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風

姿

花

偲

世
阿
捕
の

一
五

犀
別
す
る
便
宜
や
を
考
へ
て
原

い
た
能
架
論
の
中
、
最
も
著
名
な
「
風
姿
花
偲
」
は
普
通
「
花
偲
書
」
の
名
で
知
ら
れ
て
を
り
ま
す
。

二
年
に
吉
田
東
伍
博
士
が
「
世
阿
淵
十
六
部
集
」
の
中
の
一
っ
と
し
て
、
は
じ
め
て
こ
の
書
を
翻
刻
紹
介
せ
ら
れ
た
時
、
書
名
だ
け
は
常

時
周
知
の
い
は
ゆ
る
八
帖
本
花
偲
書
の
名
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
疲
し
て
を
り
ま
す
。
八
帖
本
花
偲
書
は
今
で
こ
そ
誰
顧

る
人
と
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
世
初
頭
に
世
阿
照
の
著
作
と
し
て
板
行
さ
れ
て
以
来
ひ
ろ
く
流
布
し
、
影
響
す
る
と
こ
ろ
も
少
く
な
か
つ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
上
、
そ
の
内
容
を
風
姿
花
偲
に
比
較
し
ま
す
と
室
町
末
期
の
偲
書
等
の
説
が
過
度
に
維
鞣
さ
れ
て
は
を
り
ま
す
も
の

の
、
後
者
の
巻
三
ま
で
の
内
容
と
は
ほ
ぼ
合
致
し
ま
す
か
ら
全
く
の
偽
作
と
よ
ぷ
の
は
酷
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
吉
田
膊
士
も

在
来
の
悪
本
に
封
し
て
慎
本
の
出
現
と
い
ふ
意
味
で
書
名
は
そ
の
ま
ま
習
に
膝
ら
れ
た
か
と
思
は
れ
ま
す
。
以
後
花
偲
書
の
名
は
風
姿
花

偲
を
さ
す
も
の
と
し
て
通
行
し
て
を
り
、
こ
の
恨
習
は
そ
れ
と
し
て
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
學
問
的
に
取
扱
ふ
と
な

る
と
原
名
は
明
ら
か
に
後
者
、
又
は
略
し
て
「
花
偲
」
で
あ
る
こ
と
や
、
右
の
や
う
な
員
伴
二
種
の

名
を
採
揮
す
べ
き
か
と
思
ひ
ま
す
。

風
姿
花
他
は
か
う
し
て
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
る
ま
で
の
幾
世
紀
を
観
世
・
金
春
宗
家
な
ど
、
極
く
僅
少
の
人
目
に
し
か
ふ
れ
ず
、
文
字

風

姿

花

僻

田

中

こ
れ
は
明
治
四
十

裕



い
ひ
か
へ
れ
ば
父
子
二
代
に
亘
つ
て
蓄
積
さ
れ
た
藝

通
り
の
秘
書
と
し
て
傭
束
し
ま
し
た
。
吉
田
博
士
は
本
書
ば
か
り
で
な
く
、
併
せ
て
十
五
部
の
世
阿
淵
の
著
作
を
一
畢
に
紹
介
さ
れ
た
わ

け
で
す
が
、
そ
の
殆
ん
ど
は
本
書
と
同
様
は
じ
め
て
日
の
目
を
見
た
も
の
で
し
た
。
其
後
新
た
に
疲
見
さ
れ
た
も
の
を
追
加
し
ま
す
と
、

今
日
で
は
二
十
一
部
に
上
り
、
う
ち
十
九
部
は
論
書
と
い
へ
る
も
の
で
す
。

質
に
お
い
て
一
層
見
事
で
、
こ
の
や
う
に
質
鼠
と
も
に
卓
越
し
た
縛
書
群
が
能
楽
論
史
の
傍
頭
に
、
し
か
も
今
日
ま
で
こ
れ
に
並
ぶ
も
の

と
て
な
い
、
さ
う
い
ふ
状
態
で
出
現
し
た
こ
と
は
全
く
驚
か
れ
ま
す
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
事
愉
は
同
じ
頃
の
連
歌
論
に
お
け
る
二
條
良
基

の
業
績
の
上
に
も
見
ら
れ
ま
す
が
、

こ
の
雨
者
に
共
通
す
る
事
質
に
つ
い
て
は
種
々
考
ふ
べ
き
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
て
を
り
ま
す
。

篇
六
巻
と
別
紙
口
個
一
脊
、
併
せ
て
七
巻
か
ら
成
り
、
臆
裁
・
内
容
と
も
に
最
も
充
質
し
た
論
書
の
―
つ
で
す
。
内
謬
は
巻
の
第
一
が

も
の
ま
ね

「
年
来
稽
古
條
々
」
、
第
二
「
物
學
條
々
」
、
一
「
問
答
條
々
」
で
、
以
上
三
巻
が
應
永
七
年
（
一
四

0
0
)
四
月
、
世
阿
禰
三
十
八

歳
頃
に
は
成
立
し
て
を
り
、
以
下
第
四
「
紳
儀
」
、

第
五
「
奥
儀
」
は
同
九
年
三
月
即
ち
四
十
歳
頃
ま
で
に
、
第
六
「
花
修
」
第
七
「
別

紙
口
陣
」
の
成
立
は
不
明
で
す
が
、
後
者
な
ど
は
應
永
七
年
頃
に
は
や
は
り
凡
そ
出
来
上
つ
て
ゐ
た
か
と
思
は
れ
ま
す
。
著
作
の
動
機
に

つ
い
て
自
ら
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
の
能
楽
界
の
風
潮
を
憂
慮
し
、
道
の
た
め
子
孫
の
た
め
に
残
す
べ
く
、
彼
が
や
う
や
く
能
と

い
ふ
も
の
を
理
解
し
は
じ
め
た
十
餘
歳
こ
の
か
た
親
し
く
見
聞
し
、
か
つ
書
き
留
め
て
お
い
た
父
観
阿
淵
の
教
へ
を
録
し
た
も
の
、
と
い

ひ
ま
す
が
、
常
時
は
観
阿
禰
の
歿
後
す
で
に
二
十
年
近
く
純
つ
て
ゐ
ま
す
上
、
四
十
歳
と
い
ふ
年
齢
は
風
姿
花
他
に
よ
れ
ば
「
盛
り
の
極

め
」
を
過
ぎ
て
、
や
う
や
く
老
年
と
い
ふ
困
難
な
時
期
に
入
ら
う
と
す
る
頃
に
常
り
ま
す
か
ら
、

ひ
な
が
ら
、

つ
と
に
彼
の
心
の
底
深
く
に
沈
ん
で
、
あ
る
も
の
は
幾
度
と
も
知
れ
ぬ
賓
験
を
通
し
て
確
か
め
ら
れ
、
あ
る
も
の
は
彼
自
身

の
盟
験
の
中
で
濾
過
さ
れ
、
殆
ん
ど
自
説
と
麗
別
し
に
く
い
ま
で
に
な
っ
た
も
の
、

論
の
精
髄
と
も
い
は
ば
い
ひ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
庭
訓
と
い
ふ
こ
と
は
重
要
な
、
ま
ぎ
れ
や
う
も
な
い

事
質
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
後
れ
て
六
十
二
歳
頃
著
さ
れ
た
「
花
鏡
」
に
お
い
て
、
こ
の
方
は
四
十
有
餘
以
後
の
自
説
、
風
姿
花
偲
の
方
は

と
も
か
く
か
く
も
旺
盛
な
世
阿
禰
の
著
作
活
動
の
先
聯
と
な
り
、
又
思
索
の

こ
こ
に
録
さ
れ
た
言
葉
は
庭
訓
と
は
い

な
っ
て
ゐ
る
の
が
風
姿
花
傭
で
す
が
、
そ
れ
は
本

一
人
の
著
作
と
し
て
は
量
に
お
い
て
も
優
れ
て
ゐ
ま
す
が
、

風

姿

花

個

9

、
一
ブ



風

二欠
女

花

偲

ま
り
花
の
語
は
観
客
が
面
白
が
り
、
珍
ら
し
が
る
こ
と
、

七

感
動
と
い
ふ
輩
純
明
快
な
、

し
か
し
決
定
的
な つ

で
す
が
、

こ
の

の
こ
と

し
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。

庭
訓
の
筆
録
で
あ
る
と
は
つ
き
り
こ
と
わ
っ
て
を
り
ま
す
。
で
す
か
ら
本
書
に
見
え
る
特
色
あ
る
見
解
、
と
く
に
こ
れ
か
ら
や
や
詳
し
く

