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「気
づ
く
」
に
関
す
る

一
考
察

―
―

「
知
る
」
と
の
対
比
に
お

い
て
―
―

キ
ー
ワ
ー
ド

¨
「気
づ
く

（気
が
つ
く
と
、

「知
る
」、
「悟
る
」、
「
引
用
」、

１
　
こ
の
稿
で
は
、

「気
づ
く
」
と
い
う
我
々
の
知
的
営
み
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

「気
づ
く
」

「気
が
つ
く
」
と
い
う
こ
と
ば
に
即

し
て
検
討
す
る
。
特
に
、
こ
こ
で
は
、

「知
る
」
と
の
対
比
を
通
し
て
、

「気

づ
く
」
の
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。

考
察
に
先
立
ち
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
点
を
限
定
し
て
お
き
た
い
。
「気
づ
く
」

「気
が
つ
く
」
両
形
式
を
と
り
あ
げ
る
が
、
こ
れ
ら
が
、
両
者
に
共
通
す
る

買
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
事
物
が
）意
識
に
の
ぼ
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
用
い

ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
問
題
と
す
る
。

「気
が
つ
く
」
の
方
に
は
、
そ
れ

以
外
の
意
味

（「配
慮
が
行
き
届
く
」

「意
識
を
と
り
も
ど
す
し

も
認
め
ら
れ

る
が
、
そ
れ
ら
は
、
こ
こ
で
の
考
察
の
範
囲
外
で
あ
る
。
以
下
、

「気
づ
く
」

「気
が
つ
く
」
は

一
括
し
て
、

「気
づ
く
」
と
し
て
言
及
し
て
い
く
。

２
１
１
　
「気
づ
く
」
を

「知
る
」
と
対
比
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
次

の
よ
う
な
点
に
注
意
す
る
か
ら
で
あ
る
。

①
ｌ
ａ
　
彼
は
そ
れ
が
正
し
い
と
日
っ―
測
洲
、
実
は
そ
れ
は
誤
り
だ
っ
た
。

①
ｌ
ｂ
？
彼
は
そ
れ
が
正
し
い
と
矧
っ―
測
洲
、
実
は
そ
れ
は
誤
り
だ
っ
た
。

①
ｌ
ｃ
？
彼
は
そ
れ
が
正
し
い
と
目
っ―
測
洲
、
実
は
そ
れ
は
誤
り
だ
っ
た
。

藤

田

保

幸

叙
実
動
詞

ω
ｌ
ｄ
？
彼
は
そ
れ
が
正
し
い
と
気
づ
い
た
が
、
実
は
そ
れ
は
誤
り
だ
っ
た

ａ
の

「
思
う
」
の
場
合
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
だ
が
、
引
用
句

「
＞
＜
卜
」

に
出
て
く
る
主
体
の
思
惟

・
認
知
の
内
容
が
実
は
誤
り
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な

文
脈
で
は
、

「
知
る
」
「悟
る
」
「気
づ
く
」
の
よ
う
な
動
詞
は
用
い
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
動
詞
は
、
思
惟

・
認
知
の
内
容

（通

琳
る 「鋪
嗽
輪
暉

え
（
」

役
『
】
¨
』
だ
い
轄
請
』
“

「 と
い
わ
輸
議
『
〔
」
は
硼
む
「

叙
実
動
詞
で
あ
り
、　
一
つ
の
真
な
る
内
容
を
認
識
す
る
も
の
だ
と
い
う
点
で
、

「気
づ
く
」
は

「知
る
」
や

「悟
る
」
と

一
面
で
極
め
て
近
い
意
味
を
示
す
も

の
と
い
え
よ
う
。
実
際
、

「
＞
＜
卜
気
づ
く
」
と

「
＞
＜
卜
知
る
」

「
＞
く
ト

悟
る
」
の
よ
う
な

「
引
用
」
の
表
現
を
例
に
考
え
て
み
て
も
、

「気
づ
く
」
と

「
知
る
」

「悟
る
」
を
相
互
に
交
換
し
て
も
事
柄
的
意
味
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
場
合
が
多
い
。

②
ｌ
ａ
　
そ
の
胴
体
が
、
今
日
腑
分
け
せ
ら
れ
る
の
だ
と
剣
洲
州
ｄ
ｄ
、
六

人
は
ち
ょ
っ
と
不
快
な
感
じ
を
い
だ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

（菊
地
寛

「蘭
学
事
始
し



②
ｌ
ｂ
　
そ
の
胴
体
が
、
今
日
腑
分
け
せ
ら
れ
る
の
だ
と
知
る
と
、
六
人
は

ち
ょ
っ
と
不
快
な
感
じ
を
い
だ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

②
ｌ
ｏ
　
そ
の
胴
体
が
、
今
日
腑
分
け
せ
ら
れ
る
の
だ
と
悟
る
と
、
六
人
は

ち
ょ
っ
と
不
快
な
感
じ
を
い
だ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

③
ｌ
ａ
　
も
し
陽
子
が
本
当
の
妹
で
な
い
と
矧

っ‐
川
司
引
、
徹
は
一
体
ど
う

す
る
だ
ろ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
一浦
綾
子

「
氷
点
し

０
１
ｂ
　
も
し
陽
子
が
本
当
の
妹
で
な
い
と
気
づ
い
た
な
ら
、
徹
は

一
体
ど

う
す
る
だ
ろ
う
か
。

③
ｌ
ｃ
　
も
し
陽
子
が
本
当
の
妹
で
な
い
と
悟

っ
た
な
ら
、
徹
は

一
体
ど
う

す
る
だ
ろ
う
か
。

④
ｌ
ａ
　
ど
こ
へ
越
し
て
も
住
み
に
く
い
と
悟

っ
た
時
、
詩
が
生
れ
て
画
が

出
来
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（夏
目
漱
石

「草
枕
じ

０
１
ｂ
　
ど
こ
へ
越
し
て
も
住
み
に
く
い
と
気
づ
い
た
時
、
詩
が
生
れ
て
画

が
出
来
る
。

０
１
ｃ
　
ど
こ
へ
越
し
て
も
住
み
に
く
い
と
知

っ
た
時
、
詩
が
生
れ
て
画
が

出
来
る
。

こ
の
よ
う
に
一
見
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
る

「気
づ
く
」
と

「知
る
」

「悟

る
」
に
も
、　
一
方
で
何
ら
か
の
意
味
の
相
違
が
あ
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ

の
う
ち
、

「悟
る
」
は
、
哲
学

・
宗
教
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

も
多
く
、
そ
う
し
た
内
容
と
も
か
か
わ
る
あ
る
種
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
い
っ
た
ん
措
く

（
こ
の
点
、
最
後
に
補
足
と

し
て
少
し
だ
け
ふ
れ
る
）。
以
下
で
は
、
「気
づ
く
」
を

「知
る
」
と
対
比
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
の
相
違
を
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
の
真

理
認
識
の
営
み
と
し
て
の
「気
づ
く
」
の
特
質
が
浮
力ゝ
び
あ
が
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

