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世
阿
弥
の
芸
術
論
に
お
い
て
、
「
心
」
と
い
う
用
語
は
よ
く
現
れ
、

彼
の
芸
論
で
菫
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
す
で
に
先
行
研
究
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
心
の
意
味
に
つ
い
て
、
能
勢

朝
次
氏
は
戦
前
か
ら
既
に
研
究
し
て
い
た
。
能
勢
氏
は
世
阿
弥
の
芸

論
に
お
け
る
心
を
「
エ
夫
公
案
を
尽
く
す
心
」
、
「
内
面
反
省
の
戒

心
」
、
及
び
「
芸
の
生
命
力
と
し
て
の
心
」
と
い
う
三
つ
の
種
類
に

分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
、
小
林
智
昭
氏
は
「
世
阿

(2) 

弥
研
究
ー
心
の
論
理
』
(
-
九
五
―
一
年
）
と
い
う
一
文
で
、
世
阿
弥

芸
論
に
お
け
る
「
心
」
の
用
例
を
検
討
す
る
う
え
で
、
そ
の
意
味
を

更
に
細
別
し
た
。
以
下
は
小
林
氏
の
諭
文
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

即
ち
先
づ
「
心
」
と
密
接
な
開
聯
を
持
ち
乍
ら
も
、
具
證
的
に

心
の
各
面
を
直
ホ
す
る
直
接
的
表
現
と
、
直
ホ
す
る
こ
と
の
な

初
め
に

ー
中
国
伝
統
演
劇
論
「
曲
学
」
と
の
関
連
か
ら

世
阿
弥

「
物
ま
ね
」

論
に
お
け
る

即
ち
、
小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
世
阿
弥
伝
書
に
お
け
る
「
心
」
の
意
義

は
直
接
的
表
現
と
間
接
的
表
現
と
い
う
二
類
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
直
接
的
表
現
と
は
、
人
間
の
心
そ
の
物
の
本
質
や
作
用
、
つ
ま
り

精
神
、
感
情
、
思
慮
な
ど
の
義
で
あ
る
。
間
接
的
表
現
と
は
、
人
間

の
心
そ
の
も
の
と
関
係
な
く
、
意
味
・
内
容
・
風
雅
な
ど
の
転
義
的

な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
間
接
的
表
現
は
本
文
で
問
題
と
す
る
「
心
」

と
は
無
関
係
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
ま
ず
小
林
氏
に
よ
っ
て
ま
と

め
ら
れ
た
直
接
的
表
現
、
つ
ま
り
人
間
の
心
そ
の
も
の
の
九
種
の
意

義
の
表
を
次
に
上
げ
る
。

「心」
い
間
接
的
（
象
徴
的
）
表
現
と
の
二
類
で
あ
る
。
前
者
は
何
れ

も
何
等
か
の
意
味
に
於
て
心
の
本
質
・
螢
為
・
段
階
（
浅
深
）

及
び
そ
の
交
錯
等
、
心
の
静
動
各
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
後

者
は
直
接
心
そ
の
も
の
に
は
隅
輿
せ
ず
、
そ
の
転
義
的
・
象
徴

的
表
現
で
あ
る
。

の
性
格

：日
｛皿

彬
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知 喜 禰咸 亜、ビヽ 情
的 意
面 的 的 的 意

面 面 表 の
現 総

合
的

［ 
右
の
と
お
り
、
世
阿
弥
伝

書
に
お
け
る
「
心
」
（
こ

こ
で
単
に
直
接
的
表
現
を
指

す
）
の
意
味
は
か
な
り
複

雑
で
、
多
岐
的
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
意
味
は
互

に
絡
み
合
っ
て
い
る
た

め
、
は
っ
き
り
分
け
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
た
と
え

ば
、
第
四
•
五
・
六
の
意

味
に
つ
い
て
、
小
林
氏
も

「
厳
密
な
意
味
に
於
て
は
、

何
等
本
質
的
差
異
は
認
め

ら
れ
ず
」
と
言
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
世
阿
弥
伝

書
に
お
け
る
「
心
」
の
用

例
を
検
討
す
る
と
、
そ
の

意
味
上
の
交
錯
混
沿
的
な

性
格
は
留
意
さ
れ
る
。

小
林
氏
の
分
類
を
踏
ま

え
、
小
池
安
子
氏
は
『
世

(3) 

阿
弥
の
無
に
就
て
』
に
お
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、心 上 ば の た が も う ゃ
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＇ 
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、t、 ぅ ゎ i 
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ヘ 土ノ‘ 重
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昌心 に し 也

｀ ヽ

‘ 

／ ［ 芦ヽ

羨 し k醤k テ た を か の Vヽ ら て

i ヽ

み か ク し も せ し ま さ ば
曲

贔ヽれ 当 レ つ と て ま i ゎ＾ ： ば 也 Jゞ 塩ヽヽイーE じ ベ は

拿ィヽ盟日ヒ
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し
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紙ヽ
人

＾ >ヽ.. 
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？ 
ベ

心
＾ 偉ヽ-ィ＇+ ヒ
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に

i 儀

あ

且ヽは
ん
事

直ヽ

い
て
、
心
の
意
味
を
さ
ら
に

細
か
く
分
類
し
た
。
小
池
氏

は
小
林
氏
の
直
接
的
表
現
と

間
接
的
表
現
と
い
う
分
類
法

を
踏
ま
え
、
こ
の
直
接
的
表

現
を
さ
ら
に
総
合
的
な
心
、

理
智
的
な
心
、
感
情
的
な

心
、
意
志
的
な
心
と
い
う
四

類
に
大
分
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
見
れ
ば
、
小
池
氏

は
直
接
的
表
現
と
し
て
の
心

の
意
味
を
す
べ
て
総
合
・

知
・
情
・
意
と
い
う
四
ツ
の

種
類
に
分
け
て
い
る
。
勿
論

こ
の
四
つ
の
面
は
互
い
に
隔

絶
し
て
は
い
な
い
。
総
合
的

な
心
は
元
々
ほ
か
の
三
つ
の

心
を
内
包
し
て
い
る
一
方
、

ほ
か
の
三
つ
の
心
も
互
い
に

内
包
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

理
智
的
な
心
と
言
っ
て
も
、

こ
れ
は
感
情
や
意
志
と
関
係
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性
は
全
く
な
い
で
は
な
い
、
た
だ
小
池
氏
の
い
う
と
お
り
、
「
こ
れ

