
　
　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
「
方
丈
記
」
冒
頭
文
に
つ
い
て
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
の
な
か
で
、
文
学
・
文
献
学
研
究
と
し
て
の
指
摘
・
考
察
は
、
個
別
の
表
現
に

つ
い
て
、
ま
た
は
文
章
全
体
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
和
漢
の
典
拠
を
さ
が
し
あ
て
る

こ
と
に
、
そ
の
関
心
の
中
心
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
鴨
長
明
が

こ
の
文
章
を
著
す
に
あ
た
っ
て
、ど
の
よ
う
な
文
章
を
発
想
の
源
と
し
て
い
る
か
、

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
先
行
文
学
の
表
現
を
ふ
ま
え
た
叙
述
を
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
が
、
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、「
方
丈
記
」
の
文
章
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
と

考
え
ら
れ
る
。
内
容
上
ま
た
は
形
式
上
の
個
別
の
典
拠
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
こ
の
文
章
自
体
が
日
本
語
の
文
章
と
し
て
ど
の
よ

う
な
構
造
を
も
つ
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
文
や
文
章
そ
の
も
の
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
語
の
文
章
史

の
な
か
で
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
、
こ
の
文
章
の
よ
り
精
確
な
読
解
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

文
学
作
品
に
つ
い
て
、
国
語
学
・
日
本
語
学
の
側
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
、
従

来
と
は
異
な
る
解
釈
を
し
め
し
た
研
究
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
小
松
英

雄
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
知
ら
れ
る
ほ
か
、
藤
原
浩
史
に
よ
る
一
連
の
枕
草
子
研

究
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
文
学
研
究
に
お
い
て
、
先
行
す
る
注
釈
等

を
無
批
判
に
継
承
し
て
き
た
部
分
に
、
言
語
学
的
な
側
面
か
ら
光
を
あ
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
通
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
解
釈
を
み
ち
び
き
だ
し
た
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
先
学
の
ひ
そ
み
に
倣
い
、「
方
丈
記
」
冒
頭
文1
を

題
材
と
し
て
、
先
行
注
釈
に
お
け
る
指
摘
を
議
論
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
、
こ

の
文
章
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
先
行
の
文
学
作
品
等
に
み
ら
れ
る
表
現
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
こ

の
文
章
が
日
本
語
の
文
章
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
表
し
た
も
の
な
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
、
方
法
の
中
心
を
置
く
。

　

さ
て
、「
方
丈
記
」
の
本
文
と
し
て
は
、
現
在
一
般
的
に
も
っ
と
も
信
頼
の
お

け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、「
大
福
光
寺
本
」
の
本
文
に
し
た
が
う
。『
大
福

光
寺
本 
方
丈
記
』（
古
典
保
存
会
、一
九
二
六
）
を
翻
字
し
た
本
文
を
し
め
す
と
、

つ
ぎ
の
と
お
り
に
な
る
。
な
お
、
文
（
セ
ン
テ
ン
ス
）
ご
と
に
①
～
⑯
の
通
し
番

号
を
付
し
た
。
二
節
以
降
の
本
論
中
で
は
主
に
、
第
一
文
、
第
二
文
、
…
…
と
い

っ
た
指
示
の
し
か
た
を
す
る
。

流
れ
は
絶
え
ず

　
　
　
　

―
「
方
丈
記
」
冒
頭
の
文
と
文
章
の
構
造
―

 

鳴　

海　

伸　

一

流
れ
は
絶
え
ず

一



① 
ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
シ
テ
シ
カ
モ
ヽ
ト
ノ
水
ニ
ア
ラ
ス

②  
ヨ
ト
ミ
ニ
ウ
カ
フ
ウ
タ
カ
タ
ハ
カ
ツ
キ
エ
カ
ツ
ム
ス
ヒ
テ

　

 

ヒ
サ
シ
ク
ト
ヽ
マ
リ
タ
ル
タ
メ
シ
ナ
シ

③ 

世
中
ニ
ア
ル
人
ト
栖
ト
又
カ
ク
ノ
コ
ト
シ

④ 

タ
マ
シ
キ
ノ
ミ
ヤ
コ
ノ
ウ
チ
ニ
棟
ヲ
ナ
ラ
ヘ
イ
ラ
カ
ヲ
ア
ラ
ソ
ヘ
ル

　

 

タ
カ
キ
（
い
）
ヤ
シ
キ
人
ノ
ス
マ
ヒ
ハ
世
〻
ヲ
ヘ
テ
ツ
キ
セ
ヌ
物
ナ
レ
ト

　

 

是
ヲ 

◦マ 

コ
ト
カ
ト
尋
レ
ハ
昔
シ
ア
リ
シ
家
ハ
マ
レ
ナ
リ

⑤ 

或
ハ
コ
ソ
ヤ
ケ
テ
コ
ト
シ
ツ
ク
レ
リ

⑥ 

或
ハ
大
家
ホ
ロ
ヒ
テ
小
家
ト
ナ
ル

⑦ 

ス
ム
人
も
是
ニ
同
シ

⑧ 

ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス
人
モ
ヲ
ホ
カ
レ
ト

　

 

イ
ニ
シ
ヘ
見
シ
人
ハ
二
三
十
人
カ
中
ニ
ワ
ツ
カ
ニ
ヒ
ト
リ
フ
タ
リ
ナ
リ

⑨ 

朝
ニ
死
ニ
夕
ニ
生
ル
ヽ
ナ
ラ
ヒ
（
た
だ
）
水
ノ
ア
ハ
ニ
ソ
似
リ
ケ
ル

⑩ 

不
知
ウ
マ
レ
死
ル
人
イ
ツ
カ
タ
ヨ
リ
キ
タ
リ
テ
イ
ツ
カ
タ
ヘ
カ
去
ル

⑪ 

又
不
知
カ
リ
ノ
ヤ
ト
リ
タ
カ
為
ニ
カ
心
ヲ
ナ
ヤ
マ
シ

　

 

ナ
ニ
ヽ
ヨ
リ
テ
カ
目
ヲ
ヨ
ロ
コ
ハ
シ
ム
ル

⑫ 

ソ
ノ
ア
ル
シ 

◦ト 

ス
ミ
カ
ト
無
常
ヲ
ア
ラ
ソ
フ
サ
マ

　

 

イ
ハ
ヽ
ア
サ
カ
ホ
ノ
露
ニ
コ
ト
ナ
ラ
ス

⑬ 

或
ハ
露
ヲ
チ
テ
花
ノ
コ
レ
リ

⑭ 

ノ
コ
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
ア
サ
日
ニ
カ
レ
ヌ

⑮ 

或
ハ
花
シ
ホ
ミ
テ
露
ナ
ヲ
キ
エ
ス

⑯ 

キ
エ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
夕
ヲ
マ
ツ
事
ナ
シ

　

④
の 

（
い
） 

と
あ
る
部
分
は
、
大
福
光
寺
本
で
は
一
文
字
分
汚
れ
て
不
明
で
あ

り
、
他
の
諸
本
に
よ
っ
て
通
常
「
い
」
が
補
わ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
④
・
⑫
の 

◦マ 

・
◦ト 

と
あ
る
部
分
は
、
大
福
光
寺
本
の
本
文
に
お
い
て
、
字
間
に 

◦ 

が
、

そ
の
右
傍
に「
マ
」「
ト
」が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
⑨
の （
た
だ
） 

と
あ
る
部
分
は
、
虫
損
の
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
も
他
の
諸
本
に
よ
っ
て
通
常
「
た

だ
」
が
補
わ
れ
る
。

　

本
論
中
で
引
用
す
る
際
、
こ
れ
ら
の
補
わ
れ
た
り
書
き
入
れ
ら
れ
た
部
分
に
つ

い
て
は
、
読
み
や
す
く
補
っ
た
形
で
引
用
す
る
。
ま
た
、
本
論
中
で
は
適
宜
、
漢

字
を
ふ
り
句
読
点
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
も
使
用
す
る
。

　

文
の
区
切
り
方
は
現
行
の
「
方
丈
記
」
の
諸
注
釈
で
は
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
な
ら
う
も
の
で
あ
る
。

　

⑯
の
あ
と
は
い
わ
ゆ
る
五
大
災
厄
の
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
を
一
つ

の
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
持
つ
「
冒
頭
文
」
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
こ
の
中
を
さ
ら
に
い
く
つ
の
小
段
落
に
分
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て
も
、
特
に
そ

の
点
に
つ
い
て
従
来
に
な
い
段
落
構
成
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
次
節
以
降

の
分
析
で
あ
き
ら
か
に
な
る
通
り
、
①
～
③
を
第
一
段
、
④
～
⑨
を
第
二
段
、
⑩

か
ら
⑯
を
第
三
段
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
節
以
降
は
、
第
一
文
か
ら
順
に
、「
方
丈
記
」
冒
頭
の
文
・
文
章
を
検
討
し

て
い
く
。

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
八
号

二



　
　
　
　

二　

第
一
文

　

冒
頭
の
一
文
ま
た
は
そ
れ
を
含
む
冒
頭
部
分
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
漢
籍
の
典

拠
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
次

の
論
語
や
、
文
選
・
歎
逝
賦
の
文
章
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

1　

子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
。
不
舍
昼
夜
。 

（
論
語
、
子
罕
第
九
）

　
　

2 　

方
丈
記
と
て
、
仮
名
に
て
書
き
置
け
る
も
の
を
見
れ
ば
、
は
じ
め
の
詞

に
、

　
　
　

 　
　

行
く
水
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず

　
　
　

と
あ
る
こ
そ
、

　
　
　
　
　

世
閲
人
而
為
世　

人
苒
々
行
暮

　
　
　
　
　

河
閲
水
而
為
河　

水
滔
々
日
度

　
　
　

と
い
ふ
文
を
書
け
る
よ
、
と
お
ぼ
え
て
、
い
と
あ
は
れ
な
れ
。

 

（
十
訓
抄
、
九
ノ
七
）

1
は
、
川
の
流
れ
を
見
な
が
ら
、
人
が
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
絶
え
間

が
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
2
は
、「
十
訓
抄
」
の
一
節
で
あ
る
が
、「
方
丈

記
」
冒
頭
文
を
、
文
選
・
歎
逝
賦
の
、「
世
は
人
が
集
ま
っ
て
で
き
、
人
は
し
だ

い
し
だ
い
に
老
い
て
い
く
。
川
は
水
が
集
ま
っ
て
で
き
、
水
は
滔
々
と
流
れ
る
。」

と
い
う
文
章
内
容
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
万
葉
集
・
拾
遺
集
中
の
人
麻
呂
歌
な
ど
が
、
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

　

文
選
・
歎
逝
賦
に
つ
い
て
は
、
ご
く
最
近
の
研
究
に
お
い
て
も
、
新
間
水
緒
（
二

〇
一
四
）
で
は
、
冒
頭
の
一
文
だ
け
で
な
く
、
冒
頭
文
全
体
に
わ
た
っ
て
「
歎
逝

賦
」
注
文
の
影
響
が
み
と
め
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
典
拠
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
文
章
を
み
て
も
、
内
容
の
上
で
類
似
し
て

い
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
点
以
外
に
、
形
式
の
上
で
、
つ
ま
り
個
別
の
言
語
表
現

の
点
で
は
、
方
丈
記
の
文
章
と
必
ず
し
も
似
て
は
い
な
い
。
明
確
な
典
拠
が
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
を
逐
語
訳
し
て
こ
の
文
章
が
成
り
立
っ
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
、

そ
れ
は
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。
仮
に
発
想
の
上
で
、
そ
の
内
容
を

ふ
ま
え
て
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
典
拠
」
が
、（
あ
る
い
は
複
数
）

あ
る
と
し
て
も
、
結
果
と
し
て
で
き
あ
が
っ
た
こ
の
文
章
は
あ
く
ま
で
も
当
時
の

日
本
語
の
文
章
と
し
て
読
む
必
要
が
ま
ず
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
文
章
が

そ
れ
自
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
構
造
と
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

意
図
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
典
拠
さ
が
し
と
は
ひ
と
ま
ず
別

に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
も
の
が
典
拠
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
て
い
る
か
、
と
い
っ

た
こ
と
に
対
す
る
理
解
も
よ
り
深
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
典
拠
と
し
て
の
蓋
然
性
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
容

理
解
上
の
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は

日
本
語
の
文
章
と
し
て
の
こ
の
「
方
丈
記
」
冒
頭
文
が
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持

ち
、ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
表
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
を
、

本
稿
で
は
目
的
と
す
る2
。

　
二
―
一
　
ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
シ
テ

　

冒
頭
の
「
ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
シ
テ
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ

う
な
内
容
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
よ
り
直
接
的
に
は
何
と
現
代
語
訳
（
逐
語

流
れ
は
絶
え
ず

三



訳
）
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ユ
ク
」
と
「
ナ
カ
レ
（
流
れ
）」
が
意
味
的
に
重
複
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。「
河
ノ
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
シ
テ
（
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
）」
と
で
も
す
れ

ば
、
表
さ
れ
る
べ
き
意
味
は
そ
れ
で
十
分
に
表
さ
れ
、
そ
の
場
合
「
ユ
ク
」「
ユ

ク
河
」と
い
う
表
現
は
何
を
意
図
し
た
も
の
か
が
不
明
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
三
木
紀
人
校
注（
一
九
七
六
）で
は
、「
意
味
的
に
は
不
要
に
近
い「
ゆ

く
」
が
、
川
の
流
動
感
を
印
象
的
に
伝
え
る
」
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
推
敲
を

か
さ
ね
て
で
き
あ
が
っ
た
は
ず
の
冒
頭
文
の
冒
頭
第
一
語
に
「
不
要
」
な
語
が
現

れ
る
と
は
考
え
難
い3
。
ま
た
、
佐
竹
昭
広
校
注
（
一
九
八
九
）
で
は
「「
ユ
ク
水
」

と
言
わ
ず
、
用
例
の
稀
な
「
ユ
ク
河
」
の
語
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
法
句

経
に
依
拠
し
た
と
推
測
す
る
」
と
し
て
、
典
拠
と
の
関
わ
り
で
理
解
し
よ
う
と
す

る4
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、「
稀
」
で
は
あ
っ
て
も
「
ユ
ク
河
」
と
い
う
表

現
は
日
本
古
典
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
は
そ
れ
と
の
表
現
上
の
関
連
を
考

え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
典
拠
に
し
た
が
っ
て
書
い
た
た
め
に
日
本
語

と
し
て
稀
（
あ
る
い
は
不
自
然
）
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
方
向
で
考
え
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
し
た
ら
、
当
然
そ
れ
は
受
け
入
れ
が
た
い5
。
こ
こ
は
、「
ユ

ク
河
」
と
い
う
表
現
が
何
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
考
察
を

す
す
め
た
い
。

　
「
ユ
ク
河
」
と
い
う
表
現
は
、
き
わ
め
て
用
例
が
少
な
い
な
が
ら
、
万
葉
集
に

次
の
よ
う
に
二
例
見
ら
れ
る
。

　
　

3 　

行
く
川
の
過
ぎ
ゆ
く
人
の
手
折
ら
ね
ば
う
ら
ぶ
れ
立
て
り
三
輪
の
檜
原

は 

（
万
葉
集
、
巻
第
七
、
一
一
一
九
）

　
　