２
１
２
　
考
察
は
、
次
の
よ
う
な
手
順
を
と
る
。

１
　
ま
ず
、　
マ
ノ
ヽ
一気
づ
く
」
と

「
＞
て
フ
知
る
」
と
い
う
格
成
分

（対

象
格
）
を
と
っ
た
形
に
つ
い
て
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、

「気
づ
く
」

「知

る
」
の
相
違

（と
重
な
り
）
に
つ
い
て
見
通
し
を

つ
け
る

（３
１
１
２

４
）。

２
　
そ
こ
で
の
見
通

し

が
、　
で
ノ
ヽ
卜
気
づ
く
」
と

「
＞
く
卜
知
る
」
の

「
引
用
」
の
表
現
の
分
析
と
も
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

（４

１
１
２
４
）。

「
凛
¨
蹴
わ
彙
鋤
「

「 を
浸
』
は
燎
律
「
い
章
烈
ぼ

十
”
胸
『
け
Ｘ
無
櫛
』
ｒ

語

。
分
類
で
い
え
ば
、
β
類
の

「
引
用
」
で
あ
る
。
β
類
と
は
、

「
＞
く
卜
」
で

ひ
か
れ
る
現
実
の
発
話

・
思
惟
と
述
語
動
詞
の
示
す
動
作
等
が
事
実
上
等
し
い

と
い
う
関
係
で
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る

（例
え
ば
、

「
あ
の
人
だ
と
気
づ
く
」

の
場
合
、

「
あ
の
人
だ
」
と
い
う
現
実
に
心
の
中
に
起
こ
っ
た
思
惟
が
、
す
な

わ
ち

「気
づ
く
」
と
い
う
行
為
に
他
な
ら
な
い
）。
マ
／
ヽ
卜
気
づ
く
」

「
＞
＜

卜
知
る
」
の
よ
う
な

「
引
用
」
の
構
造
は
、

「気
づ
く
」

「知
る
」
と
い
っ
た

思
惟

・
認
知
の
内
実
が
引
用
句

「
＞
＜
卜
」
に
ひ
か
れ
て
い
わ
ば
照
合
さ
れ
る

形
で
結
び
つ
い
た
の
と
も
い
え
よ
う
。
従

っ
て
、

「
＞
て
卜
気
づ
く
」

「
＞
く

卜
知
る
」
の
よ
う
な

「
引
用
」
の
分
析
、
殊
に

「
＞
＜
卜
」
の
内
部

（引
用
内

部
）
の
分
析
は
、

「気
づ
く
」

「
知
る
」
と
い
う
営
み
の
内
実

（心
の
中
で
起

こ
っ
て
い
る

（と
少
な
く
と
も
我
々
が
直
観
的
に
思
っ
て
い
る
）
こ
と
）
を
い

わ
ば
の
ぞ
き
込
む
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
実
を
観
察
す
る
分

析
と
、
格
等
の
意
味
‐統
語
的
特
徴
か
ら
動
詞
の
意
味
に
接
近
し
て
い
く
分
析

と
が
相
応
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
格
等
の
側

面
か
ら
の
分
析
と

「
引
用
」
の
側
面
か
ら
の
分
析
が
お
互
い
支
え
あ
っ
て
有
効



性
を
持
ち
得
る
と
い
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
示
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

３
１
１
　
ま
ず
、
格
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
。

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ

「
＞
＜

二
気
づ
く
」

「
＞
く
ヲ
知
る
」
の
よ
う
な
格
成
分
を
と
る
。

二
格
と
ヲ
格
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
、

「気
づ
く
」

「知
る
」
が

認
知
的
に
か
か
わ
る
対
象

（
モ
ノ
ｏ
事
柄
）
を
示
す
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

そ
の
対
象
と
の
か
か
わ
り
方
も
、

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
と
で
は
当
然
異
な

り
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
ず
れ
と
重
な
り
は
、
格
成
分
と
し
て
出
て
く

る
対
象
と

「気
づ
く
」

「知
る
」
と
の
意
味
関
係
を
観
察

。
対
比
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
比
較
的
は
っ
き
り
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ず
れ
と
重
な
り
を
最

も
端
的
に
お
さ
え
る
た
め
に
は

「
＞
く

二
気
づ
く
」

「
＞
＜
ヲ
知
る
」
の
諸
例

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
を
置
き
か
え
て
み
て

（も
ち

ろ
ん
助
詞
も
そ
れ
に
伴

っ
て
代
わ
る
）、　
ほ
ぼ
同
義
的
か
ず
れ
が
生
じ
る
か
を

テ
ス
ト
す
る
よ
う
な
こ
ど
が
手
掛
り
と
な
ろ
う
。
便
宜
上

「
＞
＜

二
」

「
＞
＜

ヲ
」
の

「
＞
く
」
の
部
分
を
Ｎ
と
呼
ぶ
。

予
め
、
結
論
的
な
こ
と
を
述
べ
れ
ば
、
Ｎ
が
モ
ノ
を
表
わ
す
名
詞
句
の
場
合
、

「
知
る
」
と

「気
づ
く
」
を
交
換
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る

（交
換
す
る
と
事
柄
的
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
か
、
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
）
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
の
意
味
の
ず
れ
が
表
に
出
て

く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｎ
が
事
柄
を
表
わ
す
名
詞
節
相
当
の
も
の
の
場
合
、

あ
る
い
は
、
事
柄
内
容
を
も
っ
た
抽
象
物

（「真
相
」
「事
実
」
「気
持
」
等
々
）

を
示
す
名
詞
句
で
そ
の
内
容
面
が
認
識
対
象
と
な
る
場
合
な
ど
は
、

「知
る
」

と

「気
づ
く
」
を
交
換
し
て
も
文
の
事
柄
的
意
味
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
こ
と

が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、

「気
づ
く
」
と

「知
る
」

の
意
味
の
重
な
り
が
目
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

０

１

ａ

代
助
は
守
宮
に
気
づ
く
ご
と
に
い
や
な
心
持
ち
が
し
た
。

（夏
目
漱
石

「
そ
れ
か
ら
し

０
１
ｂ
？
代
助
は
「
日
引
剣
ｄ
ご
と
に
い
や
な
心
持
ち
が
し
た
。

０
１
ａ
　
運
命
の
二
字
は
昔
か
ら
知
っ
て
い
た
が
、
た
だ
字
を
知
っ
て
い
る

だ
け
で
意
味
は
分
ら
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
（夏
目
漱
石

「坑
夫
し

０
１
ｂ
？
…
…
、
た
だ
字
に
気
づ
い
て
い
る
だ
け
で
意
味
は
分
ら
な
か
っ
た
。

０
１
ａ
　
・■
・‥
番
頭
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
刻
利
引
刑
洲
錮
劉
「
副
引
創
例
刻
矧

っ‐
赳
時
に
は
、
も
う
一
層
の
絶
望
が
彼
の
心
を
打
っ
た
。

（宮
本
百
合
子

「爾
宜
様
富
田
し

０
１
ｂ
　
・‥
‥
番
頭
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
そ
れ
が
州
剰
藝
蟹
引
樹
例
創
例
引
剣

引
劇
測
時
に
は
、
も
う
一
層
の
絶
望
が
彼
の
心
を
打
っ
た
。

③
ｌ
ａ
　
新
右
衛
門
は
、
創
ョ
湖
刹
淵
冽
「
Ｊ
側
固
冒
劉
劉
創
矧
口
利
嘲
口
ｄ

囃
日
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（津
本
陽

「
塚
原
卜
伝
十
二
番
勝
負
し

③
ｌ
ｂ
　
新
右
衛
門
は
、
潤
引
湖
刹
淵
冽
¶
翻
網
固
習
劉
劉
創
馴
倒
矧
「
「
引

た

。

０
卜
ａ
　
誠

一
郎
は
、
割
倒
倒
剣
相
―こ―
剣
引
引
ｄ
憤

っ
た
。

０
１
ｂ
　
誠

一
郎
は
、
割
側
研
劃
硼
羽
翻
η

て―
「慣

っ
た
。

す
な
わ
ち
、　
一
般
化
し
て
お
く
と
、　
天
モ
ノ
〉
に
気
づ
く
」
と

「
〈
モ
ノ
〉

を
知
る
」
の
場
合
に
は
、

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
の
意
味
の
ず
れ
が
目
立
ち
、

天
事
柄
〉
に
気
づ
く
」
と

「
〈事
柄
〉
を
知
る
」
の
場
合
は
、

「気
づ
く
」
と

「
知
る
」
の
意
味
の
重
な
り
が
目
立
っ
て
く
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

点
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

３
１
２
　
Ｎ
に
モ
ノ
を
示
す
名
詞
句
が
く
る
場
合
に
つ
い
て
、
天
モ
ノ
〉
に
気

づ
く
」
と

「
〈
モ
ノ
〉
を
知
る
」
の
典
型
的
な
例
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

便
宜
上
、

「知
る
」
の
方
か
ら
示
す
。

「
知
る
」
は
多
義
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
が
、
手
許
の
用
例
等
を
も
参
照
し
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
も
の
を
典
型



