広
島
八
景
」

の
影
響
下
に
あ
ろ
う
。
な
お

「
宮
島
八
景
」

と
所
謂
「
厳

（
一
七
九
四

以
ト

山
田
屋
よ
り
筆
者
へ
の
返
答
。
も

の
発
想
は

長
沢
慮
雪
「
｛
呂
島
八
景
」

7
こ
の
鰻
頭

中
国
か
ら
渡
来
し
た
。

島
八
景
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
調
査
中
。一

説
に
二
一
四
一
年
（
仁
治

年
）
、
博
多
の
承
天
寺
の
開
祖

円
爾
弁
円
が
宋
よ
り
帰
朝
し
伝
え
た
も

の
と
い
う
。
西
暦
で
は
同
じ
店
主
年
だ
が
、
年
号
で
は
一
年
早
い
仁
治
元

の
条
に
は

年
、
道
元
著
『
正
法
眼
蔵
』
の

「

看

経

」

「
斎
前
に
点
心
を

お
こ
な
ふ
。
（
中
略
）
あ
る
い
は
鰻
頭
ぃ
ハ
七
箇
。
葉
一
分
、
毎
僧
に
行
ず
る

こ
の
よ
う
に
、
寺
院
で
の

斎

渡食
来べ
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な
り
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

る
点
心
の
鰻
頭
に
は
、
栄
養
摂
取
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

。

（
以
上

O
Lハ
年

一
三

O
頁
。
］
参
照
。

時
期
に
つ
い
て
は
、
中
山
圭
子
『
和
菓
子
の
世
界
』
［
岩
波
書
店
、

る

源
順
）

『
拾
遺
和
歌
集
』

8
最
中
（
水
の
面
に
照
る
月
波
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
今
宵
ぞ
秋
の
最
中
な
り
け

日
本
に
も

（
秋
）
）

。
月
見
因
子
な
ど

月
絡
み
の
菓
子
は
多
い
。
ま
た
月
見
蕎
麦
。

9
松
尾
芭
蕉
の

〈見
立
て
〉
に
触
れ
よ
う
。
眼
前
の
表
現
に
新
し
い
脈
絡

ま
た
連
歌
俳
詰
の
精
神
で
も
あ
る
が
、

で
振
る
舞
う
役
を
与
え
る
の
は
、

こ
の
俳
諮
は
近
世
的
〈
見
立
て
〉

道
』
に

「
岩
手
の
里
に
泊
る
」

の
源
で
あ
る
。
松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細

一
節
が
あ
る
。
岩
手
の
地
域
の
一
部



は
、
か
つ
て
南
部
と
呼
ば
れ
馬
と
人
と
が
一
体
と
な
っ
て
暮
ら
す
農
家
建

築
、
南
部
山
屋
が
著
名
で
あ
る
。
芭
蕉
が
そ
ん
な
農
家
に
宿
泊
し
た
折
の

一
句
を
掲
出
し
よ
う
。

蚤
凱
馬
の
尿
す
る
枕
も
と

夏
目
激
石
は

こ
の
芭
蕉
の
発
句
に
対
し

「
芭
蕉
と
云
う
男
は
枕
元

へ
馬
が
尿
す
る
の
を
さ
え
雅
な
事
と
見
立
て
て
発
句
に
し
た
。

（
『
草

枕
』
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
馬
の
尿
を
リ
ア
ル
に
観
察
す
る
姿

勢
と
そ
れ
を
風
雅
に
転
じ
て
遊
ぶ
風
流
の
姿
勢
の
併
存
が
窺
え
る
。
芭
蕉

は
風
雅
を
求
め
て
旅
に
出
た
。
今
宵
は
、
馬
を
大
事
に
し
て
人
と

一
緒
に

住
む
よ
う
な
田
舎
で
、
蚤
や
嵐
の
い
る
宿
に
泊
ま
る
。
眠
り
の
た
め
に
横

た
わ
る
と
、
壁

一
枚
隔
て
た
厩
か
ら
は
馬
特
有
の
長
い
小
便
の
音
が
聞
こ

え
て
く
る
。
だ
が
人
馬
が
共
に
眠
る
素
朴
な
生
活
の
中
で
は
、
湯
気
を
た

て
て
流
れ
る
馬
の
小
便
は
、
汚
物
ど
こ
ろ
か
、
何
か
し
ら
滑
稽
な
中
に
生

活
へ
の
、

生
へ
の
い
と
お
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
風
雅
は
、
単
に
締
麗
な