4 　

大
君
の　

遠
の
朝
廷
そ　

み
雪
降
る　

越
と
名
に
負
へ
る　

天
離
る　

　
　
　

 

鄙
に
し
あ
れ
ば　

山
高
み　

川
と
ほ
し
ろ
し　

野
を
広
み　

草
こ
そ
繁
き   

鮎
走
る　

夏
の
盛
り
と　

島
つ
鳥　

鵜
飼
が
伴
は　

行
く
川
の　

清
き
背

ご
と
に　

篝
さ
し　

な
づ
さ
ひ
上
る

 

（
万
葉
集
、
巻
第
十
七
、
四
〇
一
一
）

3
は
、
過
ぎ
行
く
人
々
が
手
折
ら
な
い
の
で
、
三
輪
の
檜
原
が
さ
び
し
そ
う
に
立

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
歌
の
一
部
で
あ
る
4
は
、
鵜
飼
た
ち
が
川

の
清
い
瀬
ご
と
に
篝
火
を
と
も
し
て
い
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。い
ず
れ
も
、「
方

丈
記
」
と
同
様
に
「
行
く
川
の
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

4
に
つ
い
て
は
、
万
葉
集
中
に
「
…
…
川
（
の
）
清
き
背
」
と
い
う
表
現
が
八

例
あ
り
、
一
種
の
定
型
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
5
の
よ
う
に
、
川
の
固
有
名

を
冠
し
、
特
定
の
川
を
指
す
も
の
が
多
い
が
、
固
有
名
の
無
い
4
の
ば
あ
い
も
、

こ
う
し
た
表
現
の
ひ
と
つ
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

5 　

夕
さ
ら
ず
か
は
づ
鳴
く
な
る
三
輪
川
の
清
き
瀬
の
音
を
聞
か
く
し
良
し

も 

（
万
葉
集
、
巻
第
十
、
二
二
二
二
）

　

そ
し
て
3
は
、「
過
ぎ
ゆ
く6
」
に
係
る
枕
詞
（
的
用
法
）
と
い
え
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
問
題
の
「
方
丈
記
」
の
当
該
箇
所
も
、
枕
詞
（
的
用
法7

）
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か8
。
そ
の
場
合
、何
に
係
る
か
と
い
え
ば
、

「
ナ
カ
レ
」
も
し
く
は
「
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
（
シ
テ
）」
で
あ
る
。
3
の
例
が
「
過

ぎ
ゆ
く
」
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
、
内
容
的
に
も
ご
く
類
似
し
た
も
の
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
ユ
ク
」
を

不
要
の
も
の
と
す
る
必
要
も
な
く
な
る
。

　
「
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
（
シ
テ
）」
と
は
、〈
流
れ
が
絶
え
な
い
、
絶
え
ず
流
れ
る
〉

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
当
然
な
が
ら
先
行
す
る
文
学
作
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品
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

6　

あ
ひ
見
て
は
心
ひ
と
つ
を
か
は
し
ま
の
水
の
流
れ
て
絶
え
じ
と
ぞ
思
ふ

 

（
伊
勢
物
語
、
二
十
二
）

　
　

7　

有
栖
河
お
な
じ
流
れ
は
変
ら
ね
ど
見
し
や
昔
の
影
ぞ
忘
れ
ぬ

 

（
新
古
今
和
歌
集
、
八
二
七
）

　
　

8　

年
を
経
て
絶
え
ず
な
が
れ
し
涙
に
も
舟
の
浮
か
ば
ぬ
時
は
な
か
り
き

 

（
う
つ
ほ
物
語
、
春
日
詣
）

　
　

9 　

し
か
あ
り
し
よ
り
こ
の
か
た
、
そ
の
道
盛
り
に
興
り
、
そ
の
流
れ
今
に

絶
ゆ
る
こ
と
な
く
し
て
、
色
に
ふ
け
り
心
を
の
ぶ
る
な
か
だ
ち
と
し
、
世

を
治
め
民
を
や
は
ら
ぐ
る
道
と
せ
り
。 
（
新
古
今
和
歌
集
、
仮
名
序
）

6
、
7
は
、
川
の
水
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
、
8
は
涙
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
9
は
、
和
歌
の
道
の
流
れ
と
い
う
、
よ
り
抽
象
的
な
も
の
に
つ
い
て
言

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
部
分
の
文
・
句
の
構
造
と
し
て
は
、

　
　

ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ
ハ　

タ
エ
ス
シ
テ

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
主
述
の
構
造
で
は
な
く
、

　
　

ユ
ク
河
ノ　

ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
シ
テ

と
い
う
よ
う
に
「
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
（
シ
テ
）」
が
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
そ

れ
で
ひ
と
ま
と
ま
り
で
、「
ユ
ク
河
ノ
」
が
枕
詞
的
に
そ
れ
に
係
る
構
造
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る9
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
ユ
ク
河
ノ
」
を
枕
詞
（
的
用
法
）
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
、
こ
の
冒
頭
文
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
が
な
る
の
か
。
そ
れ
は

こ
の
文
お
よ
び
後
続
の
文
の
構
造
に
つ
い
て
の
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
よ
っ
て
、

あ
き
ら
か
に
な
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、「
流
れ
は
絶
え
ず
」
と
は
何
の
ど
う
い
う

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
解
決
す
べ
き
疑
問
と
し
て
生
じ
る
。

そ
の
疑
問
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
次
の
部
分
へ
す
す
む
こ
と
に
す
る
。

　
二
―
二
　
シ
カ
モ

　

続
く
「
シ
カ
モ
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
の
接
続
詞
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
「
方
丈
記
」
冒
頭
文
の
解
釈
の
問
題
と
し
て

は
、
多
く
の
意
見
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
お
け
る
「
し
か
も
」
の

解
釈
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
意
見
が
対
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。
一
つ
は
、

一
種
の
「
逆
接
」
的
に
〈
そ
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
〉
と
い
っ
た
意
味
で
理
解

し
よ
う
と
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
、〈
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
え
〉
と
い

っ
た
よ
う
に
、
現
代
語
の
「
し
か
も
」
と
同
様
の
「
累
加
・
添
加
」
の
意
味
で
理

解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
「
し
か
も
」
の
用
例
を
い
く
つ
か
み
て
み
る
こ
と
と
す
る10
。「
し
か
も
」

は
漢
文
訓
読
語
と
考
え
ら
れ
、
和
文
系
統
の
文
献
に
は
用
例
が
少
な
い
が
、
比
較

的
早
い
時
代
の
「
し
か
も
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　

10 　

中
古
の
躰
は
学
び
や
す
く
し
て
、
然
も
秀
歌
は
難
か
る
べ
し
。
詞
古
り

て
風
情
ば
か
り
を
詮
と
す
べ
き
故
也
。 

（
無
名
抄
）

　
　

11 　

か
や
う
に
間
々
に
皆
一
律
を
ぬ
す
め
る
に
、
五
の
穴
の
み
、
上
の
間
に

調
子
を
持
た
ず
し
て
、
し
か
も
間
を
く
ば
る
事
等
し
き
ゆ
ゑ
に
、
そ
の
声

不
快
な
り
。 

（
徒
然
草
、
二
一
九
）

10
は
、
同
じ
長
明
の
筆
に
な
る
歌
論
書
「
無
明
抄
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
和

歌
の
歌
風
に
つ
い
て
、
中
古
の
も
の
は
、
学
び
や
す
い
も
の
の
秀
歌
は
少
な
い
と

流
れ
は
絶
え
ず

五



い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
11
は
、笛
の
穴
の
配
置
を
述
べ
た
も
の
で
、「
五
の
穴
」

だ
け
、
上
の
穴
と
の
音
の
間
隔
が
異
な
っ
て
い
る
の
に
、
穴
と
穴
の
物
理
的
間
隔

は
等
し
い
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
い
文
献
に
見
ら
れ
る

「
し
か
も
」
に
は
、
前
件
で
述
べ
ら
れ
る
内
容
と
後
件
で
述
べ
ら
れ
る
内
容
と
が
、

相
反
す
る
内
容
、
も
し
く
は
通
常
併
存
し
に
く
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多

く
み
ら
れ
、
方
丈
記
の
こ
の
部
分
の
「
し
か
も
」
を
一
種
の
「
逆
接
」11

と
し
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、こ
う
し
た
用
例
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

時
代
は
下
る
が
、
た
と
え
ば
、
平
安
朝
を
舞
台
に
し
、
古
代
語
の
要
素
を
も
取

り
入
れ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
、
芥
川
龍
之
介
の
「
偸
盗
」
に
お
い
て
、
以
下
に
挙

げ
る
よ
う
な
「
し
か
も
」
が
見
ら
れ
る
の
も
、
そ
う
し
た
用
例
を
意
識
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
　

12
ａ 　

老
婆
は
、
肩
で
息
を
し
な
が
ら
、
侍
の
屍
體
の
上
に
横
た
は
つ
て
、

ま
だ
相
手
の
髻
を
と
ら
へ
た
、
左
の
手
も
ゆ
る
め
ず
に
、
し
ば
ら
く
は

苦
し
さ
う
な
呻
吟
の
声
を
つ
づ
け
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
白
い
眼
を
、
ぎ

よ
ろ
り
と
一
つ
動
か
す
と
、
干
か
ら
び
た
唇
を
、
二
三
度
無
理
に
動
か

し
て
、「
お
爺
さ
ん
。
お
爺
さ
ん
。」
と
、
か
す
か
に
、
し
か
も
な
つ
か

し
さ
う
に
、
自
分
の
夫
を
呼
び
か
け
た
。
が
、
誰
も
こ
れ
に
答
へ
る
も

の
は
な
い
。

　
　
　

ｂ 　

母
の
膝
を
離
れ
て
か
ら
、
何
年
に
も
感
じ
た
事
の
な
い
、
静
な
、
し

か
も
力
強
い
安
息
で
あ
る
。

　
　
　
ｃ 　

猪
熊
の
爺
は
、
形
の
な
い
、
気
味
の
悪
い
「
死
」
が
、
辛
抱
づ
よ
く
、

丹
塗
り
の
柱
の
向
う
に
、
ぢ
つ
と
自
分
の
息
を
窺
つ
て
ゐ
る
の
を
感
じ

た
。
残
酷
に
、
し
か
も
又
落
着
い
て
、
自
分
の
苦
痛
を
眺
め
て
ゐ
る
の

を
感
じ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
が
少
し
づ
つ
居
ざ
り
な
が
ら
、
消
え
て

ゆ
く
月
の
光
の
や
う
に
、
次
第
に
枕
下
へ
す
り
よ
つ
て
来
る
の
を
感
じ

た
。

 

（
芥
川
龍
之
介
「
偸
盗
」）

12
ａ
の
「
か
す
か
」
で
あ
る
こ
と
と
「
な
つ
か
し
さ
う
」
で
あ
る
こ
と
、
12
ｂ
の

「
静
」
で
あ
る
こ
と
と
「
力
強
い
」
こ
と
、12
ｃ
の
「
残
酷
」
で
あ
る
こ
と
と
「
落

着
い
て
」
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
相
反
す
る
性
質
も
し
く
は
通
常
併
存
し
に
く

い
性
質
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
で
見
た
古
代
語
「
し
か
も
」
の
特
徴
と
一
致

す
る
。
こ
う
し
た
用
法
は
、
現
代
語
（
こ
の
場
合
芥
川
の
生
き
た
時
代
も
含
め
て

考
え
る
）
の
「
し
か
も
」
と
し
て
は
や
や
違
和
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
こ
で
「
方
丈
記
」
の
冒
頭
文
内
の
構
造
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、

こ
の
後
の
文
章
中
に
、「
棟
ヲ
ナ
ラ
ヘ
イ
ラ
カ
ヲ
ア
ラ
ソ
ヘ
ル
タ
カ
キ
い
ヤ
シ
キ

人
ノ
ス
マ
ヒ
ハ
世
〻
ヲ
ヘ
テ
ツ
キ
セ
ヌ
物
ナ
レ
ト
是
ヲ
マ
コ
ト
カ
ト
尋
レ
ハ
昔
シ

ア
リ
シ
家
ハ
マ
レ
ナ
リ
」（
第
四
文
）
と
あ
り
、「
ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス
人
モ
ヲ
ホ

カ
レ
ト
イ
ニ
シ
ヘ
見
シ
人
ハ
二
三
十
人
カ
中
ニ
ワ
ツ
カ
ニ
ヒ
ト
リ
フ
タ
リ
ナ
リ
」

（
第
八
文
）
と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
冒
頭
の
今
問
題
に
し
て

い
る
一
文
を
ふ
ま
え
、
人
と
住
処
の
あ
り
さ
ま
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
部
分

で
あ
り
、
そ
れ
と
構
造
上
も
並
行
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
ご
く
自
然
な
理
解

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、第
四
文
・
第
八
文
の
ば
あ
い
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
世
々

を
経
て
尽
き
せ
ぬ
」
こ
と
と
「
昔
あ
り
し
家
は
ま
れ
な
り
」
で
あ
る
こ
と
、「
所

も
変
は
ら
ず
人
も
多
」
い
こ
と
と
「
い
に
し
へ
見
し
人
は
二
三
十
人
が
中
に
わ
づ

か
に
ひ
と
り
ふ
た
り
な
り
」
で
あ
る
こ
と
と
が
、「
逆
接
」
的
で
あ
る
さ
ま
が
比

較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
冒
頭
の
一
文
も
、「
逆
接
」
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的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
古
代
語
の
「
し
か
も
」
に
も
、「
方
丈
記
」
冒
頭
の
当
該
箇

所
に
も
、
い
わ
ゆ
る
「
逆
接
」
的
な
意
味
内
容
を
読
み
こ
む
余
地
は
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
安
良
岡
康
作
（
一
九
八
〇
）、
手
崎
政
男
（
一
九
九
四
・

二
〇
〇
九
）
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
逆
接
」
的
読
み
を
否
定
す
る
意
見
も

提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
安
良
岡
康
作
（
一
九
八
〇
）
は
、「
し
か
も
」
に

つ
い
て
、「
な
お
そ
の
う
え
に
、
の
意
。
こ
こ
で
は
、「
上
の
「
流
れ
は
絶
え
ず
し

て
」
と
い
う
状
態
の
上
に
、
と
く
に
、「
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
別
の
状

態
を
付
加
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
接
続
詞
」
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
管
見
の
限
り
、
そ
う
し
た
「
累
加
・
添
加
」
で
の
読
み
を
主
張
す
る

注
釈
に
お
い
て
は
、
こ
と
さ
ら
（
10
～
12
の
よ
う
な
意
味
で
の
）「
逆
接
」
で
な
・

・

い
も
の
と
し
て

・

・

・

・

・

・

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
の
説
明
が
決
し
て
十
分
と
は
言
え

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、手
崎
政
男
（
二
〇
〇
九
）
で
は
「
し
か
も
」

に
つ
い
て
、

　
　

 

こ
の
語
は
、「
そ
れ
に
加
え
て
、そ
の
上
に
、そ
れ
で
い
て
」
と
い
う
よ
う
に
、

先
述
し
た
事
実
の
上
に
、
さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
の
事
実
を
付
け
加
え
よ
う
と