例
と
し
て
示
し
て
お
く
。

ド
イ
ツ
語
を
知

っ
て
い
る
／

？
知

っ
た
。

礼
儀
を
知

っ
て
い
る
／

？
知

っ
た
。

人
の
情
け
を
知

っ
て
い
る
／
知

っ
た
。

男
女
の
仲
を
知

っ
て
い
る
／
知

っ
た
。

佐
藤
を
知

っ
て
い
る
／
知

っ
た
。

彼
の
住
所
を
知

っ
て
い
る
／
知

っ
た
。

赤
ト
ン
ポ
の
歌
を
知

っ
て
い
る
／
知

っ
た
。

①
②
は

「
身
に
つ
け
て
い
る
」
意
が
強
く
、
ふ
？

，
「
知

っ
て
い
る
」
の
形

で
用
い
ら
れ
る
。
③
④

は

「体
験
と
し
て
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
、

「知

っ
て
い
る
」
の
形
で

「
わ
き
ま
え
て
い
る
」

（そ
れ
を
理
解
し
な
い
ふ
る

ま
い
は
し
な
い
）
と
い
っ
た
合
意
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
点
、
①

②
と
も
近
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
③
⑥
⑦
は

「
知
識

・
面
識
と
し
て
」
の
意
が
中

心
で
あ
る
。
以
上
は
、　
一
応
の
検
討
の
目
安
と
し
て
典
型
的
な
読
み
で
の
例
を

掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
例
に
つ
い
て
、

「
＞
く
ヲ
知
る
」
を

「
＞
く

二
気
づ
く
」
と
置
き
か
え

る
と
、
い
ず
れ
も
、
も
と
の
も
の
と
意
味
が
大
き
く
ず
れ
る
か
、
意
味
を
な
さ

ぬ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

①

？
ド
イ
ツ
語
に
気
づ
い
て
い
る
。

一

Ｃ
？
赤
ト
ン
ポ
の
歌
に
気
「
国
「
国
刻
。

例
え
ば
、
①
⑦
は
何
と
か
意
味
を
と
ろ
う
と
す
れ
ば
、

「
ド
イ
ツ
語
」

「赤

ト
ン
ポ
の
歌
」
が
き
こ
え
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
意
と
で
も
読
め
よ
う

が
、
と
も
か
く
も
、
も
と
の
意
味
か
ら
は
っ
き
り
ず
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
⑥
⑦
に

一
見
似
た
例
で
、

⑩
ｌ
ａ
　
事
件
の
犯
人
を
知

っ
て
い
る

の
よ
う
な
例
は
、

「気
づ
く
」
と
置
き
か
え
て
も
大
き
な
ず
れ
は
感
じ
ら
れ
な

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

⑩
ｌ
ｂ
　
覇
測
別
躙
倒
利
日
気
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
例
は
、

「
犯
人
が
誰
か
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場

面
が
想
定
さ
れ
、
そ
こ
で
、

「事
件
の
犯
人
は
×
×
だ
」
と
い
っ
た
事
柄
を
把

握
し
て
い
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
こ
う
し
た
問
題

の
事
項
が
特
定
で
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
で
の
⑩
の
よ
う
な
表
現
は
、
形

式
上
は
、　
モ
ノ
が
Ｎ
に
出
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は

「〈事
柄
〉
に
気
づ
く
」

天
事
柄
〉
を
知
る
」
例
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
例
を
除
く
と
、

天
モ
ノ
〉
を
知
る
」
例
で
は
、　
専
ら

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
の
ず
れ
の
面

が
際
立

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
方
、

「気
づ
く
」
の
典
型
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ

よ
う
が
、
や
は
り
、

「気
づ
く
」
を

「
知
る
」
に
置
き
か
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

だ
ろ
う
。雇

ン
ト
Ｆ
」

③

？
車
を
知

っ
た
。

右
の
よ
う
な
文
は
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
容
認
さ
れ

い
。
し
か
も
、
強
い
て
読
め
ば

「
車
と
は
い
か
な
る
も
の
か
わ
か
っ
た
」
意

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③  ② ①



に
で
も
読
め
よ
う
が
、　
こ
れ
で
は
、　
も
と
の
＠
の

「
車
が
あ
る
の
に
気
づ
い

た
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
と
は
違

っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た

例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、　
天
モ
ノ
〉
に
気
づ
く
」
例
で
も

「気
づ
く
」

と

「
知
る
」
の
ず
れ
が
際
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

０
１
ａ
　
車
の
こ
と
に
気
づ
い
た
。

①
ｌ
ｂ
　
車
の
こ
と
を
知

っ
た
。

の
よ
う
に
、　
Ｎ
が

「
＞
＜
の
こ
と
」

と
い
う
形
を
と
れ
ば
、

「気
づ
く
」

と

「
知
る
」
と
は
交
換
し
て
も
文
意
は
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
が
、
こ
う
し
た
例
は
も

は
や

天
事
柄
〉
に
気
づ
く
」

天
事
柄
〉
を
知
る
」
例
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、　
天
モ
ノ
〉
に
気
づ
く
」

「
〈
モ
ノ
〉
を
知
る
」
の

よ
う
な
例
で
は
、

「気
づ
く
」

「
知
る
」
の
意
味
は
、
そ
の
ず
れ
の
面
が
際
立

っ
て
く
る
と
い
う
３
１
１
で
の
見
方
は
、
典
型
的
な
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
で
も
裏
づ
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
典
型
的
な
例
を
見
て
み
る
と
、

「気
づ
く
」
は
対
象
を
意
識
に
と
ら
え
る
意
が
中
心
に
な
っ
て
く
る
の
に
対
し
、

「知
る
」
は
対
象
に
つ
い
て
の
知
識

・
情
報
を
所
有
す
る
意
が
中
心
に
な
る
と

い
え
る
。
こ
う
し
た
ず
れ
は
、
天
モ
ノ
〉
に
気
づ
く
」
と

「
〈
モ
ノ
〉
を
知
る
」

の
場
合
に
際
立

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ま
わ

る
も
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。

３
１
３
　
一
方
、　
３
１
１

●
２

で
見
た
よ
う
に
、　
天
事
柄
〉
に
気
づ
く
」

と

天
事
柄
〉
を
知
る
」
の
場
合
に
は
、
「気
づ
く
」
と

「知
る
」
の
重
な
り
が
目

立
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
に
見
た
以
外
に
も
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
げ

ら
れ
る
。

⑫
ｌ
ａ
　
ベ
ル
で
発
車
時
間
を
知

っ
た
。

こ
う
し
た
例
は
、
通
常

「
ベ
ル
で
」
の
よ
う
な

「知
る
」
き
っ
か
け
を
示
す

規
定
語
を
伴

っ
て
、

「
現
在
発
車
時
間
で
あ
る
」
と
い
っ
た
現
前
の
事
柄
を

「
知
る
」
意
を
示
す
が
、
こ
の
よ
う
な
例
で
も
、

「
知
る
」
と

「気
づ
く
」
を

置
き
か
え
て
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
ず
れ
が
生
じ
な
い
。

同
嗣
い

こ
率
口
】
幡

‐こ 車
鵬
剌

事 ‐こ
商
”
ぃ
漱
デ

名
（証

が
き
て
ヽ
出
来
事
が
あ
っ

た
こ
と
を

「知
る
」
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
。
３
の

「
知
る
」
は
、
ｂ
の
よ
う

に

「気
づ
く
」
と
置
き
か
え
て
も
、
事
柄
的
意
味
に
大
き
な
ず
れ
は
生
じ
な
い
。

０
１
ａ
　
新
聞
で
東
海
地
方
の
大
雨
を
知

っ
た
。

０
ｌ
ｂ
　
新
聞
で
東
海
地
方
の
大
雨
に
気
づ
い
た
。

こ
の
よ
う
に

天
事
柄
〉
を
知
る
」
と

「
〈事
柄
〉
に
気
づ
く
」

の
場
合
、

天
モ
ノ
〉
を
知
る
」
と

「
〈
モ
ノ
〉
に
気
づ
く
」
に
見
ら
れ
た
ず
れ
は
目
立
た

な
く
な
り
、

「気
づ
く
」
と

「
知
る
」
の
重
な
り
の
面
が
前
面
に
出
て
く
る
。

思
う
に
、
事
柄
と
は
一
定
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
意
識
に
と
ら