も
の
の
愛
好
を
指
す
の
で
は
な
い
。
こ
の
世
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
を

世
俗
と
は
別
の
次
元
で
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
文
化
な
の
で
あ
る
。

日
比
喰
的
認
識
の

〈
見
立
て
〉

縁
遠
い
事
例
や
理
論
な
ど
を
、
身
近
な
具
体
例
を
通
し
て
理
解
す
る

の
類
。
電
気
の
理
論
に
関
連
す
る
事
項
を
水
と
い
う
身
近
な

〈
見
立
て
〉

物
質
の
種
々
の
性
質
を
通
し
て
理
解
す
る
。
そ
の
鍵
と
な
る
言
葉
を
掲
出

す
れ
ば

「
電
流
」
等
々
で
あ
る
。
何
が
身
近
か
は

「
電
圧
」

「
電
池
」

場
合
に
よ
る
。
王
府
井
を
北
京
の
銀
座
に
見
立
て
る
の
は
日
本
人
で
あ

り
、
逆
に
、
銀
座
を
東
京
の
王
府
井
に
見
立
て
る
の
は
中
国
人
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
甲
を
乙
と
し
て
見
立
て
る
場
合
に
、
身
近
な
プ
ロ
ト
タ
イ

プ

で
、
馴
染
み
の
う
す
い
事
物
（
甲
）

を
理
解

・
杷
握
す
る
こ
と

（乙）

が
眼
目
で
あ
る
。
こ
の
＜
見
立
て
＞
を
比
伶
的
理
解
め
見
立
て
と
呼
ぶ
。

こ
の
メ
カ
ニ
ス
ム
は
、
言
語
を
例
に
す
れ
ば
、
隠
愉
的
な
認
識
で
あ
る
。

日
想
像
の

〈
見
立
て
〉

日
本
で
は
、
例
え
ば
和
菓
子
の
菓
銘
に
用
い
ら
れ
る
美
的
イ
メ
ー
ジ
や

4《J

名
称
や
典
拠
と
な
る
和
歌
の
蓄
蔵
さ
れ
た
文
化
的
資
源
の
源
泉
に
は
、
自

国
の
古
典
的
な
文
化
、

即
ち
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
物

語
世
界
も
あ
れ
ば

ま
た
和
歌
の
世
界
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
宮
廷
の
美
的

文
化
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
古
典
的
文
化
も
憧
慢
の
対
象
で

あ
っ
た
。
漏
湘
八
景
が
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
近
江
八
景
を
繍
湘
八
景
と
し

て
受
容
す
る
の
が
典
型
的
事
例
で
あ
る
よ
う
に
、

文
化
的
に
格
上
と
見
倣

さ
れ
る
存
在
（
漏
湘
八
景
）
に
、
眼
前
の
対
象
（
琵
琶
湖
の
風
景
）
を
準

え
る
の
が
、
想
像
の
見
立
て
で
あ
る
。
遥
遠
な
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
観
念
の