す
る
、
添
加
0

0

の
意
の
接
続
詞
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
逆
接
0

0

の
意
の
「
し
か
し
」

な
ど
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、こ
の
第
一
文
は
、「
河
の
流
れ
」

を
、
総
体
と
し
て
、
恒
常
0

0

・
不
変
0

0

の
相
に
お
い
て
と
ら
え
た
そ
の
観
照
の
上

に
、
そ
の
、「
流
れ
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
「
水
」
を
、
刻
々
に
移

り
ゆ
く
、
変
移
0

0

・
転
変
0

0

の
相
に
お
い
て
と
ら
え
た
観
照
を
添
加
0

0

し
て
、「
恒

常
に
し
て
、
し
か
も
転
変
」
と
、
と
ら
え
る
こ
と
で
、「
河
の
流
れ
」
の
総

体
と
し
て
の
「
実
相
」
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。（
傍
点
原
文
）

と
述
べ
る
の
だ
が
、「
恒
常
に
し
て
、
し
か
も
転
変
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
恒

常
」
と
「
転
変
」
と
の
間
に
「
相
反
す
る
性
質
も
し
く
は
通
常
併
存
し
に
く
い
性

質
」
と
い
っ
た
関
係
を
読
み
取
れ
ば
そ
れ
は
「
逆
接
」
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
議
論
は
必
ず
し
も
か
み
あ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
添
加
と
言

っ
て
も
二
つ
の
性
質
の
意
味
的
関
係
に
よ
っ
て
「
逆
接
」
的
に
な
り
得
る
わ
け
で

あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
累
加
・
添
加
と
い
う
性
質
を
現
代
語
と
同
様
に
古
代
語
に
お
い

て
も
み
と
め
た
う
え
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
反
す
る
性
質
に
つ
い
て
も
（
そ
れ

は
現
代
語
で
は
起
こ
り
に
く
い
）、累
加
・
添
加
し
得
る
も
の
と
し
て
古
代
語
の「
し

か
も
」
を
と
ら
え
る
、
と
い
う
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う12
。
そ
の
う
え
で
、
こ
こ
で

問
題
と
す
べ
き
（
問
題
に
し
得
る
）
こ
と
は
、
こ
の
「
し
か
も
」
に
つ
い
て
、
積

極
的
に
「
逆
接
」
と
し
て
、
つ
ま
り
「（
行
く
川
の
）
流
れ
は
絶
え
な
い
」
こ
と

と
「
も
と
の
水
で
は
な
い
」
こ
と
と
を
相
反
す
る
も
し
く
は
通
常
併
存
し
に
く
い

性
質
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
し
な
い
か
の
違
い
に
帰
結
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
結
局
、
こ
の
場
合
「（
行
く
川
の
）
流
れ
は
絶
え
な
い
」
こ
と
と
、

後
続
す
る
「
も
と
の
水
で
は
な
い
」
こ
と
と
が
内
容
上
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、「
し
か
も
」
が
逆
接
で
あ
る
か
そ

う
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
決
着
は
つ
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
両
者
の
関
係

を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
各
注
釈
に

お
け
る
「
し
か
も
」
の
理
解
に
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

さ
て
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
た
う
え
で
、も
し
こ
の
部
分
に
典
拠
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が
表
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と

は
、
当
該
箇
所
の
「
し
か
も
」
の
文
法
的
意
味
を
考
察
す
る
際
の
「
参
考
」
に
は

流
れ
は
絶
え
ず

七



な
り
得
よ
う
。
し
か
し
ど
う
や
ら
、
中
国
文
献
を
見
て
も
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ

と
は
わ
か
ら
ず
、
こ
の
件
に
つ
い
て
定
説
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
内
容
・
発
想
の
上
で
類
似
し
て
い
て
も
、「
ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ

ハ
タ
エ
ス
シ
テ
」
と
「
モ
ト
ノ
水
ニ
ア
ラ
ス
」
と
の
両
者
に
そ
れ
ぞ
れ
（
で
き
れ

ば
形
式
的
に
も
）
対
応
す
る
箇
所
を
兼
ね
備
え
た
「
典
拠
」
と
い
う
も
の
が
無
い

た
め
に
、
結
局
、「
ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
」
な
い
こ
と
と
「
モ
ト
ノ
水
ニ
ア

ラ
ス
」
で
あ
る
こ
と
と
の
関
係
は
不
明
の
ま
ま
の
こ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
し
か
も
」
が
逆
接
的
解
釈
を
許
容
し
う
る
条
件
と
い
う

観
点
か
ら
考
え
る
。
現
代
語
と
は
異
な
る
古
代
語
の
「
し
か
も
」
の
特
徴
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
こ
の
ば
あ
い
の
「
逆
接
」
的
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
条
件
・
特
徴
と

し
て
、
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
文
（
セ
ン
テ
ン
ス
）
と
文
（
セ
ン
テ

ン
ス
）
と
を
つ
な
い
だ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
語
で
は
、

　
　

13 　

お
爺
さ
ん
は
、
い
つ
も
、
ひ
ど
く
低
い
声
で
言
ふ
。
し
か
も
、
言
葉
の

後
半
は
、
口
の
中
で
澱
ん
で
、
あ
あ
、
と
か
、
う
う
、
と
か
い
ふ
や
う
に

し
か
聞
え
な
い
。 

（
太
宰
治
「
お
伽
草
紙
・
舌
切
雀
」）

の
よ
う
に
、
文
と
文
を
「
し
か
も
」
が
接
続
す
る
こ
と
が
ご
く
普
通
に
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
二
つ
め
と
し
て
、
あ

る
性
質
を
そ
な
え
つ
つ
、
別
の
、
そ
れ
と
は
異
な
る
性
質
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
、

と
い
っ
た
意
味
内
容
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
、「
逆
接
」

的
な
解
釈
が
し
や
す
く
な
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
前
述
（
注
11
）
し
た
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
も
論
理
的
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
意
味
内
容
上
の
「
逆
接
」
と
と
ら
え

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
12
の
芥
川
の
例
も
奇
し

く
も
そ
う
し
た
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
方
丈
記
」
冒
頭
の
こ
の
一
文
に
お
け
る
「
し
か
し
」

は
、
本
稿
の
解
釈
の
し
か
た
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
逆
接
」
的
な
解

釈
が
十
分
可
能
な
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
二
段
以
降
と
の
関
係
も
あ
わ
せ

考
え
て
、
一
応
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
う
え
で
、
こ
の
文
の
解
釈
作
業
を
つ
づ

け
る
こ
と
に
す
る
。

　

な
お
、
そ
う
し
た
「
逆
接
」
的
な
「
し
か
も
」
を
現
代
語
訳
す
る
際
に
は
、
相

反
す
る
性
質
も
し
く
は
通
常
併
存
し
に
く
い
性
質
を
、
累
加
・
添
加
す
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、〈
そ
れ
で
い
て
〉
と
す
る
の
が
穏
当
と
い
え
よ
う
か
。
こ
う
し
て
お

け
ば
、
は
っ
き
り
「
逆
接
」
と
読
む
立
場
と
も
、
そ
う
し
た
読
み
を
否
定
す
る
立

場
と
も
、
矛
盾
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
二
―
三
　
モ
ト

　
「（
ユ
ク
河
ノ
）
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
シ
テ
」
と
「
シ
カ
モ
」
で
つ
な
が
れ
る
、「
モ

ト
ノ
水
ニ
ア
ラ
ス
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
代
表
的
な
注
釈
書
に
お

け
る
現
代
語
訳
で
は
、「
そ
の
川
の
流
れ
を
な
し
て
い
る
水
は
刻
刻
に
移
っ
て
、

も
と
の
水
で
は
な
い
の
だ
」（
簗
瀬
一
雄
一
九
七
一
）、「
そ
の
河
の
水
は
、
も
と

の
同
じ
水
で
は
な
い
」（
安
良
岡
康
作
一
九
八
〇
）、「
水
は
も
と
の
水
で
は
な
い
」

（
神
田
秀
夫
校
注
・
訳
一
九
九
五
）、
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
解
釈
の
際
に
重
要
な
の
は
、「
モ
ト
」
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
流
れ
が
絶

え
ず
し
て
、「
モ
ト
」
の
水
で
は
な
い
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
モ
ト
と
は
、

い
つ
と
比
べ
た
、
い
つ
の
時
点
の
状
態
を
さ
し
て
い
る
の
か
。

　
「
も
と
」
と
は
、ふ
つ
う
、あ
る
時
点
を
基
準
に
し
て
、そ
れ
よ
り
前
（
の
状
態
）、

も
し
く
は
そ
の
中
の
あ
る
一
時
点
（
の
状
態
）
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
八
号

八



代
語
の
み
な
ら
ず
、
古
代
語
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
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さ
れ
ど
、
こ
ぼ
ち
わ
た
せ
り
し
家
ど
も
は
、
い
か
に
な
り
に
け
る
に
か
、

悉
く
も
と
の
様
に
し
も
作
ら
ず
。 

（
方
丈
記
）

と
あ
る
「
方
丈
記
」
の
一
節
に
お
け
る
「
も
と
」
と
は
、
家
が
こ
わ
れ
て
し
ま
う

前
の
状
態
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
壊
れ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
基
準
と

し
て
、
そ
う
な
る
ま
え
の
、（
こ
の
ば
あ
い
あ
る
程
度
持
続
的
な
）
時
間
を
さ
す

も
の
で
あ
る
。

　

で
は
当
該
箇
所
の
「
モ
ト
」
は
ど
う
か
。
前
掲
の
諸
注
釈
で
は
、「
も
と
」
と

そ
の
ま
ま
訳
し
て
い
る
た
め
、
時
間
の
断
絶
や
状
態
の
変
化
が
ど
こ
に
あ
る
の
か

不
明
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
川
の
水
が
絶
え
ず
流
れ
る
、
そ
の
任
意
の
二

時
点
を
と
り
、
ど
の
二
時
点
を
と
っ
て
も
「
同
じ
状
態
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
い

る
こ
と
に
で
も
す
る
し
か
な
く
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
モ
ト
」
の
使
用

法
と
し
て
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。

　

こ
の
ば
あ
い
も
か
な
ら
ず
何
ら
か
の
基
準
と
な
る
一
時
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
い
つ
か
と
い
え
ば
、
当
然
「
今
」「
現
時
点
」
つ
ま
り
発
話
時
と
い

う
こ
と
に
し
か
な
り
得
な
い
。
そ
れ
で
は
発
話
時
以
前
の
ど
の
時
点
と
比
べ
て
い

る
の
か
。
こ
れ
も
、
水
が
絶
え
ず
流
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
考
え
る
と
、
そ
れ

は
い
つ
で
も
よ
い
、
つ
ま
り
い
つ
で
あ
っ
て
も
理
屈
は
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に

一
応
は
な
る
。
つ
ま
り
、
一
分
ま
え
で
も
、
一
時
間
ま
え
で
も
、
一
か
月
ま
え
で

も
、
一
年
前
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
や
は
り
不
自
然

で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
こ
の
一
文
は
何
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
な
の
か
。

　
二
―
四
　
冒
頭
の
一
文
の
構
造

　

こ
の
文
が
、川
の
水
の
流
れ
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
描
写
し
た
文
な
の
だ
と
す
れ
ば
、

「
も
と
の
水
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
解
釈
が

む
ず
か
し
く
な
る
。
本
稿
で
の
解
釈
で
は
、「
ユ
ク
河
ノ
」が
枕
詞
的
用
法
で
あ
り
、

「（
ユ
ク
河
ノ
）
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
」
で
ひ
と
ま
と
ま
り
と
見
、
従
来
理
解
さ
れ
て

き
た
よ
う
な
主
述
関
係
を
み
と
め
な
い
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、「
シ
カ
モ
」

が
文
と
文
を
つ
な
ぐ
も
の
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
」
と
「
モ

ト
ノ
水
ニ
ア
ラ
ス
」
と
が
、
通
常
併
存
し
に
く
い
性
質
を
あ
わ
せ
も
っ
た
も
の
と

し
て
「
累
加
・
添
加
」
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
主
語
」

が
こ
の
文
に
は
無
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
を
、
骨
組
み
だ
け
の
こ
し

て
簡
略
に
現
代
語
訳
す
れ
ば
、

　
　

流
れ
は
絶
え
ず
、
そ
れ
で
い
て
、
も
と
の
水
で
は
な
い

と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
何
が
・

・

「
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
」
で
あ
り
「
モ
ト
ノ
水
ニ
ア
ラ

ス
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
か
。

　

そ
の
答
え
は
、
第
三
文
に
あ
る
。「
人
ト
栖
（
人
と
住
処
）」
で
あ
る
。「
人
と

住
処
」
が
、
自
分
の
か
つ
て
見
聞
き
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。「
今
」（
発
話
時
）
と
「
昔
」
を
比
べ
て
「
モ
ト
」
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
え
ず
流
れ
る
川
の
水
に
つ
い
て
言
う
の
は
不
自
然
で
も
、
身

の
回
り
の
人
と
住
処
に
つ
い
て
言
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を

述
べ
れ
ば
、
こ
の
一
文
は
、（
そ
し
て
第
二
文
も
）、「
人
と
住
処
」
の
性
質
を
述

べ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
、も
っ
と
も
自
然
な
解
釈
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
文
は
、

川
の
水
の
流
れ
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
描
写
し
た
文
で
も
な
け
れ
ば
、
川
一
般
の
性
質

を
述
べ
た
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

流
れ
は
絶
え
ず

九



　

内
容
的
に
は
、「
ナ
カ
レ
ハ
タ
エ
ス
」
と
は
、
人
や
住
処
の
全
体
が
な
く
な
っ

た
り
途
絶
え
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
モ
ト
ノ
水
ニ
ア

ラ
ス
」
と
は
、
そ
の
全
体
の
流
れ
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
個
々
の
「
人
」
や

「
住
処
」
は
、
以
前
と
同
じ
も
の
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
、
前
掲
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
文
選
の

「
世
閲
人
而
為
世
」「
河
閲
水
而
為
河
」
と
い
う
の
は
、（
日
本
語
表
現
と
し
て
で

な
く
）
内
容
上
、
非
常
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
第
一
文
と
第
二
文
が
、
と
も
に
第
三
文
に
形
式
上
も
内
容
上
も
つ
な

が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
冒
頭
三
文
が
全
体
と
し
て

ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
は
、
の
ち
に
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
て
、

次
節
で
は
第
二
文
の
解
釈
に
う
つ
る
。

　
　
　
　

三　

第
二
文

　
三
―
一
　
ヨ
ト
ミ
ニ
ウ
カ
フ
ウ
タ
カ
タ
ハ
…
…

　

第
二
文
も
、
第
一
文
と
同
様
に
、「
人
と
住
処
」
の
性
質
を
述
べ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、こ
の
文
を
解
釈
す
る
う
え
で
ま
ず
重
要
と
な
る
の
が
、「
ウ
タ
カ
タ
」

で
あ
る
。
各
種
注
釈
で
は
「
水
の
泡
」
と
注
釈
す
る13

が
、
古
典
文
学
に
み
え
る

用
例
で
は
、
単
純
に
「
水
の
泡
」
そ
の
も
の
を
表
し
た
も
の
よ
り
も
、
次
の
よ
う

に
、
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
　

15 　

降
り
止
め
ば
跡
だ
に
見
え
ぬ
う
た
か
た
の
消
え
て
は
か
な
き
世
を
頼
む

哉 

（
後
撰
和
歌
集
、
恋
五
、
九
〇
四
、
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
　