え
る
こ
と
と
、
い
か
な
る
こ
と
か
と
い
う
知
識
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
と
は
重

な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

３
１
４
　
絡
の
側
面
か
ら
簡
単
に

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
の
ず
れ
と
重
な
り

を
み
て
き
た
が
、
な
お
、
い
く
ら
か
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
、　
天
事
柄
〉
を
知
る
」
と

「
〈事
柄
〉
に
気
づ
く
」
と
は
、
以
上
の
よ

う
に
重
な
っ
て
く
る
が
、
細
か
に
は
な
お
は
っ
き
り
ず
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑭
ｌ
ａ
　
解
答
書
を
先
に
見
て
、
正
解
を
知

っ
た
。

０
１
ｂ
？
解
答
書
を
先
に
見
て
、
正
解
に
気
づ
い
た
。

「
知
る
」
は
、
そ
の
知
識
内
容
を
獲
得
す
る
方
法
に
は
特
別
の
含
意
は
な
い
。

自
分
で
努
力
し
て
得
て
も
他
か
ら
す
っ
か
り
も
ら
っ
て
も

「知
る
」
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、

「気
づ
く
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
知
識
を
す
っ
か
り
他
か
ら
も

ら
っ
て
く
る
よ
う
な
場
合
そ
れ
は

「気
づ
く
」
で
は
あ
り
得
な
い

（ｂ
の
よ
う

な
こ
と
が
言
え
る
と
す
れ
ば
、

「気
づ
く
」
主
体
が
解
答
を
飛
ば
し
読
み
で
も



し
て
、
ヒ
ン
ト
的
に
し
か
役
立
て
な
い
場
合
だ
ろ
う
）。

そ
の
意
味
で
は

「気

づ
く
」
は
自
力
の
営
み
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、

０
１
ａ
　
そ
れ
で
ど
う
に
も
、
夢
さ
ん
の
こ
と
が

（／
ヲ
）
矧
引
測
釧
ｄ
引

ら
な
か
っ
た
の
さ
。

（栗
本
薫

「
お
役
者
捕
物
帳
　
消
え
た
幽
霊
し

⑮
ｌ
ｂ
？
そ
れ
で
ど
う
に
も
、
夢
さ
ん
の
こ
と
に
気
ら
１
ニ
ケ
以
上
管
う
な
か

ｌ

ｏ

の
如
く
、　
マ
／
ヽ
ガ
／
ヲ
知
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
て
も
、　
マ
ノ
Ｌ
一

気
づ
き
た
い
」
と
は
、
ふ
つ
う
に
は
言
い
に
く
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

「気
づ

く
」
は
自
力
の
営
み
で
あ
っ
て
も
、
自
力
で

「
そ
う
し
た
い
」
と
思

っ
て
ど
う

な
る
も
の
で
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
思
う
に
、

「気
づ
く
」
に

れ
デ
」
織
裁
漱
″
¨
膨
郷
嫁

。．
蒔
鰤
は
ヽ

次 っ
ぃ
』

と 。
昭
〔
嵯
ヽ
α
い
、
た
意
味

ｍ
１
３
　
和
博
は
、
運
よ
く
誤
り
に
気
が
つ
い
た
。

∞
ｌ
ｂ
　
和
博
は
、
運
よ
く
誤
り
を
知

っ
た
。

ａ
が
ず
っ
と
自
然
で
あ
る

（ｂ
も
不
可
で
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
コ
ン
テ
キ
ス

ト
等
が
必
要
だ
ろ
う
）。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
で
も
、
「知
る
」
と
お
き
か
え

て
は
不
自
然
に
な
る
。

０
１
ａ
　
そ
の
う
ち
に
、
は
た
と
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
言
語
不
明

晰
で
理
解
で
き
な
い
の
も
道
理
、
こ
の
百
姓
、
恩
師
、
神
官
等
々
の

姿
を
し
た
者
た
ち
は
実
は
獣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（倉
橋
由
美
子

「獣
の
夢
し

ｍ
ｌ
ｂ
？
そ
の
う
ち
に
、
は
た
と
知

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
…
…

た
ま
た
ま
、
あ
る
事
柄
に
思
い
至
る
と
い
う
唐
突
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る

「気
づ
く
」
で
な
け
れ
ば
、

「
は
た
と
」
の
よ
う
な
副
詞
と
は
な
じ
ま
な
い
の

で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、

「
引
用
」
の
側
面
か
ら
の
分
析
と
も
照
応
し
て
く
る

節
を
改
め
て
考
察
を
進
め
よ
う
。

４
１
１
　
最
初
に
、
次
の
よ
う
な
例
に
注
目
し
た
い
。

⑬
ｌ
ａ
　
角
を
曲

っ
た
時
、
私
は
車
だ
と
気
が
つ
い
た
。

い
ｌ
ｂ
？
角
を
曲

っ
た
時
、
私
は
珊
測
ｄ
知

っ
た
。

０
１
ａ
　
パ
リ
ヘ
来
た
こ
と
を
、
ス
ト
ル
ー
フ
ェ
に
知
ら
せ
て
お
か
な
か
っ

た
の
で
、
彼
の
画
室
の
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
と
き
、
彼
が
自
分
で
出
て

き
て
ド
ア
を
あ
け
て
も
、
し
ば
ら
く
は
私
だ
と
は
気
が
つ
か
な
か
っ

た
。
　
　
　
（Ｓ
．
モ
ー
ム

（阿
部
知
二
・
訳
）

「月
と
六
ペ
ン
ス
し

⑩
ｌ
ｂ
？
…
…
、
し
ば
ら
く
は
私
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

”
ｌ
ａ
　
し
か
し
声
は
出
ず
、
た
と
え
母
ち
ゃ
ん
が
そ
の
声
を
聞
い
た
と
こ

ろ
で
、
ど
う
し
て
彼
だ
と
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。

（福
永
武
彦

「
退
屈
な
少
年
し

”
ｌ
ｂ
？
…
…
ど
う
し
て
彼
だ
と
知
る
だ
ろ
う
。

現
実
に
モ
ノ
に
遭
遇
し
、
そ
れ
だ
と
認
め
る
よ
う
な
場
合
は
、

「
＞
＜
卜
気

づ
く
」
の
形
は
言
え
て
も
、

「
＞
＜
卜
知
る
」
の
形
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
対
象
を
意
識
に
と
ら
え
る
意
は

「気
づ
く
」
に
顕
著
で
あ
っ
て
、
特
に
個

物
の
存
在
を
意
識
に
と
ら
え
る
場
合
、
例
え
ば
、

「
車
に
気
づ
い
た
」
と
は
言

え
て
も

「
車
を
知

っ
た
」
と
は
言
え
な
い
こ
こ
と
を
対
応
す
る
も
の
だ
と
い
え

卜
Ｔ

，
。

４
１
２
　
モ
ノ
の
認
知
で
は
な
く
何
ら
か
の
事
柄
内
容
が
意
識
に
の
ぼ
る
場
合

は
、
２
１
１
の

「
引
用
」
の
例
で
も
見
た
よ
う
に
、

「気
づ
く
」
と

「知
る
」

と
を
相
互
に
置
き
換
え
て
も
、
事
柄
的
意
味
が
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
こ
と
が
多

い
も っ
は
Ｆ
“

あ
（
の

妹
詭
ｒ
出
口
「
報
膿
障
神
翻
れ
な
衆
』
詢
射
舗
¨
測
Ⅷ
や
れ
お



く
」
と

「
知
る
」
の
重
な
り
が
際
立

っ
て
く
る
と
は
い
え
、
モ
ノ
を
対
象
と
し

た
場
合
に
認
め
ら
れ
た
両
者
の
ず
れ
は
基
本
的
に
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
も
述
べ
た
。
こ
の
点
、
以
下