し
よ
う
と
す
る
「
花
」
の
説
ー
ー
そ
れ

所
を
問
ふ
な
ら
観
阿
淵
と
い
つ
て

こ
れ
ら
の

示
す
通
り
本
害
の
主
題
で
あ
り
、
思
索
の
根
幹
で
あ
り
ま
す
が
1
ー
、
も
、
そ
の
出

い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
事
質
世
阿
帷
が
同
様
に
花
の
語
を
も
つ
て
命
名
し
、
こ
れ
を

「
花
鏡
」
そ
れ
に
晩
年
の
「
拾
玉
得
花
」

お
い
て
は
花
は
も
は
や
課
題
が
示
す
程
に
は
主
題
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
心
は
他
に
移
つ
て
を
り
ま
す
。

れ
ば
風
姿
花
偲
が
取
扱
は
う
と
し
た
花
の
思
想
は
観
阿
淵
に
成
立
し
、
世
阿
澗
で
展
開
さ
れ
、
同
時
に
彼
に
よ
つ
て
克
服
さ
れ
て
い
っ
た

ゃ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
か
う
し
た
花
の
襲
展
は
、
世
阿
淵
に
と
つ
て
も
、
又
ひ
ろ
く
能
架
論
史
に
と
つ
て
も
梱
要
な
問
題
で
あ
る
に

ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
話
は
そ
こ
ま
で
は
及
び
ま
せ
ん
。
本
日
は
風
姿
花
侮
の
解
説
が
目
的
で
す
か
ら
、
本
書
に
即
し
て
こ
の
花

「
花
」
と
は
も
と

何
を
言
ひ
表
は
さ
う
と
し
て
ゐ
た
か
は
例
へ
ば
別
紙
口
他
に
次
の
や
う
に
説
明
さ

れ
て
ゐ
ま
す
。
「
そ
も
そ
も
花
と
い
ふ
に
、
萬
木
千
草
に
お
い
て
四
季
折
節
に
咲
く
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
時
を
得
て
珍
ら
し
き
故
に
翫
ぶ

さ
る

な
り
。
申
架
も
人
の
心
に
珍
ら
し
き
と
知
る
所
即
ち
面
白
き
心
な
り
。
花
と
面
白
き
と
珍
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
。
」

一
口
に
い
へ
ば
観
客
の

い
ひ
か
へ

事
態
を
押
へ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
が
、
世
阿
照
は
か
う
い
ふ
事
態
を
思
索
の

す
る
根
捩
や
理
由
を
尋
ね
、
更
に
そ
の
こ
と
か
ら
面
白
さ
・
珍
ら
し
さ
を
質
現
さ
せ
る
具
骰
的
な
手
立
て
を
引
き
出
さ
う
と
す
る
、
頗
る

困
難
か
つ
多
面
に
亘
る
思
索
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
本
格
的
な
藝
術
論
の
辿
る
道
筋
か
と
も
思

し
て
出
疲
し
、
さ
う
い
ふ
面
白
さ
・
珍
ら
し
さ
の
成
立

は
れ
ま
す
が
、
し
か
し
本
書
の
花
の
説
で
注
目
す
べ
き
黙
は
特
に
「
人
の
心
に
珍
ら
し
き
」
に
重
心
を
か
け
て
観
客
の
受
け
取
り
方
、
批

判
こ
そ
絶
蔚
で
あ
り
、
そ
れ
を
債
値
の

判
に
は
多
く
の
銀
陥
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
を
究
極
の
審
判
者
と
す
る
考
へ
に
は
又
多
く
の
陥
非
の
あ
る
こ
と
を
世
阿
弧
が
知
ら
な
か
つ

と
し
て
徹
底
的
に
能
の
世
界
を
整
序
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
観
客
の
批

取
扱
っ
た
か
の
や
う
な
論
書
は
「
至
花
道
」

「
却
来
花
」
と
つ
づ
い
て
を
り
ま
す
が
、
し
か
し

か
ら



に
擬
し
た
わ
け
で
す
が
、
次
に
四
季
折
節
に
「
時
の
花
」
が
咲
き
つ
ぎ
、

一
年
を
通
じ
て
と
り
ど
り
に
眺
め
ら
れ
る
様
態
に
即
し
て
花
を

た
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。
否
後
述
し
ま
す
や
う
に
彼
は
む
し
ろ
知
悉
し
て
ゐ
た
の
で
観
客
の
批
判
を
絶
到
と
す
る
主
張
は
半
面
、
役
者
の
側

に
異
常
に
厳
し
い
内
省
と
修
練
と
を
課
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
花
の
思
想
は
い
は
ば
役
者
と
観
客
と
が
相
互
に
引
き
あ
ふ
一
本
の
網
の

緊
張
闊
係
の
上
に
成
立
す
る
も
の
に
外
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
雨
者
は
常
に
敵
封
者
で
あ
り
、
面
白
が
ら
せ
珍
ら
し
が
ら
せ
る
こ
と
は
相

手
の
氣
に
入
る
努
力
で
あ
る
と
と
も
に
、
逆
に
相
手
の
泣
き
所
を
押
へ
て
こ
れ
を
制
艇
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
の

舞
豪
で
は
ま
づ
期
待
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
、
演
劇
本
来
の
あ
り
方
を
常
時
の
能
が
十
分
保
持
し
て
ゐ
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
ま
す
。

で
す
か
ら
観
客
の
批
判
に
あ
く
ま
で
即
か
う
と
す
る
考
へ
は
役
者
の
自
信
の
な
さ
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
観
客
に
よ
っ
て
自
己

の
藝
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
く
「
我
意
執
」
を
離
れ
、
藝
の
客
観
性
を
得
よ
う
と
す
る
極
め
て
健
康
な
意
欲
の
あ
ら
は
れ
で
あ
っ

た
と
い
へ
る
と
思
ひ
ま
す
。

化
と
多
様
性
と
に
基
く
と
い
ふ
こ
と
で
し
た
。

一
層
一
般
的
な
根
操
と
し
て

ど
う
す
れ
ば
花
、
観
客
の
驚
き
や
感
動
が
得
ら
れ
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
世
阿
弧
の
會
得
し
た
第
一
は
、
観
客
が
常
に
面
白
い
と
す
る

美
の
性
質
を
つ
き
と
め
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
鷲
き
や
感
動
は
単
に
美
か
ら
の
み
く
る
の
で
は
な
く
、

こ
こ
に
面
白
さ
・
珍
ら
し
さ
を
花
に
替
へ
た
理
由
も
あ
る
わ
け
で
、
前
者
の
場
合
花
の
語

は
そ
の
咲
き
匂
ふ
美
し
さ
に
お
い
て
、
即
ち
美
の
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
彼
は
常
時
の
能
を
田
架
・
猿
柴
に
亘
つ
て
周
到
に

観
察
し
た
結
果
、
観
客
の
喜
ぶ
美
が
た
だ
―
つ
幽
玄
に
集
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
幽
玄
本
位
の
能
を
確
立
す
る
に
至
る
こ
と
は
改

め
て
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
く
て
本
書
に
お
い
て
美
と
し
て
の
花
は
、
幽
玄
と
殆
ん
ど
同
義
に
用
ひ
ら
れ
て
を
り
‘
[
幽
玄
の
花
」

と
も
い
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
し
か
し
こ
の
意
味
の
花
は
必
ず
し
も
本
書
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
丁
度
常
時
の
連
歌
論
に
も
現
は
れ
て

ゐ
る
共
通
の
用
法
で
あ
っ
た
と
い
へ
ま
す
。
が
風
姿
花
偲
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
第
二
の
用
法
、
即
ち
菱
化
と
多
様
性
と
の
替
喩
と
し

「
い
づ
れ
の
花
か
散
ら
で
残
る
べ
き
、
散
る
故
に
よ
り
て
疾
く
頃
あ

て
の
花
で
、
こ
の
貼
を
と
り
わ
け
詳
述
し
て
ゐ
る
別
紙
口
個
で
は
、

れ
ば
珍
ら
し
き
な
り
。
能
も
住
す
る
所
な
き
を
ま
づ
花
と
知
る
べ
し
」
と
い
ひ
ま
す
。
花
の
咲
き
か
つ
散
る
様
態
を
捉
へ
て
麦
化
の

風

姿

花

偲

一
八



風

姿

花

偲

す
が
、
物
敷
と
は
第
一
の
、

方
、
い
は
ば
心
術
を
さ
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ

働
き
に
ま
つ
べ
き
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

が
み
づ
か
ら
な
し
う
る
第
一
の
努
力
で
あ
っ
た
筈
で
す
。

多
捺
性
の
管
喩
と
も
し
て
ゐ
ま
す
。

「
年
々
去
来
の
花
」
と
い
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
す
。

完
全
な
調
和
と
一
致
と
を
掲
げ
て
ゐ
ま
す
が
、

し
か
し
世
阿
淵
は
愛
化
と
多
様
性
と
の
追
求
が
鼠
に
さ
う
し
た
藝
の

と

一
九

は
犀
別
さ
れ

の
心
の

側
ば
か
り
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

さ
て
こ
の
菱
化
と
多
様
性
と
を
質
現
さ
せ
て
で
す
が
、
世
阿
澗
は
そ
れ
を
ま
づ
藝
の
錬
磨
と
蓄
釈
と
に
求
め
ま
す
。
そ
し
て
わ