16 　

雨
降
れ
ば
水
に
浮
か
べ
る
う
た
か
た
の
久
し
か
ら
ぬ
は
我
身
な
り
け
り

　

 

（
赤
染
衛
門
集
、
四
五
六
）

い
ず
れ
も
、「
消
え
て
は
か
な
き
」「
久
し
か
ら
ぬ
」
な
ど
、〈
な
が
つ
づ
き
し
な
い
〉

こ
と
を
意
味
す
る
内
容
と
結
び
つ
い
た
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
「
う
た
か

た
」
自
体
が
〈
水
の
泡
〉
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
の
用
例
と
し

て
は
、
は
か
な
さ
を
た
と
え
た
も
の
と
し
て
、
後
続
す
る
「
消
ゆ
」
等
の
表
現
と

の
結
び
つ
き
の
方
を
、
解
釈
上
は
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
方
丈
記
」

当
該
箇
所
も
、「
カ
ツ
キ
エ
（
か
つ
消
え
）」
と
続
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
れ
ば
、
こ
こ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
一
文
め
と
同
様
に
、

　
　

ヨ
ト
ミ
ニ
ウ
カ
フ
ウ
タ
カ
タ
ハ　

カ
ツ
キ
エ
カ
ツ
ム
ス
ヒ
テ

と
い
う
主
述
関
係
に
よ
る
理
解
を
し
り
ぞ
け
、

　
　

ヨ
ト
ミ
ニ
ウ
カ
フ　

ウ
タ
カ
タ
ハ
カ
ツ
キ
エ

と
い
う
よ
う
に
、「
ウ
タ
カ
タ
ハ
カ
ツ
キ
エ
」
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
表
現
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
「
ウ
タ
カ
タ
」
な
の
か
と
い
え
ば
、「
河
」「
流
れ
」「
水
」

の
縁
で
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
前
接
す
る
「
ヨ

ト
ミ
ニ
ウ
カ
フ
」
は
、
こ
れ
も
第
一
文
と
同
様
に
「
ウ
タ
カ
タ
」
に
か
か
る
枕
詞

的
用
法
と
考
え
れ
ば
、
構
造
上
も
第
一
文
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
16
の
例
も
「
水
に
浮
か
べ
る
」
が
枕
詞
的
に
「
う
た
か
た
」
に
か
か
っ

て
い
る14
。

　
三
―
二
　
カ
ツ
キ
エ
カ
ツ
ム
ス
ヒ
テ

　

さ
て
、「
カ
ツ
キ
エ
カ
ツ
ム
ス
ヒ
テ
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
注
釈
書

京
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で
は
、「
か
つ
…
…
か
つ
…
…
」
と
い
う
漢
文
訓
読
由
来
の
表
現
と
し
て
、〈
一
方

で
は
…
…
し
、
ま
た
一
方
で
は
…
…
す
る
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

た
し
か
に
形
と
し
て
は
二
つ
の
「
か
つ
」
が
並
列
し
て
つ
か
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
内
容
で
理
解
す
る
こ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
本
稿
で
も
決
し
て
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、「
か
つ
」
の
用
法
は
そ
う
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
。

次
の
よ
う
に
、「
か
つ
」
が
ひ
と
つ
だ
け
で
〈
は
か
な
く
、
あ
っ
と
い
う
間
に
〉

と
い
っ
た
意
味
を
表
す
用
法
が
あ
る
。

　
　

17 　

う
つ
せ
み
の
世
に
も
似
た
る
か
花
ざ
く
ら
咲
く
と
見
し
ま
に
か
つ
散
り

に
け
り 
（
古
今
和
歌
集
、
春
歌
下
、
七
三
）

　
　

18 　

か
つ
消
え
て
空
に
乱
る
ゝ
泡
雪
は
物
思
ふ
人
の
心
な
り
け
り

 

（
後
撰
和
歌
集
、
冬
、
四
七
九
、
藤
原
か
げ
も
と
）

17
は
、
咲
い
た
と
思
っ
た
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
18
は
、
淡
雪
が
、
降
り
つ
つ
た
ち
ま
ち
消
え
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
当
該
箇
所
と
お
な
じ
「
消
ゆ
」
や
「
散
る
」
に
か
か
り
、
あ
る
も
の
が
す

ぐ
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
よ
ど
み
に
う
か
ぶ
」
は
「
う
た
か
た
」
を
導
く
枕
詞
で
あ
り
、「
う

た
か
た
は
か
つ
消
え
」
ま
で
が
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
、〈（
水
の
泡
の
よ
う
に
）

は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
〉
と
い
う
意
味
内
容
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
そ
の
内
容
と
、
通
常
併
存
し
に
く
い
性
質
と
し
て
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
「
ヒ
サ
シ
ク
ト
ヽ
マ
リ
タ
ル
タ
メ
シ
ナ
シ
」
と
を
接
続
す
る
働
き

を
し
て
い
る
の
が
、「
カ
ツ
…
…
カ
ツ
…
…
」
と
い
う
並
列
表
現
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。〈
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
〉
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方

で
は
新
た
に
生
じ
る
も
の
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
久
し
く
と
ど
ま
っ
て

い
な
い
」
と
い
う
叙
述
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。〈
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
〉

だ
け
で
な
く
、
一
方
で
は
新
し
い
も
の
が
次
々
に
生
ま
れ
る
と
い
う
事
象
を
対
に

し
て
と
り
あ
げ
る
点
が
、
長
明
の
独
自
性
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
第
一
文
に
お

け
る
「
シ
カ
モ
」
と
同
様
の
接
続
機
能
を
、
こ
の
「
カ
ツ
…
…
カ
ツ
…
…
」
が
も

っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
消
ゆ
」
と
「
結
ぶ
」
が
対
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
先

例
も
あ
る
。

　
　

19 　

こ
ゝ
に
消
え
か
し
こ
に
結
ぶ
水
の
あ
は
の
憂
き
世
に
廻
る
身
に
こ
そ
あ

り
け
れ 

（
千
載
和
歌
集
、
釈
教
歌
、
一
二
〇
二
、
藤
原
公
任
）

こ
れ
は
、
輪
廻
転
生
す
る
わ
が
身
を
水
の
泡
（「
ウ
タ
カ
タ
」
で
は
な
い
）
に
た

と
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
方
丈
記
」
の
当
該
箇
所
は
、（「
水
の
泡
」

で
な
く
）「
ウ
タ
カ
タ
ハ
カ
ツ
キ
エ
」と
対
に
な
る
も
の
と
し
て「
カ
ツ
ム
ス
ヒ
テ
」

を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ヒ
サ
シ
ク
ト
ヽ
マ
リ
タ
ル
タ
メ
シ
ナ
シ
」
を
提

示
す
る
と
い
う
理
屈
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
第
一
文
が
「
ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ
」
を
描
写
し
た
も
の
で
な
い
の
と

同
様
に
、
第
二
文
も
、「
ヨ
ト
ミ
ニ
ウ
カ
フ
ウ
タ
カ
タ
」
を
描
写
し
た
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
文
を
、骨
組
み
だ
け
の
こ
し
て
簡
略
に
現
代
語
訳
す
れ
ば
、

　
　

 

は
か
な
く
消
え
て
し
ま
い
、
か
と
思
う
と
一
方
で
は
生
じ
、
長
い
間
と
ど
ま

っ
て
い
た
た
め
し
が
な
い
。

と
な
る
。
何
が
・

・

そ
う
な
の
か
と
い
え
ば
、
当
然
こ
こ
も
「
人
と
住
処
」
が
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

流
れ
は
絶
え
ず

一
一



　
三
―
三
　
…
…
タ
ル
タ
メ
シ
ナ
シ

　

そ
し
て
こ
の
一
文
に
関
し
て
、
最
後
に
問
題
に
な
る
の
は
、「
…
…
タ
ル
タ
メ

シ
ナ
シ
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
「
タ
メ
シ
」
の
用
法
で
あ
る
。
青
木
伶
子
編
（
一

九
六
五
）に
よ
る
と
、諸
本
で
は
こ
の
部
分
は
い
ず
れ
も「
と
ど
ま
る
事
な
し
」「
と

ま
る
事
な
し
」
と
な
っ
て
い
て
、「
…
…
タ
メ
シ
ナ
シ
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
大
福
光
寺
本
の
み
で
あ
る
。

　
「
た
め
し
」
と
い
う
の
は
〈
前
例
、
先
例
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
通
常
人
間

に
か
か
わ
る
も
の
、
あ
る
い
は
人
為
的
な
も
の
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。「
川
の
淀
み
」
を
長
時
間
・
長
期
に
わ
た
っ
て
見
つ
め
続
け
て
い
る
わ
け
で

も
あ
る
ま
い
し
、
こ
の
よ
う
な
局
所
的
な
自
然
現
象
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
す

る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
大
福
光
寺
本
以
外
の
多
く
の
諸
本
に
お
い
て
、「
…
…

事
な
し
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
文
が
「
水
の
泡
」
の
あ
り
さ
ま
を
描
写
し

た
も
の
と
理
解
し
、
そ
の
場
合
に
日
本
語
表
現
上
自
然
な
方
へ
無
意
識
的
に
も
改

変
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
一
文
と
同
様
、
こ
の
文
も
、「
人
と

住
処
」
の
性
質
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
川
の
よ
ど
み
や
水
の
泡
の
あ
り
か
た
を

説
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。「
人
と
住
処
」
に
つ
い
て
、
今
ま
で
「
久
し
く
と
ど

ま
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
「
た
め
し
」
は
無
い
、
と
い
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
単
に
〈
も
の
が
同
じ
場
所
に
あ
る
〉
こ
と
を
表
す
だ
け
で
な
く
、〈
死

な
ず
に
い
る
、
滅
び
ず
に
生
き
続
け
る
〉
こ
と
を
も
表
す
「
と
ど
ま
る
」
と
い
う

語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
も
、
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
　

20 　

風
の
音
に
て
も
え
聞
き
伝
へ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
を
、
い
み
じ
く
悲
し
と
思

ふ
に
、
老
の
身
の
残
り
と
ど
ま
り
た
る
も
い
と
心
憂
け
れ
ど
、

 

（
源
氏
物
語
、
玉
鬘
）

こ
の
例
は
、
老
残
の
身
で
死
な
ず
に
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
場
面

で
あ
る
。
こ
の
点
、「
と
ま
る
事
な
し
」
と
す
る
諸
本
（
一
条
兼
良
筆
本
、
近
衛

家
本
な
ど
、
流
布
本
系
統
）
は
、
二
重
に
改
変
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

付
言
す
れ
ば
、「
か
つ
結
び
て
」
の
「
結
ぶ
」
も
、「
庵
を
結
ぶ
」
の
よ
う
に
「
住

処
・
家
」
を
建
て
る
こ
と
に
関
し
て
使
用
す
る
語
で
あ
る
こ
と
も
、
意
図
し
た
語

選
択
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

四　

第
三
文

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
二
文
を
う
け
て
、
第
三
文
で
、「
世
中
ニ
ア
ル

人
ト
栖
ト
又
カ
ク
ノ
コ
ト
シ
（
世
の
中
に
あ
る
人
と
住
処
と
、
ま
た
か
く
の
ご
と

し
）」
と
述
べ
て
ま
と
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
文
を
、
こ
こ
ま
で
の
解
釈
に
よ

っ
て
、
骨
組
み
だ
け
を
残
し
て
現
代
語
訳
す
れ
ば
、

　
　

流
れ
は
絶
え
ず
、
そ
れ
で
い
て
、
も
と
の
ま
ま
で
は
な
い
。

　
　

 

は
か
な
く
消
え
て
し
ま
い
、
か
と
思
う
と
一
方
で
は
生
じ
、
長
い
間
と
ど
ま

っ
て
い
た
た
め
し
が
な
い
。

　
　

世
の
中
に
あ
る
人
と
住
処
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

と
な
る
。
第
一
文
と
第
二
文
は
、
い
ず
れ
も
第
三
文
の
「
人
と
住
処
」
の
性
質
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
三
文
で
ひ
と
つ
な
が
り
の
文
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　

 

世
の
中
に
あ
る
人
と
住
処
と
は
、「
流
れ
は
絶
え
ず
、
そ
れ
で
い
て
、
も
と

の
ま
ま
で
は
な
い
」「
は
か
な
く
消
え
た
か
と
思
う
と
、
一
方
で
は
生
じ
、
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長
い
間
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
」と
い
う
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
構
造
を
も
つ
文
章
と
し
て
、
こ
の
三
文
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
第
三
文
に
あ
る
「
人
と
住
処
」

の
性
質
と
し
て
第
一
文
、
第
二
文
が
あ
る
の
で
あ
り
、
は
じ
め
の
二
文
は
川
の
水

の
流
れ
や
水
の
泡
そ
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
川
の
水

の
流
れ
や
水
の
泡
の
説
明
を
し
た
う
え
で
、「
人
と
住
処
」
も
そ
れ
と
似
た
性
質

を
持
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
は
じ
め
か
ら

・

・

・

・

・

「
人
と
住
処
」
の

性
質
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
第
一
文
・
第
二
文
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
河
・

流
れ
・
水
・
よ
ど
み
・
う
た
か
た
、
と
い
っ
た
縁
語
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
文
章
の
、
内
容
上

の
骨
組
み
を
理
解
す
る
た
め
の
話
で
あ
り
、
川
の
流
れ
や
水
の
泡
が
そ
の
よ
う
な

性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
結
果
と
し
て
あ
る
い
は
表
面
的
に
は
表
し
う

る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
の
主
眼
は
、
そ
し
て

第
四
文
以
降
の
内
容
は
、
あ
く
ま
で
も
「
人
と
住
処
」
の
あ
り
さ
ま
を
述
べ
る
こ

と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
実
際
、
こ
の
あ
と
「
方
丈
記
」
全
編
を
通
じ
て
、
第
九
文

に
「
水
の
泡
」
と
い
う
表
現
が
一
か
所
見
ら
れ
る
ほ
か
は
、「
川
の
流
れ
」
は
話

題
に
上
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
文
章
は
、
ほ
か
に
例
が
見
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
同
じ
方
丈
記
か
ら
次
の
例
を
み
て
み
る
。

　
　

21 　

み
さ
ご
は
荒
磯
に
ゐ
る
。
す
な
は
ち
人
を
お
そ
る
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
わ

れ
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
事
を
知
り
、
世
を
知
れ
れ
ば
、
願
は
ず
、
わ
し

ら
ず
、 

（
方
丈
記
）

こ
の
場
合
は
、
み
さ
ご
が
人
を
お
そ
れ
て
荒
磯
に
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分

も
世
の
中
や
物
の
道
理
を
わ
き
ま
え
て
い
る
か
ら
、
分
不
相
応
な
願
い
も
せ
ず
、

あ
く
せ
く
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
文
と
同
様
に
「
か

く
の
ご
と
し
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
純
に
自
分
を
「
荒
磯
に
い