「
引
用
」
の
側
面
か
ら
掘
り
下
げ

て
み
よ
う
。

次
の
よ
う
な
例
に
注
目
し
た
い
。

②
ｌ
ａ
　
和
博
は
、
ど
う
し
て
誰
も
い
な
い
の
か
と
考
え
た
あ
げ
く
、
今
日

は
休
講
だ
っ
た
の
だ
と
気
ｄ
酬
ｄ
。

②
ｌ
ｂ
？
和
博
は
、
ど
う
し
て
誰
も
い
な
い
の
か
と
考
え
た
あ
げ
く
、
今
日

は
休
講
だ
っ
た
の
だ
と
知

っ
た
。

∽
ｌ
ａ
　
ロ
ー
ザ
と

一
緒
に
逃
げ
よ
う
と
計
画
し
た
の
は
、
あ
れ
は
悪
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
と
僕
は
直
に
気
が
つ
い
た
、
そ

の
計
画
は
現
に
ま
だ
実
行
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
と
。

（福
永
武
彦

「
未
来
都
市
し

∽
ｌ
ｂ
？
…
…
。
し
か
し
、
と
僕
は
直
に
矧

っ‐
日
、
そ
の
計
画
は
現
に
ま
だ

い
ろ
い
薇
新
〔
“
魔
嗅
¨
な
い
¨
蒙
奴
に

で
は
ヽ

「知
る
」
は
使
い
に
く
（に

。

こ
の
こ
と
も
、
先
の
格
の
側
面
か
ら
の
分
析
と
符
合
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
お

よ
そ
、
心
の
中
に
真
な
る
判
断
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
、
細
か
に
は
順
に
次
の

①
②
の
段
階
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

①
　
真
な
る
内
容
の
察
知

（心
中
に
と
ら
え
る
）

②
　
真
な
る
内
容
の
保
持

（心
中
に
そ
れ
を
是
と
し
て
所
有
す
る
）

「気
づ
く
」
は
こ
の
う
ち
、
①
の
段
階
を
中
心
に
②
も
含
意
す
る
も
の
で
あ

り
、

「
知
る
」
は
専
ら
②
の
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
考
え
た
結

果
、
ま
ず
到
達
す
る
の
は
①
の
段
階
で
あ
ろ
う
か
ら
い
の
の
例
で
は

「気
づ
く
」

が
自
然
な
の
で
あ
る
。

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
の
相
違
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
先
の
３

１
１
２
３
で
の
分
析
か
ら
し
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
た
、
こ

の
こ
と
は
、
引
用
内
部
の
ム
ー
ド
的
要
素
の
生
起
制
約
を
比
較

・
観
察
す
る
こ

と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

４
１
３
　

「知
る
」
は
相
関
す
る
引
用
句

「
＞
く
卜
」
に
推
量
等
の
ム
ー
ド
的

要
素
が
生
起
し
に
く
い
。
生
起
し
た
と
し
て
も
、

「
ラ
シ
イ
」
な
ど
あ
る
種
の

い
わ
ゆ
る
擬
似
ム
ー
ド
に
限
ら
れ
る
。

②
ｌ
ａ
　
彼
は
佐
藤
が
結
婚
し
た
と
知

っ
た
。

②
ｌ
ａ
　
運
転
手
も
こ
わ
が
っ
て
い
る
ら
し
い
と
知

っ
て
、
藤
川
は
蒼
く
な

く
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
（井
上
ひ
さ
し

「
四
捨
五
入
殺
人
事
件
し

の
ｌ
ａ
　
締
切
に
間
に
合
わ
な
い
が
引
ｕ
測
引
し、―
と
知

っ
て
、
筆
者
は
慌
て

だ
し
た
。

「気
づ
く
」
は

「
知
る
」
に
比
べ
て
そ
の
引
用
内
部
に
ム
ー
ド
的
要
素
が
ず

っ
と
生
起
し
や
す
い
。
ま
ず
、
②
”
ｌ
ａ
の
よ
う
な
擬
似
ム
ー
ド
は
容
易
に
生

起
で
き
る
。

②
ｌ
ｂ
　
彼
は
佐
藤
が
結
婚
し
た
と
気
づ
い
た
。

②
ｌ
ｂ
　
運
転
手
も
こ
わ
が
っ
て
い
る
引
引
耐
と
気
づ
い
て
、
藤
川
は
蒼
く

な
っ
た
。

”
ｌ
ｂ
　
締
切
に
間
に
合
わ
な
い
力ゝ‐
引
ｕ
測
引
しヽ―
と
気
づ
い
．て
、
筆
者
は
慌

て
だ
し
た
。

の
み
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
、

「
知
る
」
で
は
生
起
で
き
な
い
文
末
形
式
や

感
動
詞
的
表
現
が
引
用
句
中
に
生
起
で
き
る
。

い
　
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
そ
の
う
ち
自
分
が
台
本
の
督
促
に
来
た
の
で
は
な
か

つ―
測
力ゝ―
と
気
が
つ
く
が
、
そ
の
と
き
は
す
で
に
遅
い
。

（井
上
ひ
さ
し

「
プ
ラ
ウ
ン
監
獄
の
四
季
し



∽
　
徹
が
旅
立
っ
た
の
は
北
原
と
陽
子
が
原
因
「
日
引
し、―
洲
と
、
夏
枝
は
今

に
な
っ
て
気
づ
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舎
一浦

「
氷
点
し

い
　
「
け
さ
髪
の
長
い
子
と
歩
い
て
た
じ
ゃ
な
い
？
」

誠

一
郎
は

「法
子
の
こ
と
を
言

っ
て
る
０
洲
」
と
気
づ
い
た
が
、
黙

っ

て
笑

っ
て
い
た
。

∞
　
表
は
あ
ん
な
に
繁
昌
し
て
も
、
繁
昌
は
横
幅
だ
け
で
あ
る
引
と
気
が
付

い
た
ら
、
ま
た
急
に
横
町
を
曲
が
ら
せ
ら
れ
て
ま
た
賑
や
か
な
所
へ
出
さ

れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（漱
石

「坑
夫
し

①
　
智
子
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
家
ま
で
と
て
も
も
た
な
い
測
引
引
と
気
づ
い

た

。

ｍ
　
自
分
で
も
は
て
な
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
日
ｄ
引
と
気
が
付
か
な
い
で

も
と
ん
だ
苦
し
み
を
受
け
る
場
合
が
起
こ
っ
て
く
る
。

（漱
石

「坑
夫
し

ω
　
一月
と
障
子
と
ガ
ラ
ス
の
打
ち
合
う
音
が
見
る
見
る
激
し
く
な
っ
て
、
湖

あ
地
震
だ
と
気
が
つ
い
た
時
は
、
代
助
の
足
は
立
ち
な
が
ら
半
ば
す
く
ん

で
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（漱
石

「
そ
れ
か
ら
し

∞
　
そ
う
や
、
赤
あ
ざ
の
野
田
治
助
が
松
原
の
連
れ
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い

と
気
付
い
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
（司
馬
遼
太
郎

「
壬
生
狂
言
の
夜
し

こ
れ
ら
は
、

「気
づ
く
」
を

「
知
る
」
と
置
き
か
え
る
と
い
ず
れ
も
不
自
然

に
な
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も

「知
る
」
の
引
用
内
部
に

は
生
起
で
き
な
い
ム
ー
ド
的
要
素
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

「
知
る
」
と
対
比
し
た

場
合
の

「気
づ
く
」
の
特
徴
的
な
面
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
す
る
と
、
い
ず
れ
も
先
の
①
段
階
の
心
の
動
き
と
し