、
、
、
、
、

が
身
に
合
っ
た
藝
の
修
得
か
ら
出
披
し
て
次
第
に
藝
域
・
れ
ば
ー
と
り
ー
を
披
大
し
、
か
く
し
て
愛
化
と
多
様
性
と
の
質
現
を
期
し
た
わ

け
で
す
。
彼
は
能
が
成
功
す
る
た
め
の
必
須
の
條
件
と
し
て
能
の
位
、
役
者
の
位
、
日
利
き
、
在
所
、
時
分
の
相
應
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
の

い
ま
能
の
位
と
役
者
の
位
い
ひ
か
へ
れ
ば
上
油
曲
の
曲
柄
や
自
己
の
藝
位
・
カ
賊
や
を
中

心
に
こ
の
こ
と
を
考
へ
ま
す
と
、
相
應
と
は
臨
機
に
わ
が
藝
位
・
カ
拡
に
合
っ
た
曲
を
時
所
の
朕
態
や
観
客
の
質
・
朕
態
に
應
じ
て
選
拶

、
、
、
、
、
、

し
上
演
で
き
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
廣
い
褻
域
や
多
様
な
れ
ば
ー
と
り
ー
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
役
者

へ
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。
時
所
の

朕
態
に
羨
す
る
判
覇
は
と
も
か
く
、
観
客
と
の
相
應
と
い
ふ
時
、
そ
の
成
否
の
鍵
は
決
し
て
役
者
の

同
時
に
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
観
客
の
手
に
も
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
明
察
し
て
ゐ
た
か
ら
で
す
。
ま
こ
と
に
観
客
の
側
に
あ
る
こ
の
受

け
と
り
方
の
多
様
性
は
、
例
へ
ば
「
目
利
き
」
と
か
「
目
利
か
ず
」
と
か
、
其
他
人
さ
ま
ざ
ま
の
趣
が
あ
り
ま
す
し
、
人
一
人
に
つ
い
て

み
て
も
例
へ
ば
目
移
り
と
い
っ
た
事
柄
か
ら
も
う
か
が
は
れ
る
通
り
、
時
人
に
菱
化
し
て
ま
る
で
氣
ま
ぐ
れ
の
や
う
に
さ
へ
見
え
ま
す
か

ら
、
そ
こ
に
麦
化
と
多
様
性
と
の
限
り
な
く
深
い
資
源
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
「
人
々
心
々
の
花
」
な
ど
と
よ
ば
れ
た
の

は
こ
の
こ
と
で
す
が
、
か
う
い
ふ
「
人
々
心
々
」
に
酎
慮
し
て
、
こ
れ
を
い
か
に
統
御
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
第
二
の
努
力
と
な
り
ま
す
。

v

し
か
も
そ
れ
は
第
一
の
努
力
と
は
方
向
の
異
る
も
の
で
、
心
を
以
て
心
を
制
す
と
で
も
申
し
ま
す
か
、

、
工
夫
を
極
め
て
後
、
花
の
失
せ
ぬ
所
を
ば
知
る
べ
し
」
と
い
ふ
言
葉
は
有
名
で

の
面
を
さ
し
て
ゐ
ま
す
し
、
工
夫
は
観
客
の
心
を
捉
へ
る
た
め
の
役
者
の
心
の
働
き
の

・
訳
出
其
他
舞
豪
の
全
面
に
滲
透
し
て
ゆ
き
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
後
述
し
ま
す
や



術
・
許
術
と
で
も
い
ひ
た
い
や
う
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
を
り
ま
す
。
賓
際
風
姿
花
他
の
虚
き
ぬ
興
味
、
底
知
れ
ぬ
と
い
ふ
印
象
は
、
こ

の
「
エ
夫
」
に
闘
す
る
精
彩
あ
る
絞
述
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
程
で
す
。

上
述
の
や
う
に
花
は
物
敷
、
工
夫
の
い
づ
れ
を
鋏
い
て
も
完
全
で
な
い
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
か
り
に
雨
者
の
調
和
が
得
ら
れ
な
い
場

ろ
に

合
に
い
づ
れ
に
重
心
を
か
け
る
か
と
い
へ
ば
、
必
ず
し
も
斯
案
は
下
し
て
を
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
み
て
も
後
者
に
傾
く
と
見
ら
れ
る
と
こ

の
特
色
が
う
か
が
は
れ
ま
す
。
（
役
者
）
に
よ
り
て
上
手
ほ
ど
は
能
を
知
ら
ぬ
為
手
も
あ
り
、
能
よ
り
は
能
を
知
る
も

あ
り
。
費
所
・
大
所
な
ど
に
て
上
手
な
れ
ど
も
能
を
し
ち
が
へ
、
ち
ち
の
あ
る
は
能
を
知
ら
ぬ
故
な
り
。
ま
た
そ
れ
ほ
ど
に
逹
者
に
も
な

く
物
少
な
な
r

為
手
よ
り
は
能
を
知
り
た
る
故
な
る
べ
し
。
さ
る
ほ
ど
に
こ
の
雨
様
の
為
手
を
と
り
ど
り
に
申
す
こ
と
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
貴
所
・
大
庭

な
ど
に
て
あ
ま
ね
く
能
の
よ
か
ら
ん
は
名
望
長
久
な
る
べ
し
。
さ
あ
ら
ん
に
と
り
て
は
、
上
手
の
逹
者
ほ
ど
は
わ
が
能
を
知
ら
ざ
ら
ん
よ

り
は
、
少
し
足
ら
ぬ
為
手
な
り
と
も
能
を
知
り
た
ら
ん
は
一
座
建
立
の
棟
梁
に
は
勝
る
べ
き
か
。
」

本
質
を
理
會
し
な
い

こ
こ
で
能
と
い
ふ
語
は
、
普
通
の
意
味
で
あ
る
藝
と
猿
楽
能
と
の
雨
義
に
は
少
く
と
も
使
ひ
分
け
ら
れ
て
を
り
ま
す
が
、
文
意
は
能
の

の
修
錬
以
上
に
能
を
知
つ
て
ゐ
る
役
者
と
の
、
こ
の
「
雨
様
の
為
手
」
を
比
較
し
、

し
て
は
後
者
に
軍
配
を
あ
げ
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
わ
け
で
す
が
、
「
上
手
」
に
封
し
て
「
能
を
知
る
」
と
は
、
凡
そ
「
物
敷
」
に
封
す
る

以
上
申
し
て
き
ま
し
た
や
う
な
役
者
の
雨
様
に
亘
る
努
力
の
調
和
の
上
に
完
全
に
花
は
開
く
の
か
と
い
へ
ば
、
な
ほ
そ
の
先
き
に
も
う

―
つ
隠
さ
れ
た
條
件
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
役
者
の
能
力
を
越
え
る
筈
の
も
の
で
す
が
、

夫
」
に
照
應
す
る
と
い
つ
て
差
支
な
い
で
せ
う
。

の
、
申
さ
ば
初
心
な
る
が
、
大
庭
に
て
も
花
失
せ
ず
、
諸
人
の

（
花
修
）

一
座
の
棟
梁
と

「
よ
き
も
と
木
（
素
材
）
の

能
を
上
手
の
し
た
ら
ん
が
、
し
か
も
出
で
来
た
ら
ん
（
成
功
す
る
）
を
相
應
と
は
申
す
べ
し
。
さ
れ
ば
よ
き
能
を
上
手
の
せ
ん
こ
と
、
な

ヽ

ど
か
出
で
来
ざ
ら
ん
と
皆
人
思
ひ
躙
れ
た
れ
ど
も
不
思
議
に
出
で
来
ぬ
こ
と
あ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
を
目
利
き
は
見
分
け
て
為
手
の
咎
も

い
や
増
し
に
て
さ
の
み
に
む
ら
の
な
か
ら
ん
は
、

う
に
人
間
性
に
つ
い
て
の

風

姿

化

偲

き
洞
察
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
と
も
に
、

一
方
で
は
観
客
の
氣
ま
ぐ
れ
に
厨
抗
す
る
た
め
の
幻

二

0



風

姿

花

他

以
上
が
風
姿
花
他
の

「
エ
夫
を
極
め
て
後
、
花
0
失
せ
ぬ
所
を
ば
知 の

（
花
修
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
す
。
具
毘
的
に
い
へ
ば
「
い
か
に
す
れ
ど
も
能
に
も
よ
き
時
あ
れ
ば
、
必
ず
ま