る
み
さ
ご
」
に
例
え
た
も
の
で
あ
り
、「
自
分
の
も
つ
性
質
」
と
し
て
一
般
化
・

抽
象
化
さ
れ
た
形
で
は
「
み
さ
ご
」
の
性
質
が
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
点

で
、
冒
頭
文
と
は
比
喩
の
在
り
方
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
自
分
は
荒
磯

に
は
い
な
い
し
、
人
を
お
そ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
次
の
例
は
、
構
造
上
よ
く
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

22 　

し
か
は
あ
れ
ど
も
、
伊
勢
の
海
清
き
渚
の
玉
は
、
拾
ふ
と
も
尽
く
る
こ

と
な
く
、
泉
の
杣
し
げ
き
宮
木
は
、
引
く
と
も
絶
ゆ
べ
か
ら
ず
。
物
皆
か

く
の
ご
と
し
。
歌
の
道
、
ま
た
同
じ
か
る
べ
し
。

 

（
新
古
今
和
歌
集
、
仮
名
序
）

こ
れ
は
、
古
来
多
く
の
歌
が
詠
ま
れ
て
き
た
か
ら
、
も
う
歌
に
詠
む
べ
き
材
料
は

残
さ
れ
て
い
な
い
と
お
も
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
て
、

歌
材
と
い
う
も
の
は
、「
拾
っ
て
も
尽
き
る
こ
と
は
な
い
」
も
の
で
あ
り
、「
引
い

て
も
絶
え
て
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
」
も
の
で
あ
る
、と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

「
伊
勢
の
海
清
き
渚
の
玉
」
や
「
泉
の
杣
し
げ
き
宮
木
」
そ
の
も
の
の
性
質
を
説

明
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
は
な
い
。
新
古
今
集
の
仮
名
序
に
み
え
る
こ

の
文
章
は
、
方
丈
記
冒
頭
と
よ
く
似
た
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
時
代
は
ま
っ
た
く
異
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
の
が
、
構
造
上
の
類
似
と

い
う
点
で
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

23 　

智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
。
情
に
棹
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば

流
れ
は
絶
え
ず

一
三



窮
屈
だ
。
兎
角
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
。 

（
夏
目
漱
石
「
草
枕
」）

こ
れ
は
、
四
文
め
に
述
べ
ら
れ
る
「
人
の
世
の
す
み
に
く
さ
」
を
説
明
し
た
も
の

と
し
て
、
一
文
め
か
ら
三
文
め
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
方
丈
記
冒
頭

文
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
方
丈
記
冒
頭
文
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
も

の
と
し
て
理
解
し
な
お
す
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
冒
頭
の
三
文
は
、
縁
語
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
つ
つ
、「
人

と
住
処
」
の
性
質
を
直
接
に
指
し
う
る
語
を
配
置
し
、
さ
ら
に
、
形
式
上
の
対
応

関
係
と
内
容
上
の
つ
な
が
り
を
重
層
的
に
響
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
が
緊

密
に
構
成
さ
れ
た
、
名
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
解
釈
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
似
た
捉
え
方
を
し
て
い
る
（
よ

う
に
も
見
え
る
）
も
の
が
、
た
と
え
ば
古
注
に
も
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
江

戸
前
期
の
国
学
者
、
加
藤
盤
齋
に
よ
る
注
釈
の
一
節
で
あ
る
。

　
　

24 　

行
水
の
な
が
れ
ハ
た
え
ず
し
て
と
ハ
。
人
家
の
世
界
に
た
え
ず
あ
る
に

た
と
ふ
る
也
。
し
か
も
本
の
水
に
あ
ら
ず
と
ハ
。
人
家
の
た
え
ず
し
て
あ

る
か
と
み
れ
ば
。
昔
よ
り
常
住
不
変
に
し
て
あ
る
は
な
し
。
い
く
た
び
も

つ
く
り
か
へ
し
家
ど
も
な
り
と
た
と
ふ
る
な
り
。

 

（
加
藤
盤
齋
「
長
明
方
丈
記
抄
」）

冒
頭
の
第
一
文
に
つ
い
て
、
直
接
に
「
人
家
」
の
あ
り
か
た
と
し
て
説
明
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
第
一
文
の
抽
象
的
な
表
現
に
、
第
四
文
以

降
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
具
体
的
な
説
明
を
単
純
に
対
応
さ
せ
た
も
の
、
と
見
る
方

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
内
容
が
対
応
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も

文
・
文
章
の
構
造
と
し
て
、（
川
の
水
の
流
れ
で
は
な
く
）
人
と
住
処
に
つ
い
て

説
明
し
た
も
の
と
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
で
あ
る
。

　
　
　
　

五　

第
二
段

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
文
ま
で
は
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
内
容
を
も
つ
も

の
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
の
「
人
と
住
処
」
の
と
ら
え
方
に

も
と
づ
い
て
、
第
四
文
以
降
は
、「
人
と
住
処
」
の
よ
り
具
体
的
な
あ
り
さ
ま
を

説
明
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
内
容
上
段
落
が
あ
ら
た
ま
っ

て
い
る
と
考
え
て
、
以
下
を
第
二
段
と
す
る
。

　
五
―
一
　
是
ヲ
マ
コ
ト
カ
ト
尋
レ
ハ

　

第
四
文
は
、「
タ
マ
シ
キ
ノ
ミ
ヤ
コ
ノ
ウ
チ
ニ
棟
ヲ
ナ
ラ
ヘ
イ
ラ
カ
ヲ
ア
ラ
ソ

ヘ
ル
タ
カ
キ
い
ヤ
シ
キ
人
ノ
ス
マ
ヒ
（
玉
敷
き
の
都
の
う
ち
に
、
棟
を
並
べ
、
い

ら
か
を
争
へ
る
、
高
き
卑
し
き
人
の
住
ま
い
）」
を
、「
世
〻
ヲ
ヘ
テ
ツ
キ
セ
ヌ
物

（
世
々
を
経
て
尽
き
せ
ぬ
も
の
）」と
し
た
う
え
で
、「
是
ヲ
マ
コ
ト
カ
ト
尋
レ
ハ（
こ

れ
を
ま
こ
と
か
と
尋
ぬ
れ
ば
）」、「
昔
シ
ア
リ
シ
家
ハ
マ
レ
ナ
リ
（
昔
あ
り
し
家

は
ま
れ
な
り
）」
と
す
る
。「
世
々
を
経
て
尽
き
せ
ぬ
も
の
」
で
あ
る
こ
と
と
、「
昔

あ
り
し
家
は
ま
れ
な
り
」
で
あ
る
こ
と
と
の
意
味
上
の
関
係
は
、
前
述
し
た
と
お

り
、
一
種
の
「
逆
接
」
的
な
も
の
と
理
解
す
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

で
は
、「
こ
れ
を
ま
こ
と
か
と
尋
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

い
っ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
従
来
の
注
釈
の
意
見
は
一
致
し

な
い
。

　
「
こ
れ
を
ま
こ
と
か
と
尋
ぬ
れ
ば
」
を
〈
こ
れ
を
本
当
か
と
尋
ね
る
と
〉
と
訳

し
た
場
合
、
そ
の
前
件
と
後
件
と
の
関
係
が
、
や
や
理
解
し
に
く
い
も
の
に
な
る
。

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
八
号

一
四



「
本
当
か
と
思
っ
た
ら
間
違
い
だ
っ
た
」と
い
う
関
係
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、「
…
…

ツ
キ
セ
ヌ
物
ナ
レ
ト
」
と
い
ち
お
う
断
定
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
、
そ
の
場
合

に
は
「
尽
き
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
」（
神
田
秀
夫
校
注
・
訳
一
九
九
五
）

な
ど
と
原
文
に
無
い
要
素
を
補
っ
て
訳
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対

し
、「「
ま
こ
と
」
か
と
思
っ
た
ら
「
ま
こ
と
」
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
れ
ば
そ
の

よ
う
な
矛
盾
は
避
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
ま
こ
と
」
を
単
純
に
〈
嘘
・
間
違
い
〉

に
対
す
る
〈
ほ
ん
と
う
、
真
実
〉
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
別
の
意
味
を
持
つ

も
の
と
し
て
理
解
す
る
方
向
を
と
る
も
の
で
あ
り
、「
そ
れ
が
真
実
昔
の
ま
ま
に

存
し
て
い
る
の
か
と
た
だ
し
て
み
る
と
」（
西
尾
実
校
注
一
九
五
七
）
な
ど
の
解

釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

原
文
に
無
い
要
素
を
補
う
こ
と
は
で
き
れ
ば
避
け
る
べ
き
と
考
え
る
の
が
穏
当

で
あ
ろ
う
。
と
く
に
こ
の
場
合
、
断
定
し
て
い
る
か
、「
よ
う
に
見
え
る
」
と
断

定
を
避
け
て
い
る
か
と
い
う
違
い
は
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
と
い
っ
て
、

「
ま
こ
と
」
の
意
味
内
容
の
理
解
の
仕
方
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
方
向
は
、
論
理

的
矛
盾
を
避
け
ら
れ
る
と
い
う
利
点
は
あ
る
が
、
そ
の
分
、
解
釈
の
し
か
た
が
恣

意
的
に
な
っ
た
り
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
点

で
、
説
得
力
に
欠
け
る
も
の
に
な
っ
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
漢

籍
に
お
け
る
「
真
」「
誠
」
等
の
字
義
に
、そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
た
だ
ち
に
こ
こ
で
の
「
ま
こ
と
」
の
解
釈
に
利
用
で
き
る
も
の
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
ま
こ
と
」
単
独
で
考
え
る
の
で
な
く
、
す
こ
し
広
げ
た

範
囲
で
考
え
る
こ
と
を
試
み
る
。「
ま
こ
と
」
に
は
、「
ま
こ
と
か
と
…
…
す
る
・

し
た
と
こ
ろ
」
と
い
っ
た
構
文
の
例
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
以
下
に
挙
げ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

25 　

ま
こ
と
か
と
聞
き
て
見
つ
れ
ば
言
の
葉
を
か
ざ
れ
る
玉
の
枝
に
ぞ
あ
り

け
る 

（
竹
取
物
語
）

　
　

26 　

物
言
ひ
懸
想
せ
し
人
は
、
こ
の
ご
ろ
里
に
ま
か
り
出
で
て
あ
な
れ
ば
、

ま
こ
と
か
と
行
き
て
け
し
き
見
む
と
思
ひ
て
、
い
み
じ
く
忍
び
て
、
た
だ

小
舎
人
童
ひ
と
り
し
て
来
に
け
り
。 （
堤
中
納
言
物
語
、
は
な
だ
の
女
御
）

　
　

27 　

わ
れ
ゆ
ゑ
に
月
を
な
が
む
と
告
げ
つ
れ
ば
ま
こ
と
か
と
見
に
出
で
て
来

に
け
り 

（
和
泉
式
部
日
記
）

25
は
、「
蓬
莱
の
珠
の
枝
」を
持
ち
帰
っ
て
き
た
と
い
う
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
対
し
、

実
状
を
問
い
た
だ
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
26
は
、
か
つ
て

懸
想
し
た
女
性
が
最
近
私
邸
に
退
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
の
で
、
真

偽
を
確
か
め
よ
う
と
思
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
27
は
、
自
分
ゆ
え
に
月
を

眺
め
て
い
る
と
告
げ
ら
れ
た
こ
と
を
う
け
て
、
様
子
を
確
認
す
る
た
め
に
出
て
き

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
外
か
ら
の
あ
る
情
報
に
接
し
、「
そ
の
真
偽
・
内
実
を
確
か
め
る
」、

と
い
っ
た
文
脈
的
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
場
合
、「
ま
こ
と
」

で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、「
ま
こ
と
」
で
は
な
い
と
は

っ
き
り
見
通
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。「
間
違
い
な
く
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か

確
か
め
る
」
あ
る
い
は
「
内
実
を
確
か
め
て
自
分
の
頭
で
納
得
し
よ
う
と
し
て
行

動
を
起
こ
す
」、
と
い
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

方
丈
記
の
当
該
箇
所
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。「
世
々
を
経
て
尽
き
せ
ぬ
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
世

間
で
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
お
お
ま
か
な
と
ら
え
か
た
を
す
れ
ば

流
れ
は
絶
え
ず

一
五



そ
の
よ
う
に
言
え
な
く
は
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
ま

こ
と
か
と
尋
」
ね
た
と
こ
ろ
、「
昔
あ
り
し
家
は
ま
れ
な
り
」
と
い
う
の
は
、
昔

あ
っ
た
家
が
そ
の
ま
ま
の
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

・

・

・

・

・

・

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前

件
と
後
件
と
の
関
係
は
、「
し
か
も
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
通
常
併
存
し
に

く
い
性
質
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
体
的
・
一
般
的
性

質
と
し
て
家
が
途
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
個
別
的
に
み

る
と
、
昔
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
も
な
い
、
つ
ま
り
、

今
あ
る
も
の
は
昔
あ
っ
た
も
の
と
は
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
本
当
」
か
と
思
っ
た
ら
「
う
そ
」
だ
っ
た
、
と
解
釈
す

る
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
、「
ま
こ
と
」
か
と
思
っ
た
ら
「
ま
こ
と
」
で
（
は
）

な
か
っ
た
、と
解
釈
す
る
必
要
も
な
い
。
つ
ま
り
尋
ね
て
み
た
結
果
が
、「
ま
こ
と
」

対
「
非
ま
こ
と
」
と
い
っ
た
意
味
で
の
正
反
対
の
事
態
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
、「
世
々
を
経
て
尽
き
せ
ぬ
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、そ
れ
で
い
て
、「
昔

あ
り
し
家
は
ま
れ
也
」
と
い
う
性
質
を
も
か
ね
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
段
で
の
「
シ
カ
モ
」
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら

れ
る
も
の
ど
う
し
の
意
味
的
関
係
は
、
こ
の
段
以
降
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

な
お
付
言
す
れ
ば
、こ
の
よ
う
に
構
文
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
形
で
こ
の
場
合
の
「
ま
こ
と
」
の
意
味
内
容
を
考
え
る
こ
と

は
で
き
よ
う
。
仮
に
説
明
を
こ
こ
ろ
み
れ
ば
、〈（
伝
聞
や
一
般
論
で
な
く
）
実
際

の
現
実
感
覚
と
し
て
そ
う
で
あ
る
と
実
感
で
き
る
よ
う
す
〉、
と
で
も
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
単
純
に
嘘
か
真
実
か
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
概

念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

第
五
文
・
第
六
文
は
、「
昔
シ
ア
リ
シ
家
ハ
マ
レ
ナ
リ
」
の
内
実
、
あ
る
い
は

そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
理
由
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
去
年
焼
け
て

こ
と
し
再
建
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
大
家
が
没
落
し
て
小
家
に
な
っ
た
り
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
七
文
で
、「
ス
ム
人
も
是
ニ
同
シ
」

と
し
て
、「
家
・
住
処
」
に
関
し
て
言
え
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
住
む
人
間
に
つ
い

て
も
い
え
る
、
と
い
う
説
明
が
続
く
。

　
五
―
二
　
ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス

　

第
八
文
は
、「
ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス
人
モ
ヲ
ホ
カ
レ
ト
イ
ニ
シ
ヘ
見
シ
人
ハ
二