は
心
の
働
き
の
性
質
上
、
知
的
面
が
主
要
素
を
な
す
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
智
的
な
心
は
理
智
的
な
面
し
か

存
在
し
な
い
こ
と
は
な
く
、
感
情
や
意
志
と
比
べ
て
、
理
智
的
な
面

が
こ
の
場
合
で
は
比
較
的
主
導
的
な
作
用
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。

能
勢
説
と
比
べ
れ
ば
、
小
林
氏
と
小
池
氏
は
更
に
考
察
範
囲
を
拡

大
し
、
転
義
や
象
徴
と
し
て
の
間
接
的
心
、
及
び
情
と
し
て
の
心

（
主
と
し
て
は
観
客
側
の
好
悪
や
機
嫌
）
ま
で
検
討
し
て
い
た
。
し
か
し

小
池
氏
の
知
的
な
心
、
意
的
な
心
、
及
び
総
合
的
な
心
は
そ
の
意
味

上
で
、
能
勢
氏
の
説
と
大
部
分
が
重
複
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小

池
氏
の
知
的
な
心
は
、
ほ
ぼ
能
勢
氏
の
「
エ
夫
公
案
を
尽
く
す
心
」

に
内
包
さ
れ
て
い
る
。
小
池
氏
の
意
的
な
心
は
ほ
と
ん
ど
能
勢
氏
の

「
内
面
反
省
の
戒
心
」
と
重
な
る
。
従
っ
て
、
小
池
氏
の
総
合
的
な

心
、
特
に
精
神
と
し
て
の
心
ま
た
は
「
超
意
識
的
な
気
塊
」
と
し
て

の
心
は
、
即
ち
能
勢
氏
の
「
芸
の
生
命
と
し
て
の
心
」
に
該
当
し
よ

う
。
こ
の
た
め
、
小
池
氏
の
知
、
意
、
総
合
と
い
う
分
類
は
本
質
的

に
能
勢
氏
の
説
く
一
二
つ
の
心
に
た
い
す
る
細
化
だ
と
見
る
べ
き
で
あ

る。
本
論
文
で
問
題
と
す
る
の
は
表
題
の
と
お
り
、
物
ま
ね
に
於
け
る

心
で
あ
る
。
『
二
曲
三
体
人
形
図
』
に
お
い
て
、
世
阿
弥
は
老
・
女
・

軍
な
ど
の
人
体
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
閑
心
遠
目
」
、
「
体
心
捨
力
」
、
「
体

力
砕
心
」
と
い
う
標
目
を
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
世
阿
弥
の
物
ま
ね

論
は
、
単
な
る
扮
装
や
肢
体
動
作
の
物
ま
ね
を
論
じ
る
の
で
は
な

く
、
心
の
問
題
ま
で
も
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
能
勢
氏
は
昭
和
十

八
年
で
こ
の
心
を
簡
単
に
言
及
し
た
が
、
こ
れ
は
能
勢
氏
が
分
類
し

た
三
つ
の
心
の
ど
ち
ら
に
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な

い
。
そ
し
て
小
池
氏
は
、
こ
れ
を
総
合
的
な
心
に
於
け
る
「
精
神
」

の
一
欄
に
帰
し
、
「
精
神
は
肉
体
に
た
い
す
る
精
神
で
懸
風
体
に
対

す
る
心
の
状
態
故
心
状
と
言
ふ
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
」
と
説
明

を
加
え
て
い
る
が
、
更
に
こ
れ
以
上
の
論
述
は
行
わ
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
今
日
ま
で
こ
れ
に
関
す
る
研
究
は
ほ
ぼ
無
い
と
言
え
よ

う
。
こ
の
た
め
、
拙
稿
の
目
標
は
物
真
似
を
す
る
時
、
役
者
の
心
は

如
何
に
動
い
て
い
る
か
、
及
び
「
心
」
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
を

中
国
の
演
劇
論
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
世
阿
弥
の
物
真
似
の
特
異
性

を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
世
阿
弥
が
物
ま
ね
に
お
け
る
役
者
の
心
の
持
ち
方
を
論

じ
た
時
期

ま
ず
問
題
と
す
る
の
は
、
世
阿
弥
は
い
つ
か
ら
役
者
の
精
神
、
あ

る
い
は
「
心
」
と
い
う
問
題
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
彼
の
初
期
芸
論
の
代
表
と
さ
れ
る
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『
風
姿
花
伝
』
に
お
け
る
役
者
の
「
心
」
を
考
察
し
て
い
く
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
所
は
『
風
姿
花
伝
』
の
序
言
に
お
け
る
文
で
あ

(
5
)
 

る、

の
最
後
で
あ

凡
、
若
年
よ
り
以
来
見
聞
及
ぶ
所
の
稽
古
の
条
々
、
大
概
注
置

処
也
。

一
、
好
色
・
博
突
・
大
酒
。
三
重
戒
、
是
、
古
人
掟
也
。

一
、
稽
古
は
強
か
れ
、
情
識
は
無
か
れ
、
と
也
。

こ
こ
で
、
世
阿
弥
は
能
楽
稽
古
の
基
本
的
心
構
え
を
説
い
て
い
る
。

彼
の
い
わ
ゆ
る
「
三
重
戒
」
と
は
、
父
の
観
阿
弥
時
代
に
既
に
存
在

し
て
い
る
玩
物
喪
志
を
防
ぎ
、
役
者
に
稽
古
に
専
念
さ
せ
る
た
め
の

掟
で
あ
る
。
ま
た
「
稽
古
は
強
か
れ
、
情
識
は
無
か
れ
」
と
は
、
稽

古
の
過
程
中
に
生
ま
れ
た
慢
心
我
執
を
克
服
す
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
『
風
姿
花
伝
』
の
み
な
ら
ず
、
世
阿
弥
中
期
芸
論
の
『
花
鏡
』

に
至
っ
て
も
、
世
阿
弥
は
さ
ら
に
「
心
に
好
き
あ
り
て
、
こ
の
道
に

(6) 

一
行
三
昧
に
な
る
べ
き
心
」
と
い
い
、
稽
古
に
専
念
す
る
意
志
を
重

視
し
、
こ
れ
は
役
者
の
成
功
の
前
提
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
「
稽
古
は
強
か
れ
、
情
識
は
無
か
れ
」
は
世
阿
弥
の
稽
古
生

涯
を
貰
い
て
い
る
信
念
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
、
本
論
文
の
冒
頭
で