て
解
釈
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
い
∽
”
の

「
で
は
な
い
か
」

「
で
は
な
か
っ
た
か
」

「
か
」
だ
が
、

こ
れ
は
国
研

（死
杏
）
が
判
定
未
定
の
表
現
と
す
る
も
の
に
あ
た
（犯

。
例
え
ば
、

い
の
場
合

「気
づ
く
」
主
体
の
誠

一
郎
は
、

「法
子
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の

だ
」
と
い
う
正
し
い
事
実
に
思
い
至
る
が
、
な
お
そ
う
で
あ
る
と
し
て
心
の
中

で
認
め
き
れ
な
い

（
つ
ま
り
②
と
し
て
心
に
落
ち
つ
か
せ
ら
れ
な
い
）
段
階
、

つ
ま
り
①
段
階
の
心
の
動
き
が

「
か
」
に
託
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
”
０

の

「
で
は
な
か
っ
た
か
」

「
で
は
な
い
か
」
も
同
様
で
あ
る
。

次
に
、
の
の
終
助
詞

「
な
」
だ
が
、
内
的
引
用

（「
＞
＜
卜
思
ウ
／
気
ヅ
ク
」

の
よ
う
に
心
内
の
思
惟
認
知
が
ひ
か
れ
る

「
引
用
し

で
は
、
納
得

。
自
間
自

「 答
『
「
残

「 持
れ
議
赫
↓
腋
餃
勢
膨
い
ば

す こ
亀
ベ
パ
れ
が
利

す
（
り‐‐
研
望

と
（に

電
ｒ
め

こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
う
し
た

「
な
」
は
、　
一
つ

の
妥
当
で
あ
る

（ら
し
い
）
事
柄
に
思
い
至
り
、
そ
れ
を
是
と
し
て
心
に
落
ち

着
か
せ
る
、
つ
ま
り
、
①
か
ら
②
へ
向
か
う
心
の
動
き
を
示
す
も
の
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
①
の

「
だ
ろ
う
」
だ
が
、
こ
れ
は
最
も
主
観
的
な
推
量
の
表
現

で
あ
り
、

「
ら
し
い
」
が

「
ら
し
か
っ
た
」
の
よ
う
な
過
去
形
を
も
つ
の
に
対

し
、
過
去
の
形
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
思
惟

。
発
話

の
現
場
に
密
着
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
心
の
動
き
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
そ
れ
は

（３
１
４
で
も
見
た
よ
う
な
）
た
ま
た
ま
思
い
至

っ
た

。
察
知

し
た
内
容
を
、
そ
こ
で
、
確
か
で
は
な
い
が
そ
う
思
う
と
い
う
気
持
ち
で
意
識

に
の
ほ
ら
せ
る
と
い
っ
た
①
段
階
の
心
の
動
き
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
な

お
、
こ
の
点
、
尾
上
圭
介

（冗
翁
）
の

「推
量
と
い
う

一
つ
の
現
場
的
行
為
そ

わ
れ
奴
ゆ
壕
醐
¨
』
膨
は
貯
錦
畑
罐
は
「
¨
】
嗅

な
（

、
観
電
”
は
欄
ｒ
曲
理
な
い

感
動
詞
的
表
現
の
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
と
の
関
連
性
を
い
う
か
の
よ
う
で
、
興
味

深
い
。



最
後
に
、
ｍ
∞
①
の
よ
う
な
感
動
詞
的
表
現
だ
が
、
感
動
詞
と
は
、
そ
も
そ

も
何
ら
か
の
事
柄
に
直
面
し
て
、
そ
れ
を
未
分
析
の
ま
ま
全
的
に
と
ら
え
る
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、　
コ
ス
づ
く
」
と
い
う
営
み
は
、
た
ま
た
ま

正
し
い
対
象

。
事
柄
に
ぶ
つ
か
る
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

３
１
４
や
右
に
も
考
え
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の

「
ぶ
つ
か
る
」
と
い
う
こ
と

が

「
察
知
」
と
い
う
こ
と
の
中
心
と
い
え
よ
う
が
、
そ
う
す
る
と
、
引
用
内
部

に
感
動
詞
的
な
も
の
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
い

（と
い
え
る
）
事

柄
に
遭
遇
し
て
そ
れ
を
全
的

・
未
分
析
に
と
ら
え
た
も
の
、
つ
ま
り
①
段
階
の

「
察
知
」
の
表
現
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

以
上
、

「気
づ
く
」
の
引
用
内
部
に
は
、

「
知
る
」
に
比
べ
て
多
様
な
ム
ー

ド
的
要
素
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

「気
づ
く
」
が
真
な
る
内
容
の
把
握

に
お
い
て
、
そ
れ
を

「
察
知
」
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ

と
解
さ
れ
る
。

４
１
４
　
も
う

一
つ
付
け
加
え
た
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

ω
ｌ
ａ
　
光
秀
が
裏
切
る
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

あ
る
ま
い
と
捨
て
お
い
た
。

右
の
よ
う
な
表
現
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
知
る
」
の
場
合
、

右
の
よ
う
な
表
現
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
は
難
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、

「
で
は
な

い
か
」
の
よ
う
な
ム
ー
ド
は

「知
る
」
の
引
用
内
部
に
生
起
で
き
な

い
が
、

「
か
も
し
れ
な
い
」
の
よ
う
な
ム
ー
ド
を
生
起
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
し
て
も
不

自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、

「知
る
」
を

「気
づ
く
」
に
置
き
か
え
る
と

十
分
許
容
で
き
そ
う
で
あ
る
。

い
ｌ
ｂ
？
光
秀
が
裏
切
る
か
も
し
れ
な
い
と
知

っ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ

る
ま
い
と
捨
て
お
い
た
。

∞
ｌ
ｃ
　
光
秀
が
裏
切
る
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
い
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

あ
る
ま
い
と
捨
て
お
い
た
。

こ
れ
は
、

「気
づ
く
」
は
正
し
い
事
柄
内
容
を
察
知
し
て
も
、
そ
れ
を
是
と

認
め
て
心
の
中
に
落
ち
つ
か
せ
な
い
場
合
も
あ
る
が
、

「知
る
」
は
、
そ
れ
を

正
し
い
も
の
と
認
め
て
心
の
中
に
保
持
す
る
こ
と
に
本
質
が
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ｂ
の
よ
う
に
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
印
象
が

あ
る
と
解
釈
で
き
る
。　
一
方
、

「気
づ
く
」
は
、
む
し
ろ
正
し
い
事
柄
を
察
知

す
る
点
に
こ
そ
重
点
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

真
な
る
内
容
を
察
知
す
れ
ば
、
通
常
、
そ
れ
を
心
の
中
に
落
ち
つ
か
せ
保
持

す
る
も
の
と
推
論
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
真
な
る
内
容
の
察
知

（①
段
階
）
は
、
そ
の
是
認

。
保
持

（②
段
階
）
を
含
意
す
る
の
が
ふ
つ
う
で

あ
る
。
そ
れ
故
、

「気
づ
く
」
と

「知
る
」
と
は

一
面
で
は
同
義
的
に
用
い
ら

れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
∞
ｌ
ａ
ｃ
の
よ
う
に
、
察
知
し
て
も
保
持
し
な
い
こ

と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
点
に
も

「気
づ
く
」
の
意
味
す
る
心
の
動
き
の
本
質
が

（ｎ
）

あ
ら
わ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
３
の
格
の
側
面
か
ら
考
え
た
こ
と
を
、
こ
の
４
の

「
引
用
」
の
側
面

か
ら
の
分
析
が
支
持
し
、
ま
た
、
い
く
ら
か
は
掘
り
下
げ
ら
れ
た
か
と
思
う
。

５
１
１
　
最
後
に
、
こ
こ
で
併
せ
て
、

「悟
る
」
に
関
し
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

「悟
る
」
は
、
特
別
の
哲
学

。
宗
教
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
日
常
的
な
用

法
で
用
い
ら
れ
る
と
、
２
１
１
で
も
み
た
よ
う
に
、
「気
づ
く
」
「知
る
」
と
も

極
め
て
接
近
し
て
く
る
。
し
か
し
、
や
は
り
、
あ
る
種
の
含
意
が
つ
い
て
ま
わ

る
よ
う
で
あ
り
、　
そ
れ
が

「悟
る
」
と
い
う
動
詞
の
意
味
‐
文
法
的
な
ふ
る
ま

い
に
も
反
映
し
て
い
る
。
格
の
側
面
に
か
か
わ
っ
て
、
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