三
十
人
カ
中
ニ
ワ
ツ
カ
ニ
ヒ
ト
リ
フ
タ
リ
ナ
リ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文

の
構
造
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
一
段
で
確
認
し
た
構
造
、
お
よ
び
、
第

二
段
前
半
の
「
家
」
に
つ
い
て
の
叙
述
と
並
行
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
も
、
内
容
と
し
て
は
、「
場
所
も
変
わ
ら
ず
人
も
多
い
」
が
、
そ

れ
で
い
て
、「
昔
あ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
わ
づ
か
し
か
い
な
い
」
と
い
う
、

通
常
併
存
し
に
く
い
要
素
が
併
存
し
て
い
る
、
と
い
う
構
造
は
見
や
す
い
。

　

し
か
し
、「
ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス
」
と
「
人
モ
ヲ
ホ
カ
レ
ト
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
関
し
て
従
来
の
諸
注
釈
で
は

ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
く
、
十
分
な
説
明
は
な
い
と
い
え
る
。
形
式
的
に
は
、「
Ａ

モ
Ｂ
」「
Ｃ
モ
Ｄ
」
と
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
が
並
列
し
た
う
え
で
、
逆
接

の
接
続
助
詞
「
ど
」
を
介
し
て
、「
イ
ニ
シ
ヘ
見
シ
人
ハ
二
三
十
人
カ
中
ニ
ワ
ツ

カ
ニ
ヒ
ト
リ
フ
タ
リ
ナ
リ
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
、「
場
所
が
同
じ
」
と
い
う
こ
と
と
、「
人
が

多
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
内
容
上
、
対
に
な
り
に
く
い
組
み
合
わ
せ
と
い
え
る
。
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外
面
的
に
も
「
カ
ハ
ラ
ス
」
と
「
ヲ
ホ
カ
レ
」
で
は
対
に
な
り
や
す
い
と
は
い
え

な
い
。
あ
る
い
は
逆
に
、
後
続
す
る
「
イ
ニ
シ
ヘ
見
シ
人
ハ
二
三
十
人
カ
中
ニ
ワ

ツ
カ
ニ
ヒ
ト
リ
フ
タ
リ
ナ
リ
」
か
ら
み
る
と
、そ
れ
に
直
接
対
応
す
る
内
容
は
「
人

モ
ヲ
ホ
カ
レ
ト
」
の
部
分
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
こ
れ

だ
け
多
く
の
人
が
い
な
が
ら
、
そ
の
中
で
昔
あ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
二
～
三

十
人
に
一
～
二
人
の
割
合
で
し
か
い
な
い
」
と
い
う
内
容
は
つ
な
が
り
が
わ
か
り

や
す
い
が
、そ
の
う
ち
の
「
人
モ
ヲ
ホ
カ
レ
ト
」
の
部
分
（
だ
け
）
が
形
式
上
「
ト

コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
文
全
体
と
し
て
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
こ
れ
も
、「
Ａ
モ
Ｂ
」「
Ｃ
モ
Ｄ
」
が
対
に
な
っ
て
い
る
場
合
・
な
っ
て

い
な
い
場
合
の
用
例
を
探
る
こ
と
か
ら
考
察
を
試
み
る
。
す
る
と
、
以
下
の
よ
う

な
用
例
が
得
ら
れ
る
。

　
　

28 　
「
す
み
果
つ
ま
じ
き
契
り
な
り
け
む
」
と
な
が
め
わ
び
別
れ
し
暁
な
ど
、

所
も
変
は
ら
ず
、
空
の
気
色
な
ど
も
同
じ
な
が
ら
な
る
に
、

 

（
夜
の
寝
覚
、
巻
五
）

　
　

29   

乗
り
越
え
て
討
死
し
た
り
し
も
、
元
暦
二
年
二
月
四
日
な
り
。
国
も
か

は
ら
ず
、
月
日
も
た
が
は
ず
、
重
行
同
じ
く
討
死
し
て
、 

 

（
太
平
記
、
巻
第
三
十
二
）

28
は
、
場
所
も
同
じ
で
、
空
の
景
色
も
同
じ
だ
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
29

は
、
国
（
つ
ま
り
場
所
）
も
月
日
（
つ
ま
り
時
間
）
も
同
じ
だ
と
い
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、「
Ａ
モ
Ｂ
」「
Ｃ
モ
Ｄ
」
と
い
う
形
式
の
上
で
も
内

容
の
上
で
も
、
対
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
意
味
で
方
丈
記
の
当
該
箇
所
を
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

　

そ
こ
で
、
少
な
く
と
も
内
容
的
に
は
、「
ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス
」
と
「
人
モ
ヲ

ホ
カ
レ
ト
」
を
対
で
は
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
、「
Ａ
モ
Ｂ
」
の
Ｂ
が
「
変
は
ら
ず
」
で
あ
り
、後
続
の
「
Ｃ
（
モ
）

Ｄ
」
と
特
に
内
容
上
対
に
な
っ
て
は
い
な
い
も
の
に
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

　
　

30 　

故
里
と
な
り
に
し
奈
良
の
都
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
咲
き
け
り

 

（
古
今
和
歌
集
、
春
歌
下
、
九
〇
）

　
　

31　

い
さ
さ
か
御
気
色
変
は
ら
ず
、
念
誦
う
ち
し
て
、 

（
大
鏡
、
道
長
）

　
　

32　
「（
略
）」
と
、
言
葉
も
か
は
ら
ず
書
い
て
の
ぼ
せ
ら
れ
け
り
。

 

（
平
家
物
語
、
巻
第
十
、
首
渡
）

30
は
、
色
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
花
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
31
は
、

同
じ
調
子
で
念
誦
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
32
は
、
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
手

紙
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
後
続
す
る
動
作
・
行
為
の
あ
り
さ

ま
・
あ
り
か
た
を
修
飾
す
る
も
の
と
し
て
「
Ａ
モ
Ｂ
（
変
は
ら
ず
）」
が
あ
る
も

の
で
あ
る
。
変
わ
り
そ
う
な
も
の
・
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
そ
う
な
も
の
が

変
わ
ら
ず
に
あ
る
状
態
の
ま
ま
で
、
後
続
の
事
象
が
起
こ
る
と
い
う
含
意
の
も
の

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
30
は
、
荒
涼
と
し
た
旧
都
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
花

は
咲
い
て
い
て
も
昔
の
色
と
は
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
が
十
分
予
想
さ
れ
る
の
に
、

そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
31
は
、
心
が
乱
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
に
、
す
こ
し
も
普
段
と
変
わ
ら
な
い
様
子
で
経
を
唱

え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

方
丈
記
の
当
該
箇
所
は
、（
形
式
上
で
は
な
く
）
内
容
上
は
、
ま
ず
は
こ
の
よ

う
な
構
文
に
近
い
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
う
す
れ
ば
、

流
れ
は
絶
え
ず

一
七



「
ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス
」
と
「
人
モ
ヲ
ホ
カ
レ
ト
」
と
を
、
内
容
上
対
に
な
る
も

の
と
し
て
解
釈
す
る
必
要
も
解
消
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
場
所
も
同
じ
で
あ
る
」

こ
と
が
、「
人
が
多
く
い
る
」
こ
と
の
あ
り
か
た
を
修
飾
す
る
も
の
と
と
ら
え
る

の
で
あ
る
。
場
所
が
違
う
な
ら
ば
人
が
多
く
て
も
意
味
が
な
い
（
あ
る
い
は
人
が

多
い
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
）
わ
け
で
あ
る
が
、「
場
所
が
同
じ
と

い
う
状
況
下
に
お
い
て
、
人
が
多
く
い
る
」
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ば
あ
い
、
含
意
と
し
て
は
、「
今
も
昔
と
変
わ
ら
ず
人
が

多
く
い
る
」
と
い
っ
た
内
容
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
変
わ
ら
ず
」

を
時
間
的
経
過
に
よ
る
変
化
の
無
い
こ
と
を
表
す
も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、

　
　

と
こ
ろ
も
変
わ
ら
ず

　
　
　
　
　
　

変
わ
ら
ず
人
も
多
い
け
れ
ど
も

と
い
っ
た
よ
う
に
、
重
層
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

そ
の
う
え
で
、
形
式
上
「
Ａ
モ
Ｂ
」「
Ｃ
モ
Ｄ
」
と
い
っ
た
形
に
整
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
文
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、こ
の
冒
頭
の
文
章
に
は
、

内
容
上
の
関
係
と
、
形
式
上
の
関
係
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
点
が
複
数
あ
り
得

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
整
理
の
不
足
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
意
図
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
第
二
文
に
し
て
も
、
こ
の

箇
所
に
し
て
も
、
単
層
的
で
な
く
、
内
容
と
形
式
の
重
層
的
な
解
釈
が
可
能
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　
五
―
三
　
昔
シ 

・ 

イ
ニ
シ
ヘ

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、「
昔
シ
ア
リ
シ
家
」（
④
）、「
イ
ニ
シ
ヘ

見
シ
人
」（
⑧
）
と
あ
る
が
、
ど
う
し
て
は
じ
め
に
「
昔
あ
り
し
家
」
と
し
た
も

の
を
、「
い
に
し
へ
見
し
人
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
む
か
し
」「
い
に

し
へ
」
は
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
を
表
す
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
が
、
こ

の
ば
あ
い
、「
い
に
し
へ
」
が
こ
の
よ
う
に
用
言
に
係
る
連
用
修
飾
用
法
と
し
て

は
ほ
と
ん
ど
用
例
が
無
い15

と
い
う
点
で
、
や
や
不
審
な
箇
所
で
は
あ
る
。
ち
な

み
に
「
む
か
し
見
し
…
…
」
と
い
う
用
例
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
容
易
に
み
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

33 　

昔
見
し
人
々
、
用
意
こ
と
な
れ
ば
、「
た
よ
り
あ
り
」「
よ
し
」
と
思
ひ

あ
へ
り
。 

（
落
窪
物
語
、
巻
之
三
）

　
　

34　

む
か
し
見
し
松
の
梢
は
そ
れ
な
が
ら
葎
は
門
を
さ
し
て
け
る
か
な

 

（
栄
花
物
語
、
あ
さ
み
ど
り
）

　

こ
こ
で
「
ム
カ
シ
見
シ
人
」
で
な
く
「
イ
ニ
シ
ヘ
見
シ
人
」
と
し
た
理
由
と
し

て
は
、
例
え
ば
、
音
数
を
そ
ろ
え
る
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
は
す
る
。「
ア

リ
シ
」
に
対
し
「
見
シ
」
で
一
音
節
少
な
い
た
め
に
、「
ム
カ
シ
」
の
方
を
「
イ

ニ
シ
ヘ
」
と
一
音
節
増
や
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

そ
う
す
れ
ば
、「
ム
カ
シ
ア
リ
シ
」「
イ
ニ
シ
ヘ
ミ
シ
」
と
三
音
節
ご
と
に
「
シ
」

を
配
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
語
調
が
整
う
と
い
っ
た
利
点
も
あ
り
そ
う
で
あ
る16
。

　

あ
る
い
は
連
用
修
飾
用
法
で
な
い
と
し
た
ら
、
考
え
ら
れ
る
解
釈
は
、
通
常
の

体
言
と
み
て
「
い
に
し
へ 

ヲ 

見
し
人
」
と
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
自
分
が
知
っ
て
い
る
昔
の
状
態
を
同
じ
よ
う
に
見
知
っ
て
い
る
人
、
と
い
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
い
に
し
へ
」
を
「
見
る
」
そ
の
他
の

動
詞
の
目
的
語
と
し
て
と
る
例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
う
え
に
、
そ
の
よ
う
な
や

や
苦
し
い
理
解
の
し
か
た
を
し
て
得
ら
れ
る
解
釈
も
、
連
用
修
飾
用
法
と
み
た
場

京
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合
と
実
質
的
に
変
わ
り
な
い
と
い
う
点
で
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
理
解
を
す
る
必

要
性
は
低
い
と
い
え
よ
う
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、「
い
に
し
へ
」
を
体
言
と
見
た

の
に
対
応
さ
せ
て
「
昔
あ
り
し
家
」
の
方
も
「
昔
」
を
体
言
と
み
る
と
す
れ
ば
、「
昔 

ガ 

あ
り
し
家
」、
つ
ま
り
昔
（
と
い
う
も
の
）
が
あ
っ
た
家
と
理
解
す
る
こ
と
に

で
も
な
ろ
う
が
、
こ
れ
は
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
よ
り
不
自
然
と
言
っ
て
よ
か

ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
連
用
修
飾
用
法
と
と
ら
え
て
お
く
の

が
無
難
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
い
に
し
へ
」
の
連
用
修
飾
用
法
も
、
少
な
い
と
は
い
え
、
決
し
て

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

35 　

い
に
し
へ
契
り
き
こ
え
は
べ
り
し
こ
と
ど
も
は
、
み
な
ぞ
思
し
忘
れ
た

り
け
る
。 
（
う
つ
ほ
物
語
、
楼
の
上 

上
）

　
　

36 　

い
に
し
へ
盛
り
と
見
え
し
御
若
髪
も
、
年
ご
ろ
に
衰
へ
ゆ
き
、　　
　

 

 

（
源
氏
物
語
、
初
音
）

た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
い
ず
れ
も
連
体
修
飾
句
内
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
　

む
か
し
、
家
が
あ
っ
た
。

　
　

む
か
し
、
彼
に
会
っ
た
。

と
い
っ
た
よ
う
に
、
主
節
の
文
末
ま
で
か
か
る
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
連
体
修
飾
句
内
に
お
い
て
は
、「
い
に
し
へ
」
の
連
用
修
飾
用
法
も

少
な
い
な
が
ら
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

第
九
文
は
、「
朝
ニ
死
ニ
夕
ニ
生
ル
ヽ
ナ
ラ
ヒ
（
た
だ
）
水
ノ
ア
ハ
ニ
ソ
似
リ

ケ
ル
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。第
四
文
か
ら
第
八
文
ま
で
で
叙
述
さ
れ
て
き
た
、「
人

と
住
処
」
の
無
常
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
を

第
二
段
と
す
る
。

　
　
　
　

六　

第
三
段

　

第
十
文
以
降
は
、
最
後
の
「
露
」
と
「
花
」
の
比
喩
に
直
接
つ
な
が
る
部
分
と

し
て
ひ
と
つ
な
が
り
の
内
容
を
も
つ
と
み
と
め
ら
れ
る
の
で
、
第
三
段
と
す
る
。

　
六
―
一
　
又
不
知
カ
リ
ノ
ヤ
ト
リ
…
…

　

第
十
文
は
、「
不
知
ウ
マ
レ
死
ル
人
イ
ツ
カ
タ
ヨ
リ
キ
タ
リ
テ
イ
ツ
カ
タ
ヘ
カ

去
ル
」
と
あ
り
、「
生
ま
れ
死
ん
で
い
く
人
は
、ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
、

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
十
一
文
は
、「
又
不
知
カ
リ
ノ
ヤ
ト
リ