紹
介
し
た
諸
氏
の
分
類
に
配
す
れ
ば
、
即
ち
能
勢
氏
の
「
内
面
反
省

の
戒
心
」
、
ま
た
は
小
林
氏
と
小
池
氏
の
言
う
「
意
志
の
心
」
で
あ

る
に
違
い
な
い
。

次
に
注
意
す
べ
き
は
『
風
姿
花
伝
第
三
問
答
条
々
』

「
自
分
を
知
る
」
「
相
手
を
知
る
」
「
時
期
を
知
る
」
と
い
う
の
は
具

(
7
)
 

る。

先
、
年
来
稽
古
の
条
々
、
物
ま
ね
の
品
々
を
、
能
々
心
中
に
あ

て
て
分
ち
覚
え
て
、
能
を
尽
く
し
、
工
夫
を
極
め
て
後
、
こ
の

花
の
失
せ
ぬ
所
を
ば
知
る
べ
し
。
こ
の
物
数
を
極
む
る
心
、
則

花
の
種
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
花
を
知
ら
ん
と
思
は
ば
、
先
種

を
知
る
べ
し
。
花
は
心
、
種
は
態
な
る
べ
し
。

こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
「
花
は
心
、
種
は
態
」
と
い
う
言
葉
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
態
の
稽
古
だ
け
で
は
な
く
、
能
の
芸

術
効
果
と
し
て
の
花
を
咲
か
せ
る
た
め
に
、
「
花
を
知
る
」
こ
と
も

大
切
だ
と
述
べ
て
い
る
。
小
西
甚
一
に
よ
れ
ば
、
「
花
は
心
」
の
心

は
花
を
知
る
心
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
以
下
の
よ
う
に
小
西
氏
は
述
べ

(8) 

て
い
る
。（

前
中
略
）
こ
の
「
心
」
は
、
前
期
に
お
け
る
「
花
は
心
、
種
は

態
」
の
心
と
同
じ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
「
わ
ざ
」
を
統
制
し
活
用

し
て
ゆ
く
工
夫
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は

「
自
分
を
知
る
」
「
相
手
を
知
る
」
「
時
期
を
知
る
」
な
ど
の
方

面
に
お
け
る
は
た
ら
き
と
し
て
現
れ
た
の
だ
。
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体
的
に
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
小
西
氏
は
こ
れ
を

「
ど
ん
な
時
期
に
投
手
を
交
替
さ
せ
あ
る
い
は
誰
を
い
つ
代
打
に
起

{
9
)
 

用
す
る
か
と
い
う
監
督
の
判
断
が
右
に
い
う
「
心
」
で
あ
る
」
と
野

球
の
監
督
の
判
断
力
に
例
え
て
い
る
。
勝
負
で
勝
つ
た
め
に
、
監
督

に
勝
負
を
影
響
す
る
諸
多
の
条
件
を
詳
し
く
知
る
上
で
、
戦
略
を
制

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
能
の
演
出
も
同
様
に
、
花
、
あ
る
い
は

芸
術
効
果
を
最
大
に
発
揮
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
影
響
す
る
条
件
、

及
び
演
目
や
上
演
順
序
な
ど
へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
「
花
は
心
」
の
心
は
役
者
（
特
に
一
座
の
棟
梁
）
の
花
を
咲
か
せ

る
諸
種
の
条
件
や
方
法
を
研
鑽
す
る
心
で
あ
り
な
が
ら
、
一
種
の
戦

略
的
思
惟
で
も
あ
る
。
こ
の
心
を
同
じ
く
諸
氏
の
分
類
に
配
す
れ

ば
、
こ
れ
は
能
勢
氏
の
「
エ
夫
公
案
を
尽
く
す
心
」
、
ま
た
は
小
林

氏
と
小
池
氏
が
説
い
て
い
る
「
理
智
的
な
心
」
や
「
知
的
な
心
」
に

属
す
る
に
違
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
風
姿
花
伝
』
の
序
に
説
い
て
い
る
稽
古
の
心

構
え
で
も
、
『
第
三
問
答
条
々
』
に
お
け
る
「
花
は
心
」
の
心
で
も
、

こ
れ
ら
の
世
阿
弥
前
期
芸
論
に
お
け
る
心
は
大
体
習
道
上
の
自
戒
や

演
出
効
果
へ
の
配
慮
と
い
う
心
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
時
期
に
お
い

て
、
演
技
あ
る
い
は
物
ま
ね
を
す
る
際
に
役
者
の
心
の
持
ち
方
を
ほ

と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
。
「
風
姿
花
伝
・
物
学
条
々
』
に
お
い
て
、

彼
は
老
人
、
男
、
女
、
僧
侶
、
神
、
鬼
な
ど
九
種
の
風
体
の
物
ま
ね

方
法
を
詳
し
く
論
じ
て
い
た
が
、
そ
の
注
目
点
は
後
の
『
二
曲
三
体

人
形
図
』
と
異
な
っ
て
い
る
。
『
物
学
条
々
」
の
場
合
で
は
、
世
阿

弥
は
役
柄
の
扮
装
と
姿
態
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
女

の
物
ま
ね
に
つ
い
て
、
彼
は
「
先
、
仕
立
見
苦
し
け
れ
ば
、
さ
ら
に

(10) 

見
所
な
し
」
と
、
扮
装
の
重
要
さ
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
物

ま
ね
論
に
お
い
て
、
世
阿
弥
は
扮
装
な
ど
役
柄
の
外
在
的
な
特
徴
に

重
点
を
置
き
、
そ
の
役
柄
の
内
面
に
関
わ
る
心
の
論
理
は
ま
だ
取
り

込
ん
で
い
な
か
っ
た
。

初
め
て
演
技
す
る
時
の
役
者
の
心
の
持
ち
方
を
詳
し
く
論
じ
た
の

(11) 

は
『
風
姿
花
伝
・
別
紙
口
伝
』
に
あ
る
文
で
あ
る
。

一
、
能
二
、
ヨ
ロ
ヅ
用
心
ヲ
持
ツ
ベ
キ
コ
ト
。
仮
令
、
怒
レ
ル

風
体
ニ
セ
ン
時
ハ
、
柔
カ
ナ
ル
心
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
コ
レ
、

イ
カ
ニ
怒
ル
ト
モ
、
荒
カ
ル
マ
ジ
キ
手
立
ナ
リ
。
怒
レ
ル
ニ
柔

カ
ナ
ル
心
ヲ
持
ッ
コ
ト
、
メ
ヅ
ラ
シ
キ
理
ナ
リ
。
マ
タ
、
幽
玄

ノ
物
マ
ネ
ニ
、
強
キ
理
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
コ
レ
、
イ
サ
イ
、