枠
組
を
眼
前
の
現
実
に
受
肉
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
身

近
な
事
物
は
、
遥
遠
な
世
界
の
価
値
の
放
射
を
受
け
て
、
輝
く
こ
と
に
な

る
。



は
こ
の
節
は

「
〈
見
立
て
〉

の
美
学
」
（
雑
誌
『
日
本
の
美
学
』

拙
稿

二
四
号

一
九
九
六
年
所
収
）
の
旧
論
考
を
利
用
し
て
い
る
。

日
漏
湘
は

現
在
の
中
国
湖
南
省
の
桐
庭
湖
か
ら
そ
の
南
、
湘
江
と
漏
水

の
交
わ
る
あ
た
り
を
言
う
。
早
く
か
ら
、

そ
の
湖
水
近
辺
の
景
観
が
賞
せ

ら
れ
た
。

そ
う
し
て
十
一
世
紀
の
中
葉
、
北
宋
の
文
人
画
家
宋
迫
が
八

幅
の
画
に
描
い
て
定
め
た
の
が
漏
湘
八
景
で
あ
る
。
こ
れ
は
画
題
で
も
あ

る
が
、

ま
た
八
景
か
ら
な
る
繍
湘
の
実
景
で
も
あ
る
。
山
市
晴
嵐
・
沿
い
村

タ
照
・遠
浦
帰
帆
・
繍
湘
夜
雨
・煙
寺
晩
鐘
・
洞
庭
秋
月
・
平
沙
落
雁
・
江
天
暮

吾骨
三司。

（
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』
・
恵
洪
『
石
門
文
字
禅
』
）
。

凶
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、

。
・
レ
イ
コ
フ
『
認
知
意
味
論
』
（
池
上

嘉
彦
他
訳

・
紀
伊
国
屋
書
店
）
参
照
の
こ
と
。

日
海
外
の
文
物
を
受
容
す
る
際
に
は
、
絵
画
や
文
撃
が
仲
立
ち
と
な
る
こ

と
が
多
い
。
種
々
の

「
近
江
八
景
」
や
春
信
の

「坐
鋪
八
景
」

は
漏
湘
八

景
の
受
容
史
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
が
、

日
木
に
於
け
る
繍
湘
八

景
の
複
雑
で
か
つ
長
き
に
渡
る
受
容
史
な
い
し
変
容
史
自
体
を
述
べ
る
暇

は
な
い
。
木
論
の
考
察
は
、

そ
れ
を
重
要
な
課
題
と
は
し
て
い
る
が
。
絵

商
関
係
で
は
、
太
田
孝
彦
「
室
町
時
代
に
お
け
る
中
国
絵
画
の
受
容
」

（
『
日
本
の
美
術
』
昭
和
堂

5
2年
所
収
）

ま
た
同
氏

「
室
町
時
代

に
お
け
る
漏
湘
八
景
図
」

（
『
芸
術
論
究
』
第
3
号）

武
田
恒
夫
『
絵

画
と
歳
時
』

（
ぺ
り
か
ん
社

（
東
洋
美
術
選
書
）

小
林
忠
『
春
信
』

呉
永
三

「
韓
国
と
日
本
の
八
景
障
扉
画
に
お
け
る
景
の
順
序
の
成
立
と

そ
の
背
景
」
雑
誌
『
美
学
』
二

O
O八
年
第
二
号
、

玉
七

1
し
ハ
九
頁
等
を

参
照
。
呉
永
三
氏
に
拠
れ
ば
、
繍
湘
八
景
図
は
、

「
北
宋
の
宋
迎
、
南
宋

の
王
洪
と
馬
遠
、

元
の
張
遠
、
明
の
王
紋

・
陳
叔
起
の
繍
湘
八
景
図
に
至

る
ま
で
、
す
べ
て
が
横
巻
」
だ
が
、

日
本
で
は
掛
軸
で
ま
た
画
巻
、
画
冊

に
展
開
し
、
全
体
の
画
面
構
成
を
喪
失
し
た

と
い
う
。
詩
歌
の
方
面
の

比
較
的
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、

堀
川
氏
の
優
れ
た
論
考
が
あ
る
。

j粛

湘
八
景
詩
に

つ
い
て
」

（
雑
誌
『
中
世
文
学
』
第
三
四
号
。
中
世
文
学
会
）

ま
た
堀
川
貴
司
著
『
繍
湘
八
景
：
詩
歌
と
絵
画
に
見
る
日
木
化
の
様
相
』

（
臨
川
書
店
、

二
O
O
二
年
）
。
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日
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
世
俳
句
俳
文
集
』
岩
波