因
と
な
り
果
と
な
り
、
起
伏
交
替
し
て
あ
ら
は
れ
る
。
そ
れ
は
人
力
の
及
ば
ぬ
何
か
あ
る
も
の
即
ち
「
陰
陽
の
和
」
あ
る
い
は
「
勝
負
肺
」

の
運
動
の
迦
期
な
ど
に
よ
っ
て
開
花
の
左
右
さ
れ
る
た
め
と
考
へ
る
の
で
、
こ
れ
を
「
力
な
き
因
果
」
と
い
ひ
、
か
う
し
た
花
の
あ
り
方

を
「
因
果
の
花
」
と
よ
ん
で
ゐ
ま
す
。

し
か
し
注
目
さ
れ
る
の
は
、
さ
う
し
た
因
果
の
花
が
い
た
づ
ら
に
棋
手
し
て
ゐ
る
以
外
に
術
の
な
い
も
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
進
ん
で

因
果
の
理
に
順
應
す
る
こ
と
に
よ
り
却
つ
て
自
由
が
得
ら
れ
る
と
し
て
ゐ
る
こ
と
で
す
。
只
今
の
朕
態
は
そ
れ
が
自
分
に
と
つ
て

の

い
づ
れ
で
あ
れ
、
す
べ
て
因
果
と
観
念
し
て
逆
ら
は
ず
、
た
だ
必
要
な
こ
と
と
し
て
事
態
の
推
移
の
冷
静
な
観
察
あ
る
の
み
で
す
。
さ
う

し
て
一
旦
時
満
ち
く
れ
ば
全
力
を
あ
げ
て
善
き
能
を
畳
み
か
け
、
さ
て
風
向
が
麦
る
と
見
れ
ば
利
を
す
ぼ
め
て
潜
り
ぬ
け
る
。
か
う
し
て

'

ヽ

ヽ

、

、

、

、

因
果
乃
至
は
時
運
の
・
隆
替
を
自
己
の
ペ
ー
す
に
お
け
る
緩
急
抑
揚
の
り
ず
む
に
髪
へ
る
時
、
そ
れ
は
却
つ
て
観
客
の
目
に

麦
化
と
多
様
性
と
し
て
映
り
、
見
事
に
花
は
賓
現
す
る
と
い
ひ
ま
す
。
か
う
い
ふ
工
夫
は
、
し
か
し
皐
に
強
ひ
ら
れ
た
朕
況
の
中
で
の
み

産
み
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
進
ん
で
か
う
い
ふ
状
況
を
作
り
出
し
、
移
り
氣
な
観
客
の
心
を
捉
へ
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
、
世

阿
淵
は
右
の
や
う
な
緩
急
抑
揚
を
―
つ
の
演
能
上
の
原
理
に
ま
で
高
め
る
に
至
り
ま
す
。
か
う
な
る
と
も
と
も
と
「
力
な
き
因
果
」
と
い

は
れ
た
も
の
が
完
全
に
自
己
の
力
の
中
に
統
御
さ
れ
た
と
い
つ
て
も
差
支
な
い
で
せ
う
。

る
べ
し
」
と
い
ふ
主
張
は
、

た
わ
ろ
き
事
あ
り
。

こ
の
時
員
に
完
結
す
る
の
で
す
。

に
あ
ふ
れ
て
ゐ
る
最
も
印
象
深
い
花
の
説
で
す
が
、
心
う
―
つ
の
重
要
な
内
容
を
な
す
も
の
が
前
に
申
し
て

お
い
た
「
幽
玄
の
花
」
で
す
。
風
姿
花
他
に
よ
る
と
観
世
座
の
所
島
し
て
ゐ
た
大
和
猿
架
の
能
に
共
通
の
藝
風
は
、
戯
曲
的
な
筋
立
を
重

こ
れ
力
な
き
因
果
な
り
」

（
別
紙
口
他
）
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
、

の
上
に
も
吉
凶
禍
輻
が
互
ひ
に

、、
な
き
こ
と
を
知
れ
ど
も
」



花
一
が
あ
り
ま
し
た
。

僻

ん
じ
、
演
技
は
物
慎
似
に
詳
し
く
、
と
り
わ
け
鬼
能
の
や
う
な
烈
し
い
動
き
0
あ
る
も
の
が
得
意
で
、
幽
玄
と
よ
ば
れ
る
情
調
表
現
の
能
、

具
骰
的
に
い
へ
ば
舞
が
か
り
の
も
の
は
二
次
的
に
扱
は
れ
て
ゐ
た
や
う
で
す
。
観
世
父
子
の
努
力
は
か
う
い
ふ
藝
風
の
中
に
張
く
幽
玄
を

疵
り
入
れ
る
こ
と
に
あ
り
、
鬼
能
の
厳
し
い
抑
制
な
ど
も
そ
0

―
つ
の
仕
れ
と
な
り
ま
し
た
。
幽
玄
と
い
へ
ば
今
日
で
は
茶
道
と
と
も
に

ま
づ
能
を
聯
想
す
る
ほ
ど
で
す
が
、
能
と
幽
玄
と
を
結
合
さ
せ
る
に
つ
い
て
世
阿
淵
が
採
つ
て
範
と
し
た
の
は
歌
道
で
、
歌
道
に
お
い
て

は
幽
玄
は
す
で
に
鎌
倉
期
か
ら
、
即
ち
俊
成
・
定
家
以
後
定
家
の
子
孫
の
中
の
二
條
派
が
宗
家
と
し
て
歌
壇
を
掌
握
す
る
南
北
朝
・
室
町

初
期
に
か
け
て
、
最
高
の
審
美
概
念
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
一

調
の
美
で
、
「
餘
情
」
「
け
し

な
ど
も
密
接
な
闊
係
に
あ
る
も
の
で
す
が
、
花
麗
幽
玄
と
も
い
は
れ
る
や
う
に
幽
玄
の
中
核
を
な
す
も

の
は
艶
と
か
花
麗
と
か
い
は
れ
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
艶
・
花
麗
と
い
つ
て
も
、
そ
の
花
や
か
さ
の
色
合
は
複
合
さ
れ
た
諸
要
素
の
配

合
の
愛
化
に
よ
っ
て
、
時
代
・
流
派
・
人
に
應
じ
て
異
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
世
阿
照
は
一
往
こ
れ
を
「
美
し
く
柔
和
な
る
骰
」
（
花
鏡
）
と
規

定
し
て
古
典
的
・
貴
族
的
な
美
と
も
考
へ
ま
す
。
か
う
い
ふ
理
會
は
そ
の
限
り
で
は
ひ
と
り
彼
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
能
と
同
様
民
間

藝
能
を
母
胎
と
し
て
堀
起
し
、
同
じ
南
北
朝
期
に
む
し
ろ
歌
を
黙
倒
し
て

か
し
彼
の
幽
玄
説
は
か
う
し
た
概
括
に
は
留
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幽
玄
を
能
の
花
を
彩
る
最
高
の
美
と
し
て
定
位
し
よ
う
と
し
た
そ
の
努

力
は
能
の
世
界
の
隅
々
に
ま
で
幽
玄
を
滲
透
さ
せ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
新
し
い
能
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
こ
と
に
た
る
と
と
も
に
、

又
そ
れ
に
郁
し
て
幽
玄
の
新
し
い
色
合
を
も
規
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

世
阿
彊
が
能
の
世
界
の
基
本
と
み
な
し
た
も
の

0

―
つ
は
「
磐
」
と
「
身
な
り
」

聯
し
て
舞
と
歌
と
の
い
は
ゆ
る
二
曲
で
す
。

と
り
わ
け
年
齢
の
生
理
が
闊
心
の
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
二
曲
に
欝
し
て
大
和
の
能
に
本
来
の
も
の

と
い
は
れ
た
物
慎
似
の
取
扱
ひ
が
重
要
な
課
題
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
い
づ
れ
の
場
合
に
も
そ
れ
を
取
扱
ふ
基
準
と
し
て
「
臨
玄
の

風

姿

ーピ

こ
こ
か
ら
前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
必
然
的
に
拘
束
す
る
身
盟
の
成
熟
と
衰
へ
と
の
問
題
、

（
か
ら
だ
つ
き
）
と
で
あ
り
、
二
つ
に
は
そ
れ
と
闊

の
主
流
を
占
め
た
連
歌
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
し

は
説
明
し
き
れ
な
い
や
う
な
複
合
さ
れ
た
情



風

姿

花

佃

最
初
の
課
題
を
直
接
と
り
あ
げ
た
の
は
「
年
末
稽
古
條
々
」
の
巻
で
す
が
、
こ
れ
は
「
七
歳
」
を
初
入
門
と
し
、