ま
ず
、
３
１
１

の
言
い
方
に
な
ら
え
ば

「
〈
モ
ノ
〉
を
悟
る
」
こ

と
は
ふ
つ
う
な
い
。

「悟
る
」
対
象
は
通
常
事
柄
で
あ
る
。
た
だ
、
手
許
の
例

で
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
つ
か
っ
た

（
こ
の
場
合
の

「悟
る
」

は

「知



る
」
に
近
い
だ
ろ
う
）。

ｍ
　
勿
論
、
す
っ
か
り
世
の
中
を
悟

っ
た
と
云
ふ
や
う
な
人
は
別
か
も
し
れ

な
い
が
、
‥
…
。　
　
　
　
　
　
（宮
本
百
合
子

「貧
し
き
人
々
の
群
れ
し

し
か
し
、
こ
う
し
た
用
法
は
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る

し
、
こ
う
し
た
例
が
い
く
ら
か
あ
る
に
せ
よ
、
ヲ
格
に
立
つ
の
は

「世
の
中
」

の
よ
う
な
抽
象
的

・
高
踏
的
な
語
に
限
ら
れ
よ
う
。

「悟
る
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
の
あ
る
種
の
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。

ま
た
、
天
事
柄
〉
を
悟
る
」
場
合
で
も
、
次
の
よ
う
な
表
現
は
と
れ
な
い
。

∞
ｌ
ａ
　
捕
虜
が
や
が
て
死
ぬ
こ
と
は
だ
れ
で
も
が
知

っ
て
い
る
。

（遠
藤
周
作

「海
と
毒
薬
じ

∞
ｌ
ｂ
　
捕
虜
が
や
が
て
死
ぬ
こ
と
に
は
だ
れ
で
も
が
剣
引
酬
ｄ
酬
刻
ｏ

帥
ｌ
ｃ
？
捕
虜
が
や
が
て
死
ぬ
こ
と
は
だ
れ
で
も
が
日

っｌ
ｄ
司
劉
。

「
だ
れ
で
も

（が
）
悟
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
と
れ
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
、

「悟
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
誰
に
で
も
で
き
る
よ
う
な
あ
り

ふ
れ
た
営
み
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

５
１
２
　
「
引
用
」
の
側
面
か
ら
は
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
ム

ー
ド
的
な
も
の
は
、
用
例
が
乏
し
い
が
、
お
よ
そ

「気
づ
く
」
と
同
様
に
出
て

く
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
も
、
「知
る
」
よ
り
も
む
し
ろ

「気
づ
く
」

の

「
事
柄
を
意
識
に
と
ら
え
る
」
と
い
っ
た
語
感
に
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

帥
ｌ
ａ
　
こ
れ
も

一
つ
の
生
き
方
だ
と
悟

っ
た
。

帥
ｌ
ｂ
　
こ
れ
も

一
つ
の
生
き
方
で
は
な
い
か
と
悟

っ
た
。

ｍ
ｌ
ｏ
　
こ
れ
も

一
つ
の
生
き
方
洲
引
ｕ
測
引
酬
と
悟

っ
た
。

ｍ
ｌ
ｄ
　
こ
れ
も

一
つ
の
生
き
方
引
ｕ
酬
と
悟

っ
た
。

③
ｌ
ｅ
　
こ
れ
も

一
つ
の
生
き
方
目
倒
列
と
悟

っ
た
。

“
　
一二
四
郎
は
、
淀
見
軒
で
与
次
郎
か
ら
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
を
ご
馳
走
に
な
っ

た
も
の
は
自
分
ば
か
り
で
は
な
い
の
だ
司
と
悟

っ
た
。

（漱
石

「
三
四
郎
し

た
だ
し
、
「
あ
っ
と
悟

っ
た
」
「
し
ま
っ
た
と
悟

っ
て
…
…
」
の
よ
う
に
感
動

詞
が
出
て
く
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
全

く
不
可
と
は
い
え
ぬ
よ
う
で
あ
る
。

⑩
　
辻
馬
車
と
ロ
マ
ン
ス
に
至
っ
て
敬
太
郎
は
少
し
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
が
、

思
い
切

っ
て
そ
の
説
明
を
聞
い
て
み
て
、
始
め
て
な
る
ほ
ど
と
悟

っ
た
。

（夏
目
漱
石

「彼
岸
過
迄
し

な
数
「
し
、
明
ら
か
に

「
気
づ
く
」
と
異
な
る
点
は
、
次
の
よ
う
な
例
に
見
ら

ω
ｌ
ａ
　
だ
ま
さ
れ
た
と
気
づ
い
て
、
あ
き
ら
め
た
。

ω
ｌ
ｂ
　
だ
ま
さ
れ
た
と
気
づ
い
て
、
怒
っ
た
。

ω
ｌ
ｃ
　
だ
ま
さ
れ
た
と
気
づ
い
て
、
や
け
く
そ
に
な
っ
た
。

ω
ｌ
ｄ
　
だ
ま
さ
れ
た
と
気
づ
い
て
、
気
が
狂
っ
た
。

ロ
ｌ
ａ
　
だ
ま
さ
れ
た
と
悟

っ
て
、
あ
き
ら
め
た
。

０
１
ｂ
？
だ
ま
さ
れ
た
と
悟

っ
て
、
怒

っ
た
。

０
１
ｃ
？
だ
ま
さ
れ
た
と
悟

っ
て
、
や
け
く
そ
に
な
っ
た
。

０
１
ｄ
？
だ
ま
さ
れ
た
と
悟

っ
て
、
気
が
狂
っ
た
。

「悟
る
」
の
場
合
、
「悟

っ
た
」
結
果

「
怒

っ
た
」
「
や
け
く
そ
に
な
っ
た
」

の
よ
う
な
愚
行
に
走
っ
た
り

「気
が
狂

っ
た
」
り
す
る
と
い
う
文
脈
は
不
自
然

と
な
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、

「悟
る
」
に
は

「気
づ
く
」
と
異

な

っ
て
、

「賢
明
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
日
常
的
な
用
法
で
も
大
な

り
小
な
り
つ
い
て
ま
わ
る
よ
う
で
あ
る
。

６
　
以
上
、

「気
づ
く
」
を

「知
る
」
と
対
比
し
つ
つ
そ
の
特
質
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
よ
う
と
試
み
、
あ
わ
せ
て
、

「悟
る
」
に
も
言
及
し
た
。
こ
れ
ら
の
語



に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
我
々
の
真
理
認
識
の
営
み
を
、
こ
う
し
た
分
析
を
通
し
て
、

（少
な
く
と
も
我
々
が
こ
と
ば
に
即
し
て
直
観
し
て
い
る
限
り
で
）
少
し
く
明

ら
か
に
し
得
た
か
と
思
う
。

「
気
づ
く
」
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
別
に
考
え
る

べ
き
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
引
き
続
き
別
稿
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

２

九
八
八
、
九
、
四

稿
）

∧
注
∨

（
１
）

前
提
は
、
否
定
に
よ
っ
て
真
偽
値
に
影
響
を
う
け
な
い
と
さ
れ
る
。
事
実
、

ア
ｌ
ａ
　
彼
は
そ
れ
が
正
し
い
と
思
わ
な
か
っ
た
が
、
実
際
そ
れ
は
誤
り
だ
っ
た
。

ア
ｌ
ｂ
？
彼
は
そ
れ
が
正
し
い
と
知
ら
な
か
っ
た
が
、
実
際
そ
れ
は
誤
り
だ
っ
た
。

の
よ
う
に
、
「知
る
」
の
場
合
、
「知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
否
定
形
を
と
っ
て
も
、

「
ｆ
リ
ト
」
の
内
容
は
真
で
あ
る

（冒
黍
フ
く
」
「悟
る
」
も
同
じ
）。

（
２
）

動
詞
が
引
用
句

「ｆ
り
．１
」
を
と
る
形
で
そ
の
思
惟
・
認
知

の
内
容
を
示
す

コ
引
用
」
の
場
合
、
動
詞
は

「
叙
実
動
詞
」
と
な
ら
な
い
と
い
う
見
方

（久
野

（
一

九
七
三
）
な
ど
）
が
あ
る
が
、
明
ら
か
に
性
急
な
一
般
化
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
例