舞
、
ハ
タ
ラ
キ
、
物
、
ア
ラ
ユ
ル
コ
ト
ニ
住
セ
ヌ
理
ナ
リ
。

こ
こ
で
、
世
阿
弥
は
物
ま
ね
に
お
け
る
役
者
の
心
の
持
ち
方
を
綸

じ
始
め
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
修
羅
、
鬼
な
ど
の
怒
れ
る
風
体
を

演
じ
る
時
、
そ
の
荒
っ
ぽ
さ
を
差
し
控
え
る
た
め
に
、
役
者
の
心
に

は
柔
ら
か
さ
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
反
対
で
、
女
な
ど
の
幽
玄

な
風
体
を
演
じ
る
時
、
弱
す
ぎ
な
い
た
め
に
、
心
は
す
こ
し
強
く
持
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た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
『
別
紙
口
伝
』
の
時
期
か
ら
世

阿
弥
は
物
ま
ね
を
す
る
時
、
役
者
の
身
体
表
現
と
心
の
均
衡
に
つ
い

て
の
問
題
を
考
え
始
め
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
心
」
の
物
ま
ね
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
、
次
は
鬼
の
物
ま
ね

を
例
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
は
「
風
姿
花
伝
・
物
学
条
々
』

(12) 

に
お
け
る
世
阿
弥
の
鬼
に
対
す
る
考
え
を
見
よ
う
。

先
、
本
意
は
、
強
く
恐
ろ
し
か
る
べ
し
。
強
き
と
恐
ろ
し
き

は
、
面
白
き
心
に
は
変
れ
り
。
抑
、
鬼
の
物
ま
ね
、
大
な
る
大

事
あ
り
。
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
、
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ

り
。
恐
ろ
し
き
所
、
本
意
な
り
。
恐
ろ
し
き
心
と
面
白
き
と

は
、
黒
白
の
違
ひ
也
。
さ
れ
ば
、
鬼
の
面
白
き
所
あ
ら
ん
為
手

は
、
極
め
た
る
上
手
と
も
申
す
べ
き
か
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ

も
、
鬼
ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
物
は
、
こ
と
さ
ら
花
を
知
ら
ぬ
為

手
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
若
き
為
手
の
鬼
は
、
よ
く
し
た
り
と

は
見
ゆ
れ
ど
も
、
更
面
白
か
ら
ず
。
鬼
ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
物

は
、
鬼
も
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
る
べ
き
か
。
く
は
し
く
習

ふ
べ
し
。
た
だ
、
鬼
の
面
白
か
ら
む
た
し
な
み
、
巌
に
花
の
咲

か
ん
が
ご
と
し
。

二
、
鬼
の
幽
玄
化
か
ら
み
た
心
の
役
割

こ
こ
で
、
世
阿
弥
は
始
め
て
鬼
の
演
じ
方
を
論
じ
た
が
、
鬼
の
演
技

の
難
し
さ
も
説
い
て
い
る
。
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
鬼
の
本
質
は
「
強

い
」
、
「
恐
ろ
し
い
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
世
阿
弥
が
求
め
て
い
る

「
面
白
き
」
に
比
す
れ
ば
、
両
者
は
全
く
黒
白
の
よ
う
に
異
な
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
鬼
を
面
白
く
演
じ
る
の
は
、
「
巌
に
花
の
咲
か

ん
」
の
よ
う
で
あ
る
。
然
ら
ば
岩
に
は
い
か
に
花
を
咲
か
せ
る
の
か

(13) 

に
つ
い
て
、
世
阿
弥
は
『
別
紙
口
伝
」
で
詳
し
く
論
じ
て
い
た
。

物
マ
ネ
ノ
鬼
ノ
段
二
、
「
鬼
バ
カ
リ
ヲ
ヨ
ク
セ
ン
者
ハ
、
鬼
ノ

面
白
キ
所
ヲ
モ
知
ル
マ
ジ
キ
」
ト
モ
申
シ
タ
ル
也
。
物
数
ヲ
尽

シ
テ
、
鬼
ヲ
メ
ヅ
ラ
シ
ク
シ
出
ダ
シ
タ
ラ
ン
ハ
、
マ
ヅ
ラ
シ
キ

所
花
ナ
ル
ベ
キ
ホ
ド
ニ
、
面
白
カ
ル
ベ
シ
。
余
ノ
風
体
ハ
ナ
ク

テ
、
鬼
バ
カ
リ
ヲ
ス
ル
上
手
卜
思
ハ
バ
、
ヨ
ク
シ
タ
リ
ト
ハ
見

ュ
ル
ル
ト
モ
、
メ
ヅ
ラ
シ
キ
心
ア
ル
マ
ジ
ケ
レ
バ
、
見
所
二
花

ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
「
巌
二
花
ノ
咲
カ
ン
ガ
ゴ
ト
シ
」
卜
申
シ

タ
ル
モ
、
鬼
ヲ
バ
、
強
ク
、
恐
ロ
シ
ク
、
肝
ヲ
消
ス
ヤ
ウ
ニ
ス

ル
ナ
ラ
デ
ハ
、
ヲ
ヨ
ソ
ノ
風
体
ナ
シ
。
コ
レ
、
巌
ナ
リ
。
花
卜

イ
フ
ハ
、
余
ノ
風
体
ヲ
残
サ
ズ
シ
テ
、
幽
玄
至
極
ノ
上
手
卜
人

ノ
思
イ
慣
レ
タ
ル
所
二
、
思
イ
ノ
外
二
鬼
ヲ
ス
レ
バ
、
メ
ヅ
ラ

シ
ク
見
ユ
ル
ル
所
、
コ
レ
花
ナ
リ
。
シ
カ
レ
バ
、
鬼
バ
カ
リ
ヲ

セ
ン
ズ
ル
為
手
ハ
、
巌
バ
カ
リ
ニ
テ
、
花
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
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「
余
ノ
風
体
ヲ
残
サ
ズ
シ
テ
、
幽
玄
至
極
ノ
上
手
卜
人
ノ
思
イ
慣
レ

タ
ル
所
二
、
思
イ
ノ
外
二
鬼
ヲ
ス
レ
バ
、
メ
ヅ
ラ
シ
ク
見
ユ
ル
ル

所
、
コ
レ
花
ナ
リ
」
と
世
阿
弥
は
鬼
能
を
演
じ
る
時
機
を
論
じ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
幽
玄
至
極
」
の
風
体
を
見
慣
れ
た
見
物
た