「
十
七
八
」
、
「
二
十
四
五
」
、
「
三
十
四
五
」
、
四
十
四
五
」
と
進
ん
で
「
五
十
有
除
」
に
至
る
と
い
ふ
風
に
年
齢
に
よ

け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
藝
の
特
殊
な
あ
り
方
、
又
そ
れ
に
應
じ
た
稽
古
修
行
の
心
得
を
説
い
て
を
り
ま
す
が
、

り
と
い
ひ
、
か
う
し
た
素
材
は
二
十
四
五
で
安
定
し
、
三
十
四
五
で
「
盛
り
の
極
め
」
即
ち
全
盛
と
な
り
、
や
が
て
「
上
る
は
三
十
四
五

ま
で
の
頃
、
下
る
は
四
十
以
来
な
り
」
と
結
論
さ
れ
ま
す
。
年
齢
の
生
理
か
ら
す
れ
ば
常
然
と
も
い
へ
ま
す
が
、
し
か
し
能
に
限
ら
ず
一

般
に
現
代
の
通
念
と
な
っ
て
ゐ
る
や
う
な
、
藝
は
年
と
と
も
に
向
上
し
、
老
境
枯
淡
の
藝
を
最
高
と
す
る
と
い
ふ
甑
道
観
（
そ
れ
は
室
町

後
期
に
は
現
は
れ
て
き
ま
す
）
を
、
こ
れ
は
一
往
拒
絶
す
る
と
こ
ろ
に
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
世
阿
淵
が
か
う
考
へ
た
の
は
、

老
年
に
お
い
て
は
細
か
に
又
烈
し
く
身
骰
を
使
ふ
物
慎
似
の
わ
ざ
が
で
き
な
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
舞
歌
二
曲
に
代
表
さ
れ
る
幽
玄
さ

へ
も
失
は
れ
、
逆
に
雨
者
を
十
分
に
質
現
で
き
る
の
が
「
盛
り
の
極
め
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
彼
に
よ
れ
ば
二
曲
・
幽
玄
に
と
つ
て

ち
ご

基
本
と
見
ら
れ
る
時
期
は
右
の
七
段
階
の
中
、
十
二
三
よ
り
元
服
ま
で
の
い
は
ゆ
る
童
形
、
兒
姿
に
あ
り
、

「
童
形
な
れ
ば
何
と
し
た
る

も
幽
玄
な
り
」
と
い
は
れ
ま
す
。
平
安
時
代
の
物
語
が
あ
か
ず
描
き
つ
づ
け
た
男
女
の
憩
愛
に
代
つ
て
、
南
北
朝
か
ら
室
町
期
に
か
け
て

は
兒
物
語
と
よ
ば
れ
る
同
性
愛
を
描
く
一
様
式
が
風
靡
し
、
そ
れ
が
常
代
文
學
の
一
特
色
と
も
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
せ
う

ひ
た

が
、
そ
れ
は
兒
を
愛
重
す
る
世
態
を
端
的
に
反
映
す
る
も
の
で
し
た
。
眉
を
か
き
、
蒲
化
粧
し
た
美
童
が
直
面
の
ま
ま
舞
豪
に
立
つ
て
ぽ

、
、
、
、
、
、

ー
い
そ
ぷ
ら
の
で
歌
ふ
、
そ
の
身
な
り
と
磐
と
の
美
し
さ
が
即
ち
幽
玄
の
基
本
と
さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
世
阿
淵
が
懐
い
て
ゐ
た
幽
玄

の
相
や
色
合
を
如
質
に
規
定
し
て
を
り
ま
す
。
二
曲
と
並
ん
で
物
慎
似
の
方
で
幽
玄
を
表
現
す
る
素
材
と
さ
れ
た
も
の
は
、

て
は
女
御
•
更
衣
ま
た
は
遊
女
・
好
色
・
美
男
、
草
木
に
は
花
の
類
、
か
や
う
の
数
々
は
そ
の
形
幽
玄
の
も
の
な
り
」

か
う
な
る
と
幽
玄
と
は
前
述
の
や
う
に
「
美
し
く
柔
和
な
る
骸
」
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

一
層
詳
し
く
い
へ
ば
感
覺
的
・

能
的
な
傾
き
を
著
し
く
し
た
艶
冶
な
花
や
か
さ
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
兒
姿
の
幽
玄
は
主
と
し
て
素
材
の
美
で
あ
り
、
藝
以
前
の
魅
力

と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
し
た
か
ら
、
嗜
好
の
愛
化
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
今
日
の
や
う
に
衰
退
し
て
了
っ
た
こ
と
は
常
然
で
す
。
し
か
し
こ

（
花
修
）
で
す
が
、

以
後
「
十
二

の
段
階
を
分

「
人
に
お
い

い
ひ
身
な



と
も
い
へ
る
で
せ
う
が
、
そ
れ
で
は

時
分
の

か
づ
ら

れ
を
更
に
疲
展
さ
せ
た
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
女
盟
の
能
、
現
在
の
い
は
ゆ
る
麓
物
や
そ
の
菱
化
と
も
い
は
れ
る
狂
女
物
な
ど
は
臨

玄
の
代
表
曲
と
し
て
精
練
さ
れ
、
多
く
の
名
作
を
こ
こ
に
集
め
て
今
も
最
も
能
ら
し
い
能
と
し
て
賞
翫
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
現
在
幽
玄
と
い
ふ
語
で
受
け
と
ら
れ
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
文
字
通
り
幽
暗
・
静
寂
・
殿
圃
・
古
雅
と
い
っ
た
諸
内
容
の
織
り
成
す

も
の
で
、
風
姿
花
侮
の
幽
玄
と
か
な
り
鮮
や
か
に
封
照
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

い
つ
か
物
員
似
の
こ
と
に
話
が
絡
ん
で
ま
ゐ
り
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
年
来
稽
古
條
々
に
沿
う
て
年
齢
の

を
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
述
の
や
う
に
世
阿
淵
は
「
下
る
は
四
十
以
来
な
り
」
と
記
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
で
終
る

な
ら
役
者
の
藝
は
箪
に
年
齢
の
生
理
を
反
映
す
る
に
し
か
す
ぎ
ず
、
か
う
い
ふ
生
理
的
な
自
然
に
封
す
る
藝
の
意
義
、
ひ
い
て
は
人
間
の

自
由
と
い
ふ
こ
と
は
失
は
れ
る
わ
け
で
、
世
阿
淵
が
そ
れ
を
許
す
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
事
質
衰
老
と
と
も
に
う
つ
ろ
ふ
ゃ
う
な
花

も
の
で
あ
り
、

で
は
な
く
、
生
涯
散
ら
ず
菱
ら
な
い
花
を
咲
か
せ
る
手
立
て
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
こ
の
巻
を
貫
く
間
ひ
と
な
っ
て
ゐ
ま
す
。
前
に
申
し

ま
し
た
や
う
に
、
こ
の
巻
は
年
齢
的
な
段
階
と
そ
れ
に
特
有
な
藝
の
あ
り
方
と
を
示
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
雨
者
は
任
意
に
分
離
で
き
な
い

一
段
階
に
お
け
る
藝
の
あ
り
方
は
年
齢
の
推
移
に
應
じ
て
次
の
段
階
の

て
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
再
び
招
き
返
す
術
の
な
い
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

殊
な
花
、

と
幽
玄
の
花
と
の
闊
係

あ
る
い
は
痰
展
的
に
解
消
す
る
こ
と
は
あ
っ

つ
ま
り
「
時
分
の
花
」
と
い
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
し
か
し
世
阿
蒲
は
さ
う
い
ふ
「
時
分
の
花
」
が
年
齢
に
従
っ
て
失
は
れ
る
こ

ぬ
や
う
に
能
を
す
べ
し
。

々
去
来
の
花
」
と
も
よ
ば
れ
る
の
で
す
が
、

と
な
く
、
常
に
特
殊
の
ま
ま
で
蓄
稼
さ
れ
、
や
が
て
随
時
に
取
出
さ
れ
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
ま
す
。
か
く
て
「
あ
る
時
は
兒
・
若

族
の
能
か
と
見
え
、
あ
る
時
は
年
盛
り
の
為
手
か
と
覺
え
、
ま
た
は
い
か
ほ
ど
も
藤
た
け
て
劫
入
り
た
る
や
う
に
見
え
て
同
じ
主
と
も
見
え

こ
れ
郎
ち
幼
少
の
時
よ
り
老
後
ま
で
の
藝
を
一
度
に
持
つ
理
な
り
」
（
別
紙
口
偲
）
と
い
ふ
こ
と
と
な
り
、
「
年