タ
カ
為
ニ
カ
心
ヲ
ナ
ヤ
マ
シ
ナ
ニ
ヽ
ヨ
リ
テ
カ
目
ヲ
ヨ
ロ
コ
ハ
シ
ム
ル
」と
あ
り
、

「
仮
の
宿
り
は
、誰
の
た
め
に
心
を
な
や
ま
し
、何
に
よ
っ
て
目
を
喜
ば
せ
る
の
か
、

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
十
文
は
人
に
つ
い
て
、
第
十
一
文
は
住

処
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
文
全
体
を
貫
く
テ
ー
マ
と
し
て
の
「
人

と
住
処
」
に
つ
い
て
、
そ
の
は
か
な
さ
、
頼
り
な
さ
を
説
明
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、形
式
的
に
も
「
不
知
…
…
又
不
知
…
…
」
と
対
句
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
も
内
容
上
必
ず
し
も
そ
の
対
応
関
係
が
わ
か
り
や
す
い
と
は
い
え
な

い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
、
最
後
の
「
露
」
と
「
花
」
の
比
喩
の
理
解
に
か
か

わ
る
。

　

第
十
一
文
の
方
に
つ
い
て
は
、
方
丈
記
の
後
続
箇
所
に
、

　
　

37 　

惣
て
世
の
人
の
栖
を
作
る
な
ら
ひ
、
必
ず
し
も
事
の
た
め
に
せ
ず
。
或

は
妻
子
眷
属
の
た
め
に
作
り
、
或
は
親
昵
朋
友
の
た
め
に
作
る
。
或
は
主

流
れ
は
絶
え
ず

一
九



君
師
匠
お
よ
び
財
宝
牛
馬
の
た
め
に
さ
へ
こ
れ
を
作
る
。
わ
れ
今
身
の
た

め
に
む
す
べ
り
。
人
の
た
め
に
作
ら
ず
。
ゆ
ゑ
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
今
の

世
の
な
ら
ひ
、
こ
の
身
の
あ
り
さ
ま
、
と
も
な
ふ
べ
き
人
も
な
く
、
頼
む

べ
き
奴
も
な
し
。
縦
ひ
ろ
く
作
れ
り
と
も
、
誰
を
宿
し
、
誰
を
か
据
ゑ
ん
。

 

（
方
丈
記
）

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
と
同
じ
内
容
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る17
の
で
、

誰
か
ほ
か
の
人
（
と
の
関
係
）
の
為
に
家
を
つ
く
る
こ
と
の
無
意
味
さ
、
自
分
個

人
の
分
を
超
え
た
家
を
つ
く
る
こ
と
の
む
な
し
さ
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
と
形
式
上
対
句
形
式
に
な
っ
て
い
る
、
第
十
文
の

「
人
が
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
具
体
的
に

ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
た
も
の
な
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
佐
竹
昭

広
校
注
（
一
九
八
九
）
が
「
こ
の
類
の
表
現
、
仏
典
に
多
い
」
と
し
、「
正
法
念

処
経
」「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
の
例
を
挙
げ
て
お
り
、
仏
典
に
は
よ
く
見
ら

れ
る
表
現
の
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
人
の
命
の
無
常
を
歎
じ
た
も
の
の
よ
う
で

あ
る
か
ら
、
後
続
す
る
第
十
二
文
に
お
い
て
「
無
常
を
争
う
」
と
い
う
表
現
が
あ

る
こ
と
も
あ
わ
せ
考
え
て
、
第
十
文
・
第
十
一
文
は
人
と
住
処
の
無
常
を
表
し
た

も
の
と
み
て
お
く
の
が
ま
ず
は
穏
当
で
あ
ろ
う
。
仏
典
に
見
ら
れ
る
人
の
命
に
つ

い
て
の
表
現
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ
を
す
み
か
と
対
に
し
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
長

明
の
独
自
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
後
続
す
る
「
露
」
と
「
花
」
の
比
喩
へ
つ
な
が
っ

て
い
く
も
の
と
、
こ
こ
で
は
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
六
―
二
　
タ
カ
為
ニ
カ 

・ 

ナ
ニ
ヽ
ヨ
リ
テ
カ

　

こ
の
第
十
一
文
に
つ
い
て
は
、「
ナ
ニ
ヽ
ヨ
リ
テ
カ
」
の
解
釈
（
現
代
語
訳
）

の
し
か
た
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸
注
釈
の
見
解
が
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
タ
カ
為
ニ
カ
」
に
つ
い
て
は
37
に
挙
げ
た
箇
所
に
、
対
応
す
る
内
容
が
含
ま
れ

る
こ
と
も
あ
り
、
内
容
の
理
解
に
困
難
は
無
い
と
お
も
わ
れ
る
が
、「
ナ
ニ
ヽ
ヨ

リ
テ
カ
」
に
つ
い
て
は
、
簗
瀬
一
雄
（
一
九
七
二
）
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
諸

注
釈
に
お
い
て
も
、「
何
の
た
め
に
」「
ど
う
い
ふ
理
由
で
」「
ど
う
い
ふ
心
で
」「
ど

う
い
う
積
り
で
」な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、

神
田
秀
夫
校
注
・
訳
（
一
九
七
一
）
は
、「「
何
に
よ
り
て
か
」
の
「
よ
り
て
」
は

手
段
で
は
な
く
て
原
因
を
問
う
て
い
る
も
の
。「
依
り
て
」
あ
る
い
は
「
縁
り
て
」

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
仏
陀
の
縁
起
説
の
ほ
う
に
近
づ
け
て
訳
文
を
作
る
べ

き
だ
と
思
っ
た
が
ど
う
も
う
ま
く
訳
せ
な
か
っ
た
」
と
す
る
。

　

こ
こ
も
「
な
に
に
よ
り
て
（
か
）」
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
か
を
み
る
と
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
反
語
の
含
意
の
あ
る
も
の
が
お

お
い
。

　
　

38 　

万
劫
の
罪
滅
さ
む
、
悪
し
き
身
免
れ
む
と
て
、
守
り
木
づ
く
れ
る
を
、

お
の
が
一
分
の
得
分
な
し
。
何
に
よ
り
て
か
、
汝
が
一
分
あ
た
ら
む

 

（
う
つ
ほ
物
語
、
俊
蔭
）

　
　

39 　

わ
が
御
命
ど
も
を
こ
そ
知
り
た
ま
は
ね
、
宮
の
御
有
様
は
何
に
よ
り
て

さ
あ
ら
で
は
あ
る
べ
き
ぞ
と
、
思
し
と
り
た
る
に
つ
け
て
も
、　 

 

（
栄
花
物
語
、
巻
第
七
）

38
は
、
万
劫
の
罪
を
滅
す
る
た
め
に
作
っ
た
守
り
木
を
、
自
分
で
す
ら
一
片
も
得

ら
れ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
お
前
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
い
っ
て
い
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る
も
の
で
あ
る
。
39
は
、
皇
后
宮
が
、
ど
う
し
て
安
産
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

る
か
、
ど
う
し
て
も
安
産
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
よ
る
」
の
文
法
的
意
味
と
し
て
は
、
確
か
に
「
原
因
・
理
由
」
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
が
、
方
丈
記
の
当
該
箇
所
も
、
反
語
的
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
の
方
が
重

要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
で
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
「
た
が
た
め
に
か
」
も
同
じ
で
あ
る
。

　
　

40 　

あ
の
書
き
置
き
し
文
を
読
み
て
聞
か
せ
け
れ
ど
、「
な
に
せ
む
に
か
命

も
惜
し
か
ら
む
。
誰
が
た
め
に
か
。
何
事
も
用
も
な
し
」
と
て
、
薬
も
食

は
ず
。 

（
竹
取
物
語
）

　
　

41   

数
な
ら
ぬ
身
は
な
き
も
の
に
な
し
果
て
つ
た
が
た
め
に
か
は
世
を
も
恨

み
ん 

（
新
古
今
和
歌
集
、
一
八
三
八
、
寂
蓮
法
師
）

40
は
、
何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め
に
命
を
惜
し
む
の
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し

て
も
何
の
意
味
も
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
41
は
、
出
家
し
た
自
分

は
、
世
を
恨
む
意
味
も
必
要
も
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
よ
る
」
が
「
原
因
」
を
表
す
も
の
だ
と
し
て
も
、「
方
丈
記
」
第
十

一
文
は
、
住
処
に
つ
い
て
、
心
を
な
や
ま
し
、
目
を
喜
ば
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
「
原
因
」
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
無
意
味
さ
、
不
必
要
さ

を
歎
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
内
容
の
上
で
肝
心
な
の
は
、
第
十
文
は
人
の
命
の
無
常
を
歎
じ
た
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
第
十
一
文
は
、
単
純
に
そ
れ
と
並
行
的
に
、
住
処
の
命
、

す
な
わ
ち
家
が
は
か
な
く
無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
盛
衰
が
は
げ
し
い
こ
と

を
歎
じ
た
も
の
で
は
な
い

・

・

・

・

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
六
―
三
　
露
・
花

　

第
十
二
文
は
、「
ソ
ノ
ア
ル
シ
ト
ス
ミ
カ
ト
無
常
ヲ
ア
ラ
ソ
フ
サ
マ
イ
ハ
ヽ
ア

サ
カ
ホ
ノ
露
ニ
コ
ト
ナ
ラ
ス
」
と
し
て
、
あ
る
じ
と
住
処
と
が
無
常
を
争
う
さ
ま

を
、「
朝
顔
の
露
」
に
た
と
え
て
い
る
。
そ
し
て
続
く
第
十
三
文
以
降
で
は
、「
露
」

と
「
花
」
と
が
、
互
い
に
一
方
が
滅
び
去
っ
た
あ
と
、
も
う
一
方
も
な
が
ら
え
る

こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

第
十
三
文
以
降
「
露
」「
花
」
の
対
比
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
第
十
二
文

に
は
「
朝
顔
の
露
・

・

」
と
あ
っ
て
「
花
」
と
は
な
い
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「「
朝

顔
の
（
花
と
）
露
（
と
）
に
異
な
ら
ず
」
と
補
っ
て
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
安

良
岡
康
作
一
九
八
〇
）
と
か
、「
い
わ
ば
朝
顔
の
花
の
露
と
全
く
同
じ
だ
」（
浅
見

和
彦
二
〇
一
一
）
な
ど
と
、「
花
」
の
要
素
を
補
っ
て
訳
す
も
の
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
後
に
続
く
「
露
」
と
「
花
」
の
対
に
な
ら
っ
て
揃
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
表
現
と
し
て
は
、「
朝
顔
の
露
」
と
の
み
あ
る
の
が
、
文
学
作
品
の

中
で
は
一
般
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

42 　

は
か
な
く
て
過
ぎ
に
し
か
た
を
思
ふ
に
も
今
も
さ
こ
そ
は
朝
顔
の
露

 

（
山
家
集
、
七
七
七
）

「
露
」
と
「
花
」
と
を
「
あ
る
じ
」
と
「
す
み
か
」
と
に
た
と
え
る
の
が
長
明
の

独
創
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、「
朝
顔
の
露
」
で
42
の

よ
う
に
は
か
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
う
も
の
の
象
徴
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　

43 　

朝
顔
の
露
落
ち
ぬ
先
に
、
文
書
か
む
と
、
道
の
ほ
ど
も
心
も
と
な
く
、

 

（
枕
草
子
、
七
月
ば
か
り
い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
）

　
　

44 　

お
く
露
の
ほ
ど
を
も
待
た
ぬ
あ
さ
が
ほ
は
見
ず
ぞ
な
か
な
か
あ
る
べ
か

流
れ
は
絶
え
ず

二
一



り
け
る 

（
大
和
物
語
、
三
十
九
）

の
よ
う
に
、
露
が
落
ち
る
ま
で
の
時
間
が
非
常
に
短
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
た
表
現
も
み
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
露
が
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で

の
「
朝
顔
の
露
」
も
、
内
容
と
し
て
は
露
の
置
く
場
所
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
た
だ
し
問
題
に
な
る
の
は
、「
露
」
は
朝
顔
の
ど
こ
に

・

・

・

置
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
露
」
と
「
花
」
の
対
が
こ
の
後

で
説
か
れ
る
の
で
も
あ
る
か
ら
、
露
が
置
く
場
所
は
「
花
」
で
し
か
あ
り
え
な
い

よ
う
で
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
葉
」
に
も
露
は
置
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
疑
問

を
念
頭
に
置
き
、
後
続
の
文
へ
と
す
す
む
。

　

第
十
三
文
・
第
十
四
文
は
、「
或
ハ
露
ヲ
チ
テ
花
ノ
コ
レ
リ
」（
⑬
）、「
ノ
コ
ル

ト
イ
ヘ
ト
モ
ア
サ
日
ニ
カ
レ
ヌ
」（
⑭
）
で
あ
り
、
露
が
落
ち
て
花
が
残
っ
て
も
、

遠
か
ら
ず
朝
日
に
か
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
第
十

五
文
・
第
十
六
文
は
、「
或
ハ
花
シ
ホ
ミ
テ
露
ナ
ヲ
キ
エ
ス
」（
⑮
）、「
キ
エ
ス
ト

イ
ヘ
ト
モ
夕
ヲ
マ
ツ
事
ナ
シ
」（
⑯
）
と
あ
る
。
第
十
三
文
・
第
十
四
文
の
「
露
」

「
花
」を
い
れ
か
え
た
関
係
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、理
解
は
容
易
に
見
え
る
が
、

素
朴
な
疑
問
と
し
て
、
花
が
萎
ん
で
い
る
の
に
露
が
消
え
ず
に
残
る
と
い
う
の
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。
露
は
萎
ん
だ
花
の
ど
こ
に

・

・

・

置
い
て
い
る
の
か
。「
花
」と
は「
花

弁
」「
花
び
ら
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
萎
ん
だ
花
び
ら
の
外
側
に
露
が
置
い

て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
花
が
咲
い
て
い
る
間
そ
の
露
は
ど
こ
に
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
考
え
て
き
て
、「
露
」
と
「
花
」
は
本
当
に
「
あ
る
じ
」
と
「
す
み
か
」

に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。
そ
こ
で
考
え
る
べ
き
な

の
は
、
こ
の
第
三
段
冒
頭
、
第
十
文
と
第
十
一
文
の
内
容
で
あ
る
。
第
十
文
は
人

の
命
の
無
常
を
な
げ
い
た
も
の
で
あ
り
、
第
十
一
文
の
内
容
は
、
家
が
は
か
な
く

無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
、盛
衰
が
は
げ
し
い
こ
と
を
歎
じ
た
も
の
で
は
な
く

・

・

・

・

、

誰
か
ほ
か
の
人
（
と
の
関
係
）
の
為
に
家
を
つ
く
る
こ
と
の
無
意
味
さ
、
自
分
個

人
の
分
を
超
え
た
家
を
つ
く
る
こ
と
の
む
な
し
さ
を
歎
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、「
露
」
と
の
対
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
花
」
は
、
単
に
「
露
」（
人
・

あ
る
じ
）
の
入
れ
物
と
し
て
の
「
す
み
か
」「
建
物
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の

建
物
を
豪
勢
に
飾
り
立
て
る
こ
と
の
象
徴

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
花

が
萎
ん
で
も
、
つ
ま
り
「
家
」
が
往
時
の
勢
い
を
失
い
、
没
落
し
て
し
ま
っ
て
も
、

人
だ
け
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
な

っ
た
あ
る
じ
も
、
い
つ
ま
で
も
い
き
な
が
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
第
十
三
文
・
第
十
四
文
の
内
容
も
、
立
派
な
家
を
つ
く
っ
て
も
、
人