ち
の
予
想
外
に
鬼
を
演
じ
れ
ば
、
鬼
が
面
白
く
な
る
。
つ
ま
り
、
世

阿
弥
の
考
え
る
鬼
の
面
白
さ
と
は
、
一
種
の
新
鮮
感
で
あ
り
、
鬼
の

芸
の
作
用
も
た
だ
の
替
り
芸
に
過
ぎ
な
い
。
「
か
や
う
の
万
物
の

品
々
を
、
よ
く
し
似
せ
た
ら
ん
は
、
幽
玄
の
物
ま
ね
は
幽
玄
に
な

(14) 

り
、
強
き
は
を
の
づ
か
ら
強
か
る
べ
し
」
と
い
う
原
因
で
、
鬼
や
修

羅
は
強
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
風
体
に
は
彼
の
求
め
て
い
る
幽

玄
の
美
は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
若
し
幽
玄
の
美
を
見
せ
た
い
な

ら
、
元
々
幽
玄
を
宿
し
て
い
る
対
象
を
演
じ
る
し
か
な
い
。
他
の

元
々
幽
玄
で
は
な
い
対
象
な
ら
如
何
に
演
じ
て
も
幽
玄
に
な
れ
な

い
。
こ
の
た
め
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
幽
玄
の
面
白
さ
が
全
く
な
い

鬼
の
芸
は
、
替
り
芸
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
し
か
な
い
。

し
か
し
、
世
阿
弥
は
「
花
鏡
』
に
お
い
て
、
鬼
の
芸
に
対
す
る
見

方
を
一
変
し
、
鬼
の
幽
玄
に
な
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

又
、
怒
れ
る
よ
そ
ほ
ひ
、
鬼
人
な
ど
に
な
り
て
、
身
な
り
を
ば

少
し
力
動
に
持
つ
と
も
、
又
美
し
き
か
か
り
を
忘
れ
ず
し
て
、

動
十
分
心
、
又
、
強
身
動
宥
足
踏
を
心
に
か
け
て
、
人
な
い
美

し
く
ば
、
是
、
鬼
の
幽
玄
に
て
あ
る
べ
し
。

こ
こ
で
、
世
阿
弥
は
鬼
を
幽
玄
化
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
動
十
分
心
」
と
「
強
身
動
宥
足
踏
」
と
い
う
技
法
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
精
神
の
充
実
は
身
体
表
現
の
抑
制
と

結
合
す
れ
ば
、
一
種
の
「
鬼
の
幽
玄
」
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
鬼
の
幽
玄
美
は
役
者
の
内
面
（
心
）
と
外
面
（
身
）
と
い
う

両
者
の
相
互
的
配
合
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
外
面
、
即
ち
身
体
表
現
の
抑
制
を
考
え
て
い
く
。
鬼
の
幽

玄
を
可
能
化
す
る
た
め
に
、
世
阿
弥
は
身
の
働
き
を
「
強
身
動
宥
足

踏
」
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
世
阿
弥
は

(16) 

『
花
鏡
・
強
身
動
宥
足
踏
強
足
踏
宥
身
動
』
と
い
う
一
節
に
。

身
と
足
と
同
じ
ゃ
う
に
動
け
ば
、
荒
く
見
ゆ
る
な
り
。
身
を
つ

か
ふ
時
、
足
を
盗
め
ば
、
狂
う
と
は
見
ゆ
れ
ど
も
、
荒
か
ら

ず
。
足
を
強
く
踏
む
時
、
身
を
静
か
に
動
か
せ
ば
、
足
音
は
高

け
れ
ど
も
、
身
の
静
か
な
る
に
よ
り
て
、
荒
く
は
見
え
ぬ
な

り。

と
さ
ら
に
詳
し
い
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
身
の
荒
き
と
弱
き

に
つ
い
て
、
『
花
修
篇
』
で
こ
れ
ら
を
「
偽
り
」
と
し
て
、
嫌
う
べ

(17) 

き
こ
と
も
し
て
い
る
。
特
に
鬼
の
芸
は
元
来
強
く
恐
ろ
し
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
や
り
す
ぎ
れ
ば
荒
く
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、

強
身
動
宥
足
踏
、
強
足
踏
宥
身
動
と
い
う
身
体
表
現
を
通
し
て
、
演
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技
の
荒
っ
ぽ
さ
も
有
効
に
抑
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
、
世
阿
弥
が
「
見
聞
同
心
な
ら
ぬ
所
、
両
体
和
合
に
成

(18) 

て
、
面
白
き
感
あ
り
」
と
言
う
と
お
り
、
身
の
動
き
と
足
踏
み
と
の

不
相
応
さ
は
、
逆
に
一
種
の
面
白
さ
を
生
み
出
す
。

つ
ぎ
は
内
面
、
即
ち
精
神
の
充
実
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。

『
花
鏡
・
動
十
分
心
動
七
分
身
』
に
、
世
阿
弥
は
「
身
は
体
に
な
り
、

(19) 

心
は
用
に
な
り
て
、
面
白
き
感
あ
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

は
即
ち
七
分
ま
で
控
え
目
に
演
じ
る
身
を
演
技
の
主
体
と
し
な
が

ら
、
心
の
奥
底
か
ら
の
一
種
の
充
実
し
た
緊
張
感
が
外
に
溢
れ
、
余

情
的
な
情
趣
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
能
勢
朝
次
氏

(20) 
+{、
~r 

そ
れ
は
、
十
分
に
発
揮
し
得
る
芸
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
の
表
出

を
七
分
に
と
ど
め
て
演
じ
、
三
分
を
余
裕
と
し
て
保
存
し
、
そ

の
代
り
に
心
力
を
十
分
に
活
か
せ
る
行
き
方
で
あ
る
。
表
現
の

節
約
と
余
裕
の
存
置
と
は
、
そ
の
芸
の
安
全
を
確
保
し
、
心
力

の
充
実
は
、
表
出
さ
れ
た
も
の
の
奥
深
く
匂
い
出
て
、
閑
か
に

し
て
雅
な
る
風
趣
を
生
む
。

と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
外
面
（
身
体
）
の
抑
制
は
却
っ
て
内
面

（
心
）
か
ら
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
す
る
空
間
を
提
供
す
る
。
こ
の

際
に
、
演
能
の
美
は
身
体
表
現
か
ら
現
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
寧