こ
れ
が
又
「
員
の
花
」
で
も
あ
り
ま
し
た
。
時
分
と
員
と
は
流
行
と
不
易
と
の
問
題
で
あ
る

を
「
飢
の
花
」
に
ま
で
高
め
る
手
立
て
は
何
で
せ
う
か
。
詳
し
く
は
書
い
て
な
り
ま

せ
ん
が
、
多
分
「
時
分
の
花
」
の
も
つ
限
界
の
深
い
自
覺
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
例
へ
ば
「
二
十
四
五
」
の
項
0
最
後
で
、

風

姿

花

偲

「
わ
が
位
の
ほ

―
つ
の
段
階
に
お
け
る
藝
の
あ
り
方
は
、
で
す
か
ら
そ
こ
で
の
特

ニ
四



風

姿

花

偲

ど
を
よ
く
よ
く
心
得
ぬ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
花
は
一
期
失
せ
ず
。
位
よ
り
上
の
上
手
と
思
へ
ば
、
も
と
あ
り
つ
る
位
の
花
も
失
す
る
な
り
。

し
か
し
「
慎
の
花
」
の
獲
得
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
一
層
根
本
的
と
み
な
さ
れ
る
の
は
右
の
各
段
階
を
正
確
に
紐
由
し
て
「
盛
り
の
極

め
」
と
い
は
れ
た
四
十
以
前
ま
で
に
圃
熟
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
つ
て
ゐ
る
や
う
で
す
。

を
得
る
」
と
い
ふ
風
姿
花
偲
風
の
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
の
で
す
が
、
か
う
し
て
圃
熟
す
る
時
こ
そ
「
員
の
花
」
は
以
後
の

の
上
に
、
身
臆
の
衰
へ
と
到
照
さ
れ
て
却
つ
て
ま
ざ
ま
ざ
と
現
は
れ
る
と
い
ひ
ま
す
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
場
合
の
「
員
の
花
」

の
具
髄
的
な
あ
り
方
で
す
。

二
五

「や

し
か
も
闘
熟
と
は
「
天
下
に
許
さ
れ
、
名
望

そ
れ
は
全
盛
期
の
花
の
上
に
更
に
何
か
新
た
な
る
花
が
開
く
と
い
ふ
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
花
が
失
は
れ
ず
に
残

る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
や
う
で
す
。
「
こ
の
頃
（
五
十
有
餘
）
よ
り
は
大
方
せ
ぬ
な
ら
で
は
手
立
て
あ
る
ま
じ
。
麒
麟
も
老
い
て
は
煎
馬

に
劣
る
と
申
す
こ
と
あ
り
。
さ
り
な
が
ら
慎
に
得
た
ら
ん
能
者
な
ら
ば
、
物
敷
は
み
な
み
な
失
せ
て
ぜ
ん
あ
く
見
所
は
少
し
と
も
花
は
残

る
べ
し
」
と
記
し
て
ゐ
ま
す
し
、
又
彼
が
五
十
有
餘
を
最
後
の
段
階
に
擬
し
た
理
由
と
思
は
れ
る
観
阿
淵
の
晩
年
（
五
十
二
歳
歿
）
の
藝
風

い
ろ
へ

に
つ
い
て
も
「
物
敷
を
ば
は
や
初
心
に
ゆ
づ
り
て
、
や
す
き
所
を
少
な
少
な
と
色
交
て
せ
し
か
ど
も
花
は
い
や
壻
し
に
見
え
し
な
り
」
と

い
ひ
ま
す
。
兒
姿
の
幽
玄
は
そ
の
年
齢
に
備
っ
た
生
得
の
花
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
剪
栽
を
加
へ
ず
に
生
地
を
生
か
す
こ
と
が
必
要
で
、
そ

の
意
味
で
「
す
べ
て
す
べ
て
や
す
き
」
こ
と
が
望
ま
れ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
老
年
の
藝
も
そ
の
貼
一
見
似
た
藝
態
を
示
す
わ
け
で
す
。

す
き
所
を
少
な
少
な
」
と
い
へ
ば
極
め
て
消
極
的
な
工
夫
に
す
ぎ
な
い
や
う
で
す
け
れ
ど
も
、
身
骸
の
衰
へ
に
逆
つ
て
年
盛
り
に
取
得
し

た
花
を
不
愛
恒
常
に
保
持
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
筈
は
な
く
、
烈
し
い
意
志
と
工
夫
と
を
要
す
る
と
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
は
困
難
に

は
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
が
保
持
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、
否
む
し
ろ
「
花
は
い
や
壻
し
に
」
さ
へ
見
え
る
と
い
ふ
賓
證
を
世
阿
弾
は
晩
年

は
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
か
う
い
ふ
員
の
花
が
後
の
蒻
道
観
の
通
念
と

の
父
の
上
に
目
撃
し
て
ゐ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
老
年
の

な
っ
た
や
う
な
老
境
の
枯
淡
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
は
思
は
れ
ま
せ
ん
。

よ
く
よ
く
心
得
べ
し
」
と
教
へ
て
ゐ
ま
す
。

い
や
増
し
の
花
と
い
つ
て
も
、

や
美
女
や
花
樹
の
上
に
そ
の



典
型
を
見
出
し
て
ゐ
た
や
う
な
幽
玄
が
、

こ
こ
で
俄
か
に
愛
質
し
て
ゐ
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
が
、
し
か
し
ま
た
思
ふ
に
衰
老

の
身
髄
や
「
せ
ぬ
」
と
い
は
れ
た
わ
ざ
な
ど
と
幽
玄
と
が
調
和
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

い
や
壻
し
と
さ
へ
い
は
れ
る
場
合
、
こ
の
花
の
風

格
は
や
は
り
か
な
り
蜀
自
な
様
態
に
置
か
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
問
答
條
々
で
「
萎
れ
た
る
風
臆
」
に
つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る

そ
ら
く
こ
れ
に
闘
聯
し
て
ゐ
ま
す
。

し
め

「
こ
の
萎
れ
た
る
と
申
す
こ
と
、
花
よ
り
も
な
ほ
上
の
こ
と
に
も
申
し
つ
べ
し
。
花
な
く
て
は
萎
れ
所
無
盆
な
り
。
そ
れ
は
禍
り
た
る

に
な
る
べ
し
。
花
の
萎
れ
た
ら
ん
こ
そ
面
白
け
れ
、
花
咲
か
ぬ
草
木
の
萎
れ
た
ら
ん
は
何
か
面
白
か
る
べ
き
。
さ
れ
ば
花
を
極
め
ん
こ
と

一
大
事
な
る
に
、
そ
の
上
と
も
申
す
べ
き
こ
と
な
れ
ば
萎
れ
た
る
風
骰
か
へ
す
が
へ
す
大
事
な
り
」
と
し
て
ゐ
ま
す
。
花
で
あ
る
こ
と
を

失
は
ず
に
、
し
か
も
花
よ
り
も
上
に
あ
る
と
さ
れ
る
こ
の
優
れ
た
境
地
を
、
老
を
思
は
せ
る
「
萎
れ
た
る
」
と
い
ふ
語
で
表
は
し
て
ゐ
る

こ
と
は
注
意
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
箪
な
る
老
で
な
い
こ
と
は
こ
の
境
地
を
、
「
蒲
霧
の
ま
が
き
の
花
の
朝
操
り
秋
は
夕
と
誰
か
い
ひ
け
ん
」

と
い
ふ
一
首
に
託
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
新
古
今
集
の
歌
で
、
新
古
今
的
に
い
へ
ば
常
時
の
流
行
語
で
あ
っ
た

「
け
し
き
」
と
い
は
れ
た
も
の
を
よ
く
質
現
し
た
歌
で
、
そ
の
―
つ
の
特
徴
を
指
摘
す
れ
ば
、
視
聴
覺
で
は
捉
へ
ら
れ
な
い
、

従
つ
て
明
瞭
に
封
象
化
で
き
な
い
や
う
な
箭
調
そ
の
も
の
の
と
り
と
め
が
た
い
あ
り
方
を
捉
へ
よ
う
と
す
る
表
現
意
圏
に
つ
な
が
つ
て
を

へ
た
幽
玄
も
そ
れ
が
至
る
べ
き
究
極
の
様
態
に
お
い
て
は
感
覺
や
官
能
を
離
れ
な
い
で
、
し
か
も
そ
れ
を
越
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
美
を
指
向
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
ま
す
。

こ
の
歌
は
彼
の
考
へ
て
ゐ
た
慎
の
花
の
あ
り
方
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
具
象

的
に
そ
の
色
合
ま
で
を
も
何
か
適
切
に
感
得
さ
せ
る
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て
き
ま
す
が
、
彼
は
別
に
も
う
一
首
、