げ
芳
賀
徹

「
風
景
の
比
較
文
化
史
」

（『
比
較
文
学
研
究
』
五
十
号

一
九
八
六
年

所
収
）

参
照
。

国
こ
の
点
に

つ
い
て
は
例
え
ば
雑
誌

『
日
木
の
美
学

Z
』
所
収
の
樋
口
忠

彦
「
風
景
と
型
」
、
ま
た
中
村
良
夫
『
風
景
学
入
門
』
（
中
央
公
論
新
書
）

を
参
照
。

同
拙
訳
。
」「
Z
0
2
3
。『「三コ加

加
繍
湘
八
景
図
に
つ
い
て
は
、
既
に
室
町
禅
僧
文
化
圏
で
の
分
厚
い
受
容

の
歴
史
と
研
究
が
あ
る
。
牧
総
の

「繍
湘
八
景
」
図
を
は
じ
め

そ
の
長

き
に
及
ぶ
繍
湘
八
景
の
詩
歌

・
絵
画
に
於
け
る
受
容
の
歴
史
に
つ
い
て
は



割
愛
す
る
が
、
背
景
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
中
国
文
化
へ
の
憧
僚
が
あ
る
。

中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
個
々
の
具
体
的
な
作
品
を
越
え
て
漏
湘
八
景

と
い
う
文
化
的
な
図
式
が
成
立
し
、
繍
湘
八
景
は
図
や
詩
を
超
出
し
て
、

本
人
の
美
的
文
化
世
界
に
於
い
て
、
新
し
い
形
で
展
開
し
た
。
旅
行
や
印
刷

や
商
業
が
盛
ん
と
な
り
、

日
木
各
地
に
繍
湘
八
景
を
モ
デ
ル
と
す
る
八
景
を

設
定
し
、

こ
れ
を
漢
詩
に
一
一献
み
、
或
い
は
水
墨
画
に
描
く
こ
と
か
ら
、
和
歌

に
詠
み
、
或
い
は
浮
世
絵
に
描
く
こ
と
が
流
行
し
、
名
所
絵
が
盛
行
し
た
。

最
も
著
名
な
例
が
近
江
八
景
で
あ
る
。

引
こ
こ
に
は
薄
れ
た
と
は
言
え

「
も
ろ
こ
し
」

つ
ま
り
中
国
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
る
。
漏
湘
八
景
は
、
中
国
に
発
し
、

日
本
と
朝
鮮
で
共
通
の
教
養

と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
事
実
を
宣
長
は
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

辺
こ
の
作
品
を
知
っ
た
の
は
、

国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
図
説
「
見
立
て
」

と

「
ゃ
っ
し
」

（
八
木
書
店
、

二
O
O八
年
）

日
本
文
化
の
表
現
技
法
』

に
拠
る
。
豊
富
な
資
料
を
紹
介
し
て
い
る
。

幻
春
画
の
解
読
に
つ
い
て
は
、

下
記
を
参
照
。
早
川
聞
多
『
春
信
の
春

戸
の
春
』

（
文
塞
春
秋
、
二

O
O
二
年
）
、

早
川
他
編
『
浮
世
絵
春
画
を
読

む

（
上
）
』

（
中
央
公
論
叢
書

二
O
O
O年
）
等
を
参
照
の
こ
と
。

図図

「
も
み
じ
鰻
頭
」

の
図
版
は
、
宮
島
の

「
藤
い
屋
」

の
商
品
案
内
か

秋
月
」
は
、
大
津
市
の

「
茶
丈
藤
村
」

ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
写
真
を
借
用
じ
て
い
る
。
ま
た
図
凶
「
石
山
の

日

の
商
品
案
内
か
ら
、
同
じ
く
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
の
写
真
を
借
用
し
て
い
る
。

もみじ鰻頭図 1

江
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図2 庚島八景
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図4 安藤E主義 f近；i八景・段ffl~経j

i必S 安藤jム－重 戸夕、（八）矯帰帆d

図6鈴木森倹 r.r寝敷八景・ 7三伏い鋳けの帰帆j

図8喜多川歌麿 「逢身八契 ・三勝宇七母節」
図 7鈴木春信 「琴路の落雁」
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図 10 「石山秋月 j （菓子）

図 9 安藤広重 「近江八景 ・石山秋月」

図
日
鈴
木
春
信
「
風
流
座
敷
八
景

・
琴
住
落
雁
」

図
ロ
隅
田
八
景
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