ろ
一
種
の
内
面
か
ら
発
し
た
根
源
的
な
美
と
言
え
よ
う
。
即
ち
こ
れ

は
演
者
の
心
の
力
、
あ
る
い
は
能
勢
氏
が
言
う
「
心
力
」
か
ら
発
現

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
力
は
つ
ま
り
演
者
の
心
の
緊
張
感
と
充

実
感
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
演
出
例
と
し
て
、
小
西
甚
一
氏
は
野

口
兼
資
氏
を
あ
げ
て
い
る
。

野
口
兼
資
師
は
、
サ
シ
コ
ミ
・
ヒ
ラ
キ
の
型
な
ど
、
普
通
の
半

分
以
下
に
し
か
動
か
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
け
れ

ど
、
扇
で
さ
し
た
方
向
が
眼
に
見
え
な
い
線
と
な
っ
て
、
わ
た

く
し
に
ま
で
何
か
の
「
ち
か
ら
」
が
ひ
と
す
じ
徹
っ
て
く
る
よ

う
な
感
じ
で
あ
っ
た
。

常
識
か
ら
考
え
れ
ば
、
半
分
以
下
し
か
動
い
て
い
な
い
身
体
で
、

完
全
な
演
出
効
果
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
に
違
い
な
い
。
こ
の
た

め
、
小
西
氏
が
感
じ
得
た
「
ち
か
ら
」
は
完
全
に
野
口
師
の
身
体
に

よ
る
も
の
と
は
想
像
し
に
く
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
寧
ろ
役
者
の
心

か
ら
現
れ
た
余
情
風
趣
で
あ
る
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
。

以
上
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
世
阿
弥
の
中
期
芸
論
に
お
け

る
鬼
の
幽
玄
化
に
お
い
て
、
役
者
の
心
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
特
に
こ
の
時
期
の
芸
論
に
お
い
て
、
心
に
関
す
る
問
題
は
更

に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
『
花
鏡
・

(22) 

万
能
舘
一
心
事
』
に
お
い
て
、
世
阿
弥
は
、
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見
所
の
批
判
に
云
、
「
せ
ぬ
所
が
面
白
き
」
な
ど
云
事
あ
り
。

是
は
、
為
手
の
秘
す
る
所
の
安
心
な
り
。
ま
づ
、
二
曲
を
始
め

と
し
て
、
立
は
た
ら
き
・
物
ま
ね
の
色
々
、
こ
と
ご
と
く
み
な

身
に
な
す
態
也
。
せ
ぬ
所
と
申
す
は
、
そ
の
隙
な
り
。
こ
の
せ

ぬ
隙
は
な
に
と
て
面
白
き
ぞ
と
見
る
所
、
是
は
、
油
断
な
く
心

を
つ
な
ぐ
性
根
也
。
舞
を
舞
い
止
む
隙
、
音
曲
を
謡
ひ
止
む

所
、
そ
の
外
、
言
葉
・
物
ま
ね
、
あ
ら
ゆ
る
品
々
の
隙
々
に
、

心
を
捨
て
ず
し
て
、
用
心
を
持
つ
内
心
也
。
此
内
心
の
感
、
外

に
匂
ひ
て
面
白
き
な
り
。

と
「
せ
ぬ
隙
の
心
」
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
能
勢
朝
次

氏
は
「
芸
と
芸
と
の
中
間
、
無
言
不
動
の
間
隙
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
と

こ
ろ
の
も
の
は
、
心
の
は
た
ら
き
の
偉
大
さ
で
あ
る
。
そ
の
感
力

（
心
力
）
が
外
に
発
し
て
、
曲
の
面
白
さ
が
生
れ
る
と
い
う
の
で
あ

(23) 
る
」
と
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
一
心
」
は
先
に
述

べ
た
「
動
十
分
心
動
七
分
身
」
の
心
と
同
じ
く
、
そ
の
心
力
に
よ
っ

て
一
種
の
「
面
白
さ
」
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
『
風
姿
花
伝
」
に

お
い
て
講
じ
て
い
る
能
の
面
白
さ
に
つ
い
て
、
世
阿
弥
は
「
人
ノ
心

ニ
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ト
知
ル
所
、
ス
ナ
ハ
チ
面
白
キ
心
ナ
リ
。
花
卜
、
面

(24) 

白
キ
ト
、
マ
ヅ
ラ
シ
キ
ト
、
コ
レ
三
ッ
ハ
同
ジ
心
ナ
リ
」
と
説
い
て

い
る
。
こ
れ
は
芸
の
巧
み
さ
、
及
び
演
出
へ
の
配
慮
か
ら
の
珍
し
さ

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
面
白
さ
で
あ
る
。
ニ
―
-
E

す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の

能
の
面
白
さ
は
寧
ろ
一
種
の
外
面
的
で
明
白
な
面
白
さ
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
『
花
鏡
』
の
場
合
に
な
る
と
、
一
種
の
役
者
の
内
面
か
ら
匂

い
出
す
余
情
風
趣
と
し
て
の
面
白
さ
が
始
め
て
現
れ
た
こ
と
は
、
先

述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
面
白
さ
は
役
者
の
心
力
を
基
礎
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
心
は
『
風
姿
花
伝
』
に
説
か
れ

て
い
る
「
花
は
心
」
の
心
と
は
異
質
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
一
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
期
芸
論
に
お
け
る
「
花
は
心
」
の
心
は
能
の

花
を
咲
か
せ
る
た
め
に
肝
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
種
と
し
て
の
態
、

即
ち
演
技
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
期
芸
論
に
至
っ
て
、

役
者
の
心
も
態
の
一
部
に
な
っ
た
。
小
西
氏
は
「
万
能
舘
一
心
」
を

論
じ
る
時
、
中
期
芸
論
に
お
け
る
「
態
と
し
て
の
心
」
の
存
在
を
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
わ
ざ
」
を
「
心
」
で
操
る
と
い
う
の
は
、
前
期
に
お
け
る

「
花
は
心
、
種
は
わ
ざ
」
の
基
本
理
論
と
別
も
の
で
は
い
。
と

こ
ろ
が
、
つ
な
ご
う
に
も
「
わ
ざ
」
の
無
い
空
白
は
、
種
が
存

在
し
な
い
形
と
な
る
け
れ
ど
、
種
の
無
い
と
こ
ろ
の
花
は
咲
か

な
い
。
こ
の
場
あ
い
は
、
ど
う
し
て
も
「
心
」
そ
の
も
の
が
種

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
心
は
前
期
芸
論
に
於
け
る
花
を
咲
か
せ
る
諸
種
の
条
件