の
命
は
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
じ
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
む
な
し
い

だ
け
だ
、と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
露
」
は
「
花
」（
花

び
ら
）
に
置
い
て
い
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
現
象
を「
ア
ル
シ
ト
ス
ミ
カ
ト
無
常
ヲ
ア
ラ
ソ
フ
サ
マ
」（
第
十
二
文
）

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
露
」
と
「
花
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
直
接
見

く
ら
べ
る
こ
と
で
わ
か
る
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
朝
顔
に
露
が
置
い
て
い
る
現

象
を
見
、
そ
の
露
が
朝
顔
と
い
う
植
物
あ
る
い
は
花
全
体
と
の
間
に
も
っ
て
い
る

関
係
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
「
無
常
ヲ
ア
ラ
ソ
フ
サ
マ
」
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
強
い
て
述
べ
れ
ば
、「
露
」
の
入
れ
物
と
し
て
の
「
す
み
か
」

「
建
物
」
は
、
花
び
ら
と
し
て
の
「
花
」
で
は
な
く
、
朝
顔
の
花
（
あ
る
い
は
そ

の
植
物
）
全
体
が
対
応
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
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て
、
先
述
の
「
朝
顔
の
露
」
の
箇
所
も
、「
花
」
の
要
素
を
補
っ
て
理
解
す
る
必

要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
六
―
四
　
シ
ホ
ミ
テ

　

最
後
に
、
こ
こ
で
も
、
植
物
が
し
お
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
人
な
ど
が
衰
え

活
力
が
な
く
な
る
こ
と
を
表
し
得
る
「
し
ぼ
む
」
と
い
う
語
が
選
択
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
も
当
然
、
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

45 　

み
な
人
の
花
の
こ
ろ
も
を
き
る
な
か
に
ひ
と
り
ぞ
老
に
し
ぼ
み
は
て
ぬ

る 

（
躬
恒
集
、
一
八
六
）

こ
の
例
で
「
し
ぼ
み
は
て
」
て
し
ま
う
原
因
は
「
老
い
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特

定
の
き
っ
か
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
必
ず
そ
う
な
る

も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
威
勢
を
誇
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
花
」
は
い
つ
か
か

な
ら
ず
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
と
い
う
の
が
、「
無
常
ヲ
ア
ラ
ソ
フ
」
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。

　
　
　
　

七　

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、「
方
丈
記
」
冒
頭
文
を
題
材
に
、
文
と
文
章
の
構
造
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
和
漢
の
典
拠
を
も
と
め
る
こ
と
と
は
ち
が
っ
た
角
度
か
ら
、
こ
の
文
章

の
内
容
を
く
わ
し
く
読
解
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
。

　
「
人
ト
栖
」
を
主
題
と
し
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
で
説
明
し
て
い
る
と
い

う
構
造
は
第
一
文
か
ら
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
第
一
文
に
み
ら

れ
る
「
シ
カ
モ
」
で
つ
な
が
れ
る
前
後
の
意
味
的
関
係
も
ま
た
、
そ
の
ま
ま
後
段

へ
ひ
き
つ
が
れ
て
い
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
あ
き
ら
か
に
な

っ
た
。
し
か
も
、
両
義
的
な
語
を
各
所
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
形
式
と
内
容

の
両
面
が
密
接
に
絡
み
合
っ
た
か
た
ち
で
文
章
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
し
く

名
文
と
い
え
る
。

1 　

本
稿
で
は
「
冒
頭
文
」
を
冒
頭
の
文
章
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
。
冒
頭
の

一
文
の
み
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。

2 　

そ
の
た
め
に
、先
行
す
る
（
ま
た
は
同
時
代
や
そ
れ
以
降
の
も
の
も
含
め
て
）

文
学
作
品
等
か
ら
の
、
言
語
表
現
に
か
か
わ
る
用
例
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
論
を
進
め
る
が
、そ
れ
ら
は
鴨
長
明
が
、「
方
丈
記
」
を
著
す
に
あ
た
っ
て
「
摂

取
」
し
た
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
と
り
あ
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
時
の

日
本
語
の
文
章
に
お
い
て
「
あ
り
得
る
」
言
語
表
現
を
さ
ぐ
る
た
め
に
も
と
り

あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

3 　

ま
た
、
そ
の
「
不
要
」
な
語
が
「
川
の
流
動
感
を
印
象
的
に
伝
え
る
」
と
い

う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
も
、
理
解
し
に
く
い
。

4 　

た
だ
し
、「
法
句
経
」
の
一
節
を
引
用
す
る
も
の
の
、そ
れ
を
見
る
限
り
、「
ユ

ク
河
」「
ユ
ク
河
ノ
ナ
カ
レ
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
ま
と
ま
り
の
表
現
に
形

式
上
直
接
に
対
応
す
る
表
現
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

5 　

佐
竹
昭
広
校
注
（
一
九
八
九
）
も
、
そ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
主
張
し
て
い
る

わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

6 　

佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
（
二
〇

一
三
）『
万
葉
集
』（
二
）
に
は
、
こ
の
歌
の
第
二
句
に
関
し
て
、「
す
ぎ
に
し

流
れ
は
絶
え
ず

二
三



ひ
と
の
」
と
訓
む
説
も
多
い
と
す
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
枕
詞
的
で
あ
る
こ

と
に
か
わ
り
な
く
、
ま
た
「
す
ぐ
」「
す
ぎ
ゆ
く
」
に
係
る
と
い
う
の
は
類
似

性
が
高
い
と
み
て
よ
い
。

7 　
「
的
用
法
」
と
い
う
の
は
、
用
例
も
少
な
く
、
狭
義
の
「
枕
詞
」
と
は
言
え

な
い
も
の
の
、「
枕
詞
」
と
同
様
の
表
現
効
果
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
四
文
の
「
タ
マ
シ
キ
ノ
」
が
同
様
の
理
由
で
枕
詞

「
的
」
と
言
わ
れ
る
の
と
同
様
の
意
味
で
「
的
用
法
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

8 　

安
良
岡
（
一
九
八
〇
）
も
こ
の
二
例
の
存
在
を
示
す
が
、
4
の
方
を
「
方
丈

記
」
当
該
箇
所
と
お
な
じ
も
の
と
し
、
3
を
異
な
る
も
の
と
す
る
（
根
拠
は
特

に
し
め
さ
れ
な
い
）。
本
稿
は
そ
れ
と
正
反
対
の
理
解
の
仕
方
を
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

9 　

各
種
注
釈
書
（
一
般
向
け
の
も
の
も
含
め
て
）
や
、
高
等
学
校
教
科
書
等
に

お
い
て
こ
の
一
節
を
取
り
上
げ
る
際
に
、「
行
く
川
の
流
れ
」
と
い
う
小
見
出

し
を
付
す
も
の
も
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
る

理
解
の
仕
方
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

10 　

堀
川
善
正
（
一
九
八
六
）
に
「
シ
カ
モ
」
の
用
法
の
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。

以
下
の
10
・
11
の
例
も
そ
こ
で
（
あ
る
い
は
他
者
の
研
究
に
お
い
て
も
）
言
及

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
こ
こ
で
の
考
察
は
、
説
明
が
そ
れ
ら
と
重

複
す
る
こ
と
を
避
け
、「
し
か
も
」
の
用
法
そ
の
も
の
の
問
題
よ
り
も
、「
方
丈

記
」
冒
頭
文
に
お
い
て
そ
れ
が
も
つ
解
釈
上
の
問
題
と
、
先
行
研
究
に
お
け
る

議
論
に
対
す
る
私
見
を
中
心
に
す
す
め
る
こ
と
と
す
る
。

11 　

付
言
す
れ
ば
、
そ
の
際
、「
逆
接
」
と
い
う
表
現
は
必
ず
し
も
適
切
と
は
言

え
ま
い
。「
逆
接
」「
順
接
」
と
は
一
般
に
前
件
と
後
件
と
の
論
理
的
関
係
を
表

す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
意
味
内
容
上
の
問
題
を
あ
つ
か
う
際

に
は
必
ず
し
も
な
じ
ま
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
、
以
下
「
逆
接
」
と
カ
ッ
コ
つ

き
に
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
内
容
上
相
反
す
る
も
し
く
は
通
常
併
存
し
に

く
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
「
し
か
も
」
の
こ
と
で
あ
る
。

12 　

堀
川
善
正
（
一
九
八
六
）
の
い
う
「
矛
盾
反
発
的
添
加
」
と
い
う
も
の
に
近

い
考
え
方
と
思
わ
れ
る
。

13 　
「
う
た
か
た
」
を
単
に
「
水
の
泡
」
と
注
す
る
こ
と
に
対
す
る
異
論
は
、
小

松
英
雄
（
二
〇
〇
八
）
に
も
あ
る
。

14 　

た
だ
し
こ
の
二
例
は
ど
ち
ら
も
「
う
た
か
た
の
」
の
形
の
枕
詞
と
考
え
ら
れ

る
。

15 　

こ
の
こ
と
の
指
摘
は
、
工
藤
力
男
（
二
〇
一
二
）
に
も
あ
る
。

16 　

こ
の
文
章
に
「
シ
」
等
、
同
音
の
反
復
が
多
い
こ
と
は
、
小
松
英
雄
（
二
〇

〇
八
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

17 　

神
田
秀
夫
校
注
・
訳
（
一
九
九
五
）
は
、
こ
こ
で
は
な
く
、「
宝
を
費
し
、

心
を
悩
ま
す
事
」
の
部
分
を
引
き
、「
家
を
建
て
る
算
段
を
す
る
よ
う
な
、
世

事
に
神
経
を
す
り
へ
ら
す
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
」
と
す
る
。
内

容
上
関
連
の
あ
る
箇
所
と
し
て
、「
宝
を
費
し
、
心
を
悩
ま
す
事
」
の
部
分
は

確
か
に
重
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
「
世
事
に
神
経
を
す
り
へ

ら
す
」
と
い
っ
た
説
明
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
異
な
る
解
釈
を
、
本
論
の
後
述

す
る
部
分
で
、「
露
」
と
「
花
」
の
比
喩
に
関
連
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

調
査
資
料

用
例
検
索
・
調
査
に
は
、
下
記
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。
例
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文
の
引
用
は
、
以
下
の
文
献
に
よ
る
。

「
論
語
」
…
『
新
釈
漢
文
大
系
』
明
治
書
院

「
十
訓
抄
」「
伊
勢
物
語
」「
新
古
今
和
歌
集
」「
う
つ
ほ
物
語
」「
徒
然
草
」「
方
丈

記
」（
用
例
14
・
21
・
37
）「
古
今
和
歌
集
」「
源
氏
物
語
」「
竹
取
物
語
」「
堤
中

納
言
物
語
」「
和
泉
式
部
日
記
」「
夜
の
寝
覚
」「
太
平
記
」「
大
鏡
」「
平
家
物
語
」

「
落
窪
物
語
」「
栄
花
物
語
」「
枕
草
子
」「
大
和
物
語
」
…
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
小
学
館
（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
も
利
用
し
た
）

「
万
葉
集
」
…
佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校

注
『
万
葉
集
』
全
五
冊
、
岩
波
文
庫

「
無
名
抄
」「
山
家
集
」
…
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
（
国
文
学
研
究
資

料
館
の
日
本
古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
利
用
し
た
）

芥
川
龍
之
介
「
偸
盗
」
…
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
岩
波
書
店

太
宰
治
「
お
伽
草
紙
」
…
『
太
宰
治
全
集
』
筑
摩
書
房

「
後
撰
和
歌
集
」「
千
載
和
歌
集
」
…
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店

「
赤
染
衛
門
集
」
…
『
和
歌
文
学
大
系
』
明
治
書
院

夏
目
漱
石
「
草
枕
」
…
『
漱
石
全
集
』
岩
波
書
店

加
藤
盤
齋
「
長
明
方
丈
記
抄
」
…
簗
瀬
一
雄
編
『
方
丈
記
諸
注
集
成
』
豊
島
書
房

「
躬
恒
集
」
…
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
七
巻
、
角
川
書
店

参
考
文
献

青
木
伶
子
編
（
一
九
六
五
）『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
武
蔵
野
書
院

浅
見
和
彦
（
二
〇
一
一
）『
方
丈
記
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫

神
田 

秀
夫
校
注
・
訳
（
一
九
七
一
）『
方
丈
記 

徒
然
草 

正
法
眼
蔵
随
聞
記 

歎
異
抄
』

（
日
本
古
典
文
学
全
集
27
、
小
学
館
）

神
田 

秀
夫
校
注
・
訳
（
一
九
九
五
）『
方
丈
記 

徒
然
草 

正
法
眼
蔵
随
聞
記 

歎
異
抄
』

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
44
、
小
学
館
）

工
藤 

力
男
（
二
〇
一
二
）「
む
か
し
・
い
に
し
え
―
日
本
語
雑
記
・
拾
遺
―
」『
成

城
文
藝
』
219

小
松
英
雄
（
二
〇
〇
八
）『
丁
寧
に
読
む
古
典
』（
笠
間
書
院
）

佐
竹 

昭
広
校
注
（
一
九
八
九
）『
方
丈
記 

徒
然
草
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
39
、

岩
波
書
店
）

新
間 

水
緒
（
二
〇
一
四
）「『
方
丈
記
』
の
序
章
に
つ
い
て
―
『
文
選
』「
歎
逝
賦
」

注
文
と
の
関
係
か
ら
―
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要 

文
学
研
究
篇
』
40
）

手
崎
政
男
（
一
九
九
四
）『
方
丈
記
論
』
笠
間
書
院

手
崎
政
男
（
二
〇
〇
九
）『
通
読
方
丈
記
』
笠
間
書
院

西
尾 

実
校
注
（
一
九
五
七
）『
方
丈
記 

徒
然
草
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
30
、
岩

波
書
店
）

藤
原 

浩
史
（
二
〇
〇
六
）「『
枕
草
子
』
第
一
段
の
国
語
学
的
解
釈 

潜
在
す
る
論

理
の
再
構
築
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要 

文
学
部
』
55
）

堀
川 

善
正
（
一
九
八
六
）「
し
か
も
」
の
語
源
・
語
誌
的
考
察
」『
語
源
探
求
』
明

治
書
院

三
木 
紀
人
校
注（
一
九
七
六
）『
方
丈
記 

発
心
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成 

第
五
回
、

新
潮
社
）

安
良
岡
康
作
（
一
九
八
〇
）『
方
丈
記
』
講
談
社
学
術
文
庫

簗
瀬
一
雄
（
一
九
七
一
）『
方
丈
記
全
注
釈
』
角
川
書
店

簗
瀬
一
雄
（
一
九
七
二
）『
方
丈
記
解
釈
大
成
』
大
修
館
書
店

流
れ
は
絶
え
ず

二
五



付
記　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費16K

16844

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
二
〇
一
六
年
十
月
三
日
受
理
）

 
（
な
る
み　

し
ん
い
ち　

文
学
部
日
本
・
中
国
文
学
科
准
教
授
）

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
八
号

二
六