を
見
れ
ば
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
久
野
を
批
判
的
に
受
け
と
め
て
い
る
山
本

は

コ引
用
句
」
の
意
味
的
性
格
を
正
当
な
方
向
で
お
さ
え
な
が
ら
、
や
は
り

「ｆ
，

卜
」
を
と
る
場
合
は
非
叙
実
的
と
見
る
ら
し
い

（Ｓ
．８０
）。
し
か
し
、
引
用
句
に
出

て
く
る

「補
文
命
題
が
、
話
し
手
で
は
な
く
認
識
の
主
体
あ
る
い
は
、
動
作
主
に
帰

属
す
る
」
か
ら
と
い
っ
て
、
「補
文
標
識

『と
』
が
も
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

の

（認
識
主
体
の
）
主
観
性
」
が
必
ず
し
も

「命
題
内
容
に
対
す
る
叙
実
性
を
排
除

す
る
」
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
稿
の
例
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
種
の
叙
実
動
詞
と
し
て
、　
こ
の
稿
で
は
扱
わ
な
い
が
、
「
わ
か
る
」

寛

破
る
」
「見
抜
く
」
配
］
づ
く
」
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）

コ引
用
」
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
藤
田

（
一
九
八
六
）
（
一
九
八
八
）
な
ど

参
照
。

（
４
）

森
山

（
一
九
八
八
）
の

「出
来
事
名
詞
」
。

（
５
）

「
た
ま
た
ま
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
情
報
源

。
手
が
か
り
の
問
題
と
も
か

か
わ
る
よ
う
で
あ
る
。

イ
ｌ
ａ
　
筆
跡
を
見
て
、
母
か
ら
来
た
手
紙
だ
と
知
っ
た
。

イ
ｌ
ｂ
　
筆
跡
を
見
て
、
母
か
ら
来
た
手
紙
だ
と
気
づ
い
た
。

ウ
ー
ａ
？
封
筒
を
見
た
だ
け
で
、
母
か
ら
来
た
手
紙
だ
と
知
っ
た
。

ウ
ｌ
ｂ
　
封
筒
を
見
た
だ
け
で
、
母
か
ら
来
た
手
紙
だ
と
気
づ
い
た
。

「知
る
」
は
、
大
抵
誰
で
も
確
か
に
わ
か
る
方
法
や
手
掛
り
に
よ
っ
て
情
報
を
得

る
と
い
う
趣
き
が
あ
る
が
、
「気
づ
く
」
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
他
の
者
な
ら
見
落
し
て

も
仕
方
の
な
い
不
十
分
な
、
あ
る
い
は
一
般
的
で
な
い
手
掛
り
で
運
よ
く
思
い
至
る

と
い
っ
た
場
合
も
あ
り
得
る
。
故
に
、
ウ
！
ｂ
の
よ
う
な
こ
と
も
自
然
な
の
で
あ
る
。

本
文
の
“
ｌ
ｂ
も
、
お
そ
ら
く

「割
劇
劇
確
か
な
情
報
を
得
る
引
釧
引
日
酬
劉
「
測

の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
で
誤
り
を
知
っ
た
」
と
い
っ
た
事
柄
を
言
う
も
の

と
解
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

「
一
を
開
い
て
十
を
知
る
」
の
よ
ヶ
な
諺
も
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
知
識
に
ひ
か
れ
て
判
定
が
揺
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
「知
る
」
は
、

古
典
語
で
は
お
そ
ら
く

「気
づ
く
」
の
意
味
領
域
を
も
カ
ヴ
ア
ー
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
別
に
考
え
た
い
。

（
６
）

た
だ
し
、
事
柄
を
あ
ら
わ
す
名
詞
節
が
フ
格
に
立
つ
場
合
で
も
、
「知
る
」
が
、

体
験
的
な
意
味
が
強
く
な
る
場
合
な
ど
、
知
識
所
有

の
意
が
後
退
す
る
と

「気
づ

く
」
と
置
き
か
え
に
く
く
な
る
。

工
　
自
分
は
広
間
の
ま
ん
中
に
立
っ
て
こ
の
雄
大
な
絵
を
か
い
た
者
の
日
本
人
を
尊

敬
す
る
事
を
父
の
お
か
げ
で
よ
う
や
く
知
っ
た
。
　
　
　
（夏
日
漱
石

「行
人
し

（
７
）

森
田

（
一
九
七
七
）
の

「
し
る
」
の
記
述

の
中
に
、
「
し
ば
ら
く
考
え
れ
ば
知

る
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
文
の
不
適
格
性
に
つ
い
て

「
も
と
も
と
脳
中
に
存
在
し
な

い
も
の
を
、
考
え
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
か
、
や
や
わ
り
切
り
す

ぎ
の
き
ら
い
か
あ
ろ
う
。
存
在
し
な
い
知
識
も
、
推
論
等
脳
中
の
材
料
を
使
う
こ
と

で
作
り
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「知
る
」
が

「保
持
」
と
い
ヶ
点
に
重
点

の
あ
る
意
の
た
め
、
「考
え
る
」
こ
と
の
結
果

（把
握
の
プ
ロ
セ
ス
な
し
に
）
い
き

な
り

「知
る
」
（知
識
保
持
）
と
な
る
こ
と
の
唐
突
さ
が
不
自
然
な
の
だ
ろ
う
。

（
８
）

国
研

（
一
九
六
〇
）
Ｓ
．‐０５
ｆ

（
９
）

北
川

（
一
九
八
四
）
Ｓ
．３２
ｆ

（
１０
）

尾
上

（
一
九
八
七
）
Ｓ
．７０

（
Ｉ
）

ま
た
、
否
定
推
量
の
形
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
両
者
の
相
違
が
は
っ
き
り
出
る
。

不
確
定
の
推
量
な
の
で
、

（確
定
し
た
）
結
果
的
に
同
じ
事
柄
を
指
す
と
い
う
よ
う

な
読
み
が
生
じ
ず
、
し
か
も
動
詞
の
意
味
の
焦
点
に
対
し
て
否
定
が
働
く
の
で
、
相

違
が
は
っ
き
り
す
る
の
だ
ろ
う
。

オ
ｌ
ａ
　
そ
の
こ
と
に
気
づ
洲
潤
引
測
冽
男
ｏ

オ
ｌ
ｂ
　
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。



（
・２
）

「悟
り
た
い
」
と
は
ぶ
つ
う
言
え
な
い
し
、
「
は
た
と
悟
っ
た
」
等
と
も
言
え
る

点
で
も
、
「悟
る
」
は

「気
づ
く
」
と
近
い
。
し
か
し
、
「ｆ
，
で
は
な
い
か
と
気
づ

い
た
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
、
…
…
」
の
よ
う
な
表
現
が
あ
り
得
る
の

に
対
し
て
、
「ｆ
う
で
は
な
い
か
と
悟
っ
た
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
…

…
」
の
よ
う
な
表
現
は
と
れ
な
い
。
こ
の
点
、
「悟
る
」
は

「知
る
」
に
近
く
、
意

識
に
と
ら
え
た
内
容
を
是
と
認
め
る
方
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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考
文
献
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全
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の
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０
』
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６
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』
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治
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院

藤
田
保
幸

（
一
九
八
六
）
「文
中
引
用
語
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，
卜
』
に
よ
る

『引
用
』
を
整
理
す
る
」

（宮
地
裕
（編
〉
『諭
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日
本
語
研
究
０
現
代
編
』
明
治
書
院
）
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九
八
八
）
「
引
用
』
論
の
視
界
」
今
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本
語
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１
９
）
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〉
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の
４
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趣
旨
の
一
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は
、
拙
稿

（
一
九
八
八
）
に
研
究
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し
て
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介
し
た
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お
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り
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し
上
げ
る
。
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