や
方
法
を
研
鑽
す
る
知
的
な
心
と
違
い
、
演
技
自
身
の
一
部
と
す
る
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前
節
に
よ
っ
て
、
中
期
芸
論
の
場
合
、
世
阿
弥
は
一
種
の
役
者
の

内
面
か
ら
発
現
し
た
情
趣
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
れ

た
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
世
阿
弥
の
物
ま
ね
論
に
お
い
て
は
如
何
に
表

現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
筆
者
は
本
節
で
世
阿
弥
の
物
ま
ね
に
対
す
る

考
え
を
考
察
し
、
明
ら
か
に
す
る
。

先
ず
「
花
鏡
・
先
能
其
物
成

(27) 

て
い
く
。

後
能
其
態
似
』
と
い
う
一
節
を
見

-
＿
、
世
阿
弥
の
物
ま
ね
論
に
お
け
る
「
姿
」
と
「
心
」

役
者
の
精
神
状
態
と
し
て
の
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
能
勢
氏
の
い
う

「
芸
の
生
命
力
と
し
て
の
心
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
能
勢
氏

は
「
内
心
の
感
と
い
い
、
万
能
を
一
心
に
て
つ
な
ぐ
感
力
と
い
う
、

い
ず
れ
も
、
最
も
直
接
的
な
心
力
が
見
物
の
胸
に
ひ
び
い
て
、
芸
の

命
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

心
の
十
分
の
充
実
感
に
よ
っ
て
、
一
種
の
内
面
か
ら
発
現
し
た
余
情

が
現
れ
、
見
物
の
心
打
つ
こ
と
が
で
き
る
。

総
じ
て
、
中
期
芸
論
に
お
い
て
、
役
者
の
精
神
と
し
て
の
心
、
あ

る
い
は
芸
の
生
命
力
と
し
て
の
心
は
、
舞
歌
や
物
真
似
に
直
接
に
介

入
し
は
じ
め
、
演
技
の
一
部
と
し
て
、
芸
に
内
面
的
な
余
韻
の
美
を

齋
し
て
い
る
。

「
其
の
物
に
能
く
成
る
」
と
申
し
た
る
は
、
申
楽
の
物
ま
ね
の

品
々
也
。
尉
に
な
ら
ば
、
老
し
た
る
形
な
け
れ
ば
、
腰
を
折

り
、
足
弱
く
て
、
手
を
も
短
か
短
か
と
指
し
引
く
べ
し
。
そ
の

姿
に
先
づ
成
り
て
、
舞
を
舞
ひ
、
立
は
た
ら
き
を
も
、
音
曲
を

も
、
そ
の
形
の
内
よ
り
す
べ
し
。
女
な
ら
ば
、
腰
を
も
少
し
直

に
、
手
を
も
高
々
と
指
し
引
き
、
五
体
を
も
弱
々
と
、
心
に
カ

を
持
た
ず
し
て
、
し
な
し
な
と
身
を
扱
ふ
べ
し
。
さ
て
、
そ
の

姿
の
内
よ
り
、
舞
を
も
、
音
曲
を
も
、
立
ふ
る
ま
ふ
事
ま
で

も
、
そ
の
態
を
す
べ
し
。
怒
れ
る
事
な
ら
ば
、
心
に
力
を
持
ち

て
、
身
を
も
強
々
と
構
へ
て
、
さ
て
立
は
た
ら
く
べ
し
。
そ
の

外
、
一
切
の
物
ま
ね
の
人
体
、
先
づ
其
の
物
に
能
く
成
る
様
を

習
ふ
べ
し
。
さ
て
其
の
態
を
す
べ
し
。

こ
こ
で
、
世
阿
弥
は
物
ま
ね
の
土
台
と
し
て
の
「
姿
」
の
こ
と
を
説

い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
物
に
扮
す
る
時
、
先
ず
は
「
其

物
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
其
の
物
に
な
っ
て
か
ら
こ
そ
態

が
似
せ
始
め
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
ま
ず
そ
の
人

物
の
姿
に
よ
く
似
せ
る
上
で
、
歌
、
舞
、
及
び
人
物
の
は
た
ら
き
な

ど
の
動
作
表
現
を
似
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
土
台
と

し
て
の
「
姿
」
は
体
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
面
に
も
及
ぽ
し
て

い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
引
用
文
に
お
け
る

「
心
に
力
を
持
ち
て
、
身
を
も
強
々
と
構
へ
て
」
や
「
心
に
力
を
持
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た
ず
し
て
、
し
な
し
な
と
身
を
扱
ふ
べ
し
」
と
い
う
箇
所
に
よ
れ

ば
、
姿
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
、
身
と
心
と
い
う
両
者
の
結
合
に

よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

現
在
の
我
々
は
往
々
に
、
人
の
外
見
と
い
う
意
味
で
「
姿
」
を
考

え
て
い
る
。
こ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
阿
弥
が
考
え
て
い
る
「
姿
」

は
一
種
の
外
見
（
身
）
と
内
面
（
心
）
と
の
結
合
で
あ
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
世
阿
弥
は
ど
う
い
う
経
緯
で
「
姿
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
説
文
解
字
』
に
お
い
て
、
姿
は
「
態
也
」

と
解
釈
さ
れ
、
段
玉
裁
の
注
で
「
態
者
、
意
也
。
姿
謂
意
態
也
」
と

説
明
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
意
態
」
に
た
い
し

て
、
段
は
ま
た
「
意
態
者
、
有
是
意
因
有
是
状
、
故
曰
意
態
」
と
説

(29) 

明
し
て
い
る
。
即
ち
、
姿
と
い
う
の
は
、
内
面
と
し
て
の
「
意
」
と

外
見
と
し
て
の
「
態
」
或
い
は
「
状
」
と
い
う
両
面
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
意
は
状
に
決
ま
っ
て
い
る
た
め
に
（
有
是