こ
こ
ろ

え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
ふ
古
今
集
の
歌
を
も
示
し
ま
す
。
そ
の
意
は
お
そ
ら
く
こ
の
懸
歌

し
か
も
一
所
に
住

の
語
繹
的
な
意
味
を
す
つ
か
り
離
れ
て
を
り
ま
せ
う
。
郎
ち
「
萎
れ
た
る
」
花
と
は
本
来
形
な
き
形
（
色
見
え
で
）
、

す
る
こ
と
な
き
（
う
つ
ろ
ふ
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
役
者
の
深
い
心
の
慟
き
の
あ
ら
は
れ
（
人
の
心
の
花
）
に
外
な
ら
な
い

と
い
ふ
こ
と
、
別
の
平
易
な
絞
述
に
よ
れ
ば
「
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
る
に
、
稽
古
に
も
振
舞
に
も
び
及
が
た
し
。
花
を
極
め
た
ら
ば
知
る

り
ま
す
が
、
世
阿
禰
の

「
餘
情
」

風

姿

花

陣

二
六

「
色
見



風

姿

花

陣

物
飢
似
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
本
書
で

の
文
學

族
的
な
美
と
考
へ
ら
れ
て
を
り
ま
し
た
か
ら
、

た
か
と
思
は
れ
ま
す
。

二
七

「
幽
玄
の

花
を
指
向
す
る
と
い
ふ
時
、
如

べ
き
か
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
一
層
切
賣
に
語
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
風
姿
花
個
の
思
考
も
又
、
中
世
の
文
學
や
藝
能
論
に
あ
ま
ね
く
滲
透
し
て
ゐ
た
あ
の
藝
道
佛
逍
一
骸
観
に
包
ま
れ
て

こ
こ
ろ

ゆ
く
や
う
に
見
え
ま
す
。
事
質
世
阿
照
も
こ
の
間
答
條
々
の
最
後
を
「
頓
に
花
の
情
を
悟
り
己
り
ぬ
れ
ば
、
菩
提
の
果
お
の
づ
か
ら
生
ず
」

と
い
ふ
六
祖
の
偶
で
締
め
括
つ
て
を
り
ま
す
が
、
か
う
い
ふ
傾
向
は
本
書
以
後
「
至
花
道
」

と
漸
次
強
く
な
っ
て
ゆ
き
、
最
近

痰
見
さ
れ
た
晩
年
の
「
拾
玉
得
花
」
な
ど
は
過
剰
な
ま
で
の
、
そ
し
て
や
や
表
面
的
と
も
思
は
れ
る
や
う
な
椰
語
や
偶
と
の
交
渉
を
示
し

て
を
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
世
阿
淵
に
限
ら
ず
時
代
一
般
の
動
向
、
ほ
ぼ
應
永
末
年
を
境
に
し
て
測
期
さ
れ
る
室
町
前
期
か
ら
後
期
に

か
け
て
著
し
く
な
っ
て
ゆ
く
事
賓
の
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
本
書
で
は
ま
だ
そ
の
傾
向
は
目
立
た
ず
、
前
述
の
や
う
な
「
幽
玄
の
花
」
が

叙
述
に
お
い
て
優
勢
で
あ
り
、
又
最
も
印
象
的
で
も
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
が
究
極
「
萎
れ
た

上
の
思
索
の
方
向
が
す
で
に
自
覺
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
疑
ふ
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
そ
こ
に
幽
玄
の
完
成
と
い
っ
た
意
味
も
見
通
さ
れ
て
ゐ

以
上
舞
歌
二
曲
を
中
心
に
、
そ
れ
と
幽
玄
と
の
闊
係
を
お
話
し
て
き
ま
し
た
が
、
は
じ
め
に
申
し
て
お
き
ま
し
た
や
う
に

ま
ね

花
」
の
次
の
間
題
は
そ
れ
と
物
員
似
と
の
闊
係
で
、
こ
れ
を
主
と
し
て
論
じ
た
の
が
「
物
學
條
々
」
の
巻
で
す
。
物
慎
似
は
も
と
よ
り
曲

し
」
と
制
限
さ
れ
ま
す
。

こ
の
制
限
の

中
人
物
の
風
骰
、
動
作
、
性
情
な
ど
を
「
残
さ
ず
よ
く
似
せ
ん
」
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
が
、
し
か
し
「
事
に
よ
り
濃
き
薄
き
を
知
る
べ

な
っ
た
の
が
幽
玄
で
し
た
。
ぞ
れ
は
「
美
し
く
柔
和
な
る
臆
」
で
あ
り
、
又
古
典
的
・

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

・
大
臣
以
下
公
家
・
武
家
の
骰
、
其
他
高
貴
の
人
盟
は
及
ぶ
限
り
詳
細
に
似
せ
な
け

田
夫
野
人
の
や
う
な
「
賤
し
げ
な
る
わ
ざ
」
の
物
慎
似
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。
わ
づ
か
に
「
木
こ
り
・
草
刈
・

炭
燒
．
應
汲
な
ど
の
、
風
情
に
も
な
り
つ
べ
き
わ
ざ
を
ば
細
か
に
似
す
べ
き
か
」
と
い
ひ
ま
す
が
、

こ
れ
ら
が
特
例
と
さ
れ
た
の
は
和
漢

の
題
材
と
し
て
常
に
親
ま
れ
て
き
た
た
め
、
宜
骸
を
離
れ
て
幽
玄
な
美
感
を
そ
そ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
せ
う
。

（
老
盟
・
女
腔
・
軍
盟
）
と
い
ふ
ゃ
う
な
整
理
さ
れ
た
分
類
に
は
至
ら
ず
、
女
・
老



り
ま
す
。

さ
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
か
う
い
ふ
鬼
の
面
白
さ
・
花
と

一
般
に
老
臆
は
そ
の
上
品
・
閑
雅
な
趣
を
捉

「
老
い
ぬ

「
巖
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」
と
も
替
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

方
で
す
が
、
そ
れ
の
み
に
は
止
り
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
「
花
」

姿

花
ぐ
る
ひ

人
・
直
面
・
物
狂
・
法
師
・
修
羅
・
誹
・
鬼
．
崖
事
と
な
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の
中

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
の
問
題
は
、
む
し
ろ
う
か
し
た
「
女
」
と
は
反
封
に
、
幽
玄
と
な
じ
ま
な
い
素
材
の
物
倶
似
が
幽
玄
中
心
の
臆
系
の

中
で
い
か
に
取
扱
は
れ
た
か
、
と
い
ふ
黙
に
あ
り
ま
す
。
さ
き
に
「
賤
し
げ
な
る
わ
ざ
」
を
禁
止
乃
至
は
制
限
し
た
こ
と
も
―
つ
の
扱
ひ

年
に
は
「
網
じ
て
鬼
と
い
ふ
こ
と
を
ば
遂
に
習
は
ず
」

「
面
白
き
」

で
あ
り
「
古
様
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
最
も
よ
く
代
表
す
る
素
材
が
鬼
と
老
人
と
で
す
。
と
り
わ
け
扱
ひ
に
く
か
つ

た
の
は
鬼
で
、
中
で
も
員
の
鬼
と
い
へ
ば
を
か
し
い
で
す
が
冥
土
の
鬼
（
愛
化
の
も
の
と
し
て
の
渥
鬼
で
な
い
）
の
物
慎
似
は
ま
づ

矛
盾
で
あ
り
、

「
幽
玄
」
に
翫
立
す
る
も
の
は
「
強
き
」

「
お
そ
ろ
し
き
」

従
っ
て
解
決
策
と
し
て
は
平
生
「
幽
玄
至
極
の
上
手
」
と
許
さ
れ
て
ゐ
る
役
者
が
意
外
に
鬼
を
派
ず
る
と
、
日
頃
の
目
移
り
で
お
そ
ろ
し

い
鬼
が
面
白
く
見
え
る
と
い
ふ
、
聞
け
ば
何
だ
と
思
ふ
ゃ
う
な
工
夫
を
説
い
て
ゐ
ま
す
。
世
阿
弧
の
漠
疲
な
オ
氣
を
思
は
せ
ま
す
が
、
晩

（
申
榮
談
儀
）
と
述
懐
し
、
僅
か
に
そ
の
面
影
を
似
す
る
ば
か
り
と
か
、
あ
る
い

は
音
曲
の
上
で
の
み
表
は
す
べ
き
も
の
、
そ
れ
も
す
べ
て
を
試
み
盛
し
た
老
後
の
藝
位
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
、
な
ど
と
も
書
い
て
を

次
に
老
人
の
生
理
が
幽
玄
に
封
立
す
る
こ
と
は
前
に
申
し
ま
し
た
が
、
老
人
の
物
慎
似
と
な
る
と
困
難
は
一
層
明
瞭
で
す
。

れ
ば
と
て
腰
膝
を
か
が
め
身
を
つ
む
れ
ば
、
花
失
せ
て
古
様
に
見
ゆ
る
る
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
面
白
き
所
稀
な
り
」
で
あ
る
か
ら
で
す
が
、

そ
れ
で
は
老
人
の
物
慎
似
は
陵
す
べ
き
か
と
い
へ
ば
一
面
老
臆
は
位
高
い
も
の
、
そ
の
意
味
で
「
こ
の
道
の
奥
義
」
と
考
へ
ら
れ
て
を
り

ま
し
た
か
ら
、
鬼
と
ち
が
つ
て
こ
の
物
慎
似
は
頗
る
野
心
的
な
課
題
で
あ
っ
た
や
う
で
す
。

「
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」
と
評
さ
れ
ま
す
。

こ
の
解
決
策
と
し
て
立
て
ら

へ
て
「
い
か
に
も
い
か
に
も
そ
ぞ
ろ
か
で
、
し
と
や
か
に
立
ち
振
舞
ふ
べ
し
」
と
さ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
花
の
精
粋
で
あ
る
舞
と
な
る
と
、

老
憫
の
舞
と
い
ふ
の
も
や
は
り
矛
盾
に
近
い
も
の
で
、

て
尊
重
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
前
に
申
し
た
通
り
で
す
。

風

偲

や
女
の
「
物
狂
」
が
幽
玄
本
位
の
も
の
と
し

ニ
八



風

姿

花

偲

れ
た
世
阿
照
の
工
夫
は
彼
の
物
箕
似
論
の
典
型
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
本
書
の
中
最
も
精
彩
に
富
ん
だ
記
述
の
―
つ
で
は
な
い
か
と
思

は
れ
ま
す
。
即
ち
そ
の
要
を
摘
ん
で
い
へ
ば
、

で
、
「
そ
の
外
を
ば
た
だ
世
の
常
に
い
か
に
も
い
か
に
も
花
や
か
に
す
べ
し
」
と
い
ふ
の
で
す
。
い
っ
た
い
本
書
で
い
ふ
物
員
似
と
は
登

場
人
物
に
つ
い
て
の
細
々
と
し
た
寓
賓
で
は
な
く
て
、
物
學
條
々
で
分
類
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
お
ほ
ま
か
に
立
て
ら
れ
た
人
物
類
型
に
つ

、

、

、

、

、

か

た

ぎ

い
て
、
そ
の
時
の
り
あ
り
て
い
と
思
は
れ
る
も
の
を
要
約
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
し
た
。
従
っ
て
物
箕
似
は
「
形
木
」
即
ち
型
の
工
夫
で

‘
 

も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
老
人
の
り
あ
り
て
い
を
身
憫
の
不
自
由
で
し
か
も
耳
も
遅
い
と
い
ふ
切
賓
な
銀
陥
で
捉
へ
、
そ
の
た
め
囃

子
の
拍
子
に
も
迎
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
ふ
表
現
手
法
を
考
案
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
「
年
寄
の
心
に
は
何
事
を
も
若
く
し
た
が

閾
い
老
人
の
動
作
は
そ
の
慎
を
失
ふ
こ
と
な
く
型
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
審
美
的
に
濾
過
さ
れ
た
わ
け
で
す
し
、
そ
れ
ば
か

り
で
な
く
一
方
で
は
老
人
の
心
情
の
慎
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
老
が
却
つ
て
花
で
あ
る
と
い
ふ
逆
説
を
成
り
立
た
せ
、
存
分
に
若

や
い
だ
振
舞
を
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
老
の
物
慎
似
に
外
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

か
う
し
て
老
人
の
動
作
と
心
情
と
の
二
面
に
鋭
い
解
繹
を
加
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
老
と
そ
の
封
極
に
近
い
花
と
は
見
事
に
結
合
さ
れ

る
に
至
っ
た
の
で
す
が
、

こ
こ
に
産
み
出
さ
れ
た
花
は
「
幽
玄
の
花
」
で
あ
る
と
同
時
に
驚
き
の
花
で
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
の

様
の
花
が
合
腔
し
、
完
全
な
寇
味
で
花
は
開
い
た
、
と
い
つ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。

こ
の
老
人
の
物
員
似
の
解
繹
か
ら
も
よ
く
う
か
が
は
れ
る
や
う
に
、
風
姿
花
他
の
物
慎
似
は
型
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
い
つ
て
も
箪
に
到

象
の
外
形
ー
ー
扮
装
と
か
姿
態
・
所
作
に
留
意
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
性
情
、
心
の
動
き
の
核
心
を
的
確
に
捉
へ
る
方
に
重
心

が
か
か
つ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
直
接
言
及
し
て
ゐ
る
場
合
と
し
て
、
例
へ
ば
「
物
狂
」
の
物
員
似
が
あ
り
ま
す
。
物
狂

に
も
種
々
あ
り
、
紳
佛
・

淵
も
「
年
寄
の
若
振
舞
、
珍
ら
し
き
理
な
り
」
と
指
摘
し
て
ゐ
ま
す
。

る
も
の
な
り
」
と
い
ふ
理
由
か
ら
、

二
九

へ
た

「
凡
そ
の
ふ
り
・
ふ
ぜ
い
（
所
作
）
を
も
拍
子
に
少
し
遅
る
る
や
う
に
あ
る
も
の
な
り
」

「
わ
ざ
を
ば
年
寄
の
望
み
の
如
く
、
若
き
風
情
を
す
べ
し
」
と
さ
れ
た
の
で
、
か
く
て
ぎ
こ
ち
な
く

こ
れ
に
は
観
客
も
驚
い
た
で
せ
う
が
、
世
阿

の
憑
く
物
狂
は
そ
の
忍
物
の
盟
を
似
せ
れ
ば
筒
輩
で
す
が
、
親
子
・
夫
娼
な
ど
が
そ
の
別
離
の
悲
し
み



か
ら
狂
風
す
る
物
狂
は
む
つ
か
し
い
と
い
ひ
、
さ
う
い
ふ
場
合
は
「
物
思
ふ
氣
色
を
本
意
に
あ
て
て
、
狂
ふ
所
を
花
に
あ
て
て
、
心
を
入
れ

、
、
、
、
、

て
狂
へ
ば
惑
も
面
白
き
見
所
も
定
め
て
あ
る
べ
し
」
と
注
意
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
本
意
と
い
ふ
の
が
凡
そ
前
述
の
、
炭
象
の
り
あ
り
て
い

（
外
形
で
あ
れ
心
で
あ
れ
）
に
常
る
言
葉
と
い
つ
て
い
い
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
本
意
を
明
ら
か
に
悲
し
み
の
心
に
見
出
し
て
、
物
狂

、

、

、

、

、

、

ひ
の
所
作
の
方
に
は
置
い
て
ゐ
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
今
で
い
へ
ば
か
け
り
と
か
い
ろ
え
と
か
い
は
れ
る
狂
ひ
の
動
き
は
美
し
い
も
の

で
、
そ
れ
で
こ
そ
「
花
に
あ
て
」
と
い
は
れ
、
「
幽
玄
の
花
」
の
宿
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
本
意
は
そ
ち
ら
に
は
な
か

っ
た
の
で
し
た
。
か
う
い
ふ
形
で
物
慎
似
と
幽
玄
と
は
結
合
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

ら
ば
無
上
の
上
手
と
知
る
べ
し
。

こ
れ
を
心
底
に
よ
く
よ
く
思
ひ
分
く
べ
し
」
と
い
ひ
ま
す
。

能
が
そ
も
そ
も
舞
歌
を
基
本
と
し
、
物
慎
似
も
上
述
の
や
う
に
花
と
融
和
し
て
し
か
も
型
に
ま
で
様
式
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

、
、
、
、

と
、
能
と
は
あ
る
い
は
肌
に
花
麗
な
だ
け
の
納
模
様
、
一
寸
れ
び
ゆ
ー
の
や
う
な
も
の
に
な
っ
て
了
ふ
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
は
れ
な
い

で
せ
う
か
。
事
質
世
阿
弧
以
後
、
さ
う
い
ふ
方
向
が
強
く
展
開
し
て
き
ま
し
た
が
、
し
か
し
彼
の
能
は
こ
の
や
う
に
内
心
の
表
現
を
本
意

と
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
油
闊
で
あ
る
こ
と
を
失
は
な
か
っ
た
と
申
せ
ま
せ
う
。

風

姿

花

偲

「
か
や
う
な
る
手
が
ら
に
て
人
を
泣
か
す
る
所
あ

（
こ
れ
は
五
月
三
十
一
日
、
懐
徳
堂
春
季
講
座
に
お
け
る
購
演
要
旨
を
書
き
改
め
た
も
の
で
す
。
）

゜