意
因
有
是
状
）
、
姿
に
お
い
て
意
は
第
一
性
と
言
え
る
。
そ
し
て
、

H

本
の
場
合
は
、
今
道
友
信
氏
に
よ
れ
ば
、

歌
論
に
於
け
る
姿
は
、
単
に
外
形
に
於
い
て
と
ら
へ
ら
れ
る

「
か
た
ち
」
や
「
さ
ま
」
と
異
な
り
。
微
妙
な
点
で
こ
れ
ら
か

ら
差
別
せ
ら
れ
る
方
位
的
内
面
性
を
映
し
出
す
や
う
な
そ
こ
は

か
と
な
い
雰
囲
気
の
動
的
形
象
で
あ
り
、
形
象
の
空
間
性
を
持

つ
よ
り
は
運
動
の
時
間
性
を
よ
り
多
く
放
射
す
る
も
の
な
の
で

つ
ま
り
、
歌
論
に
お
け
る
姿
の
美
は
、
形
式
の
み
か
か
わ
ら
ず
、

種
の
内
面
か
ら
発
し
た
と
ら
え
な
い
余
情
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
「
姿
」
は
、
何
れ
内
外
の
二
重
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も

の
で
、
世
阿
弥
の
考
え
て
い
る
姿
と
構
造
上
で
相
通
じ
て
い
る
。
な

ら
ば
、
世
阿
弥
が
考
え
る
姿
も
こ
の
系
譜
に
由
来
す
る
可
能
性
も
高

い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
『
二
曲
三
体
人
形
図
』
に
お
け
る
老
体
の
演
技
を
例
と
し

て
、
世
阿
弥
の
物
真
似
思
想
を
考
え
て
い
く
。
老
体
の
演
技
に
つ
い

て
、
世
阿
弥
は
「
閑
心
遠
目
」
と
い
う
標
目
を
付
け
て
い
る
。
こ
の

具
体
的
な
演
じ
方
に
つ
い
て
、
『
拾
玉
得
花
』
で
詳
し
く
説
明
さ
れ

(31) 

て
い
る
。先

、
三
体
に
お
い
て
、
老
体
の
物
ま
ね
を
な
す
事
、
人
形
云
、

「
閑
心
遠
目
」
と
名
付
た
り
。
心
閑
か
に
し
て
、
目
を
遠
く
見

よ
と
也
。
〈
老
眼
霞
テ
、
遠
見
サ
ダ
カ
ナ
ラ
ヌ
風
姿
也
〉
。
是
、

老
体
の
風
体
也
。
是
に
よ
く
身
な
り
を
も
心
を
も
な
し
て
、
さ

て
二
曲
を
い
た
し
、
立
ふ
る
ま
う
人
体
を
も
、
そ
れ
に
な
り
か

へ
り
て
芸
風
を
い
た
さ
ば
、
是
、
老
体
の
我
意
分
な
る
べ
し
。

即
ち
老
体
の
「
閑
心
遠
目
」
と
は
、
「
心
閑
か
に
し
て
、
目
を
遠
く

あ
る
。
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と
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
我
意
分
」
と
い
う
語
は
主
体
と
客

見
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、

意
分
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

我
意
分
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
西
尾
実
、
黒
田
正
男
、
小
西
甚
一

な
ど
幾
多
の
諸
家
の
研
究
が
あ
る
。
黒
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
我

意
分
」
は
「
涯
分
」
の
宛
て
字
で
あ
り
、
日
常
用
語
の
「
相
応
」
、

(32) 

「
で
き
る
限
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
能
の
人
体
に
用
い
ら
れ
る

時
、
こ
れ
は
人
体
の
涯
分
に
相
応
す
る
風
姿
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
黒
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
体
の
「
我
意
分
」
は
役
者

の
人
体
の
涯
分
に
応
じ
、
即
ち
人
体
に
な
り
か
へ
る
風
姿
で
あ
り
、

こ
れ
は
役
者
側
に
対
す
る
用
語
で
あ
る
。
黒
田
氏
の
説
を
踏
ま
え
、

(33) 

小
西
甚
一
氏
は
、

こ
れ
は
ま
た
老
体
の
「
我

こ
れ
は
、
老
鉢
の
在
る
べ
き
さ
ま
、
老
鉢
の
本
分
あ
る
い
は
本

領
な
ど
言
い
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
用
法
で
、
役
者
の
在
り
か

た
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
点
、
著
し
く
客
体
的
な
性
格
を
も
っ

け
れ
ど
、
本
来
の
「
相
応
」
と
い
う
意
味
あ
い
は
失
わ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
用
法
で
の
我
意
分
は
、
演
技
の
焦
点
を
「
な
り
か

へ
る
」
に
置
く
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お
り
。
前
期
の
用
語
で
い

え
ば
「
本
意
」
に
あ
た
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
黒
田
説
の
指

摘
す
る
と
こ
ろ
が
正
し
い
と
思
う
。

体
と
い
う
両
面
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
主
体
的
面
か
ら
言
え

ば
、
こ
れ
は
黒
田
氏
の
役
者
側
の
人
形
の
涯
分
に
応
じ
る
風
姿
を
指

し
て
い
る
。
客
体
的
面
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
は
人
体
そ
の
も
の
が
備

わ
る
基
本
的
特
徴
、
即
ち
「
本
意
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
老
体
の

「
我
意
分
」
と
し
て
の
「
閑
心
遠

H
」
と
は
、
役
者
の
心
を
閑
に
し
、

目
が
遠
く
眺
め
る
演
技
で
あ
り
な
が
ら
、
老
人
そ
の
も
の
の
心
が
閑

か
で
、
目
が
遠
く
眺
め
る
有
様
と
い
う
基
本
的
な
特
徴
を
持
つ
、
こ

れ
は
、
あ
る
い
は
老
体
の
本
意
で
も
あ
る
。

ま
た
、
老
体
の
我
意
分
は
構
造
上
、
内
面
と
し
て
「
閑
心
」
と
身

体
表
現
と
し
て
の
「
遠
目
」
と
い
う
二
重
性
が
存
在
し
て
い
る
。
こ

れ
は
「
姿
」
と
い
う
概
念
と
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
二
曲
一
―
―

体
人
形
閻
』
に
お
い
て
、
世
阿
弥
は
老
体
の
身
体
図
の
下
で
「
此
人

体
を
能
々
心
見
し
て
、
立
ふ
る
ま
う
べ
し
。
花
鏡
云
、
「
先
其
物
能

成
、
去
能
其
態
似
」
。
是
に
有
り
。
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
明
を
加

え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
老
体
の
「
閑
心
遠
目
」
と
い
う
我
意

分
は
即
ち
世
阿
弥
は
考
え
て
い
る
老
体
演
技
の
基
本
的
な
姿
に
違
い

な
い
。
老
体
の
舞
歌
や
は
た
ら
き
は
必
ず
こ
の
我
意
分
の
上
で
実
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
老
体
の
我
意
分
、
或
い
は
老
体
の
姿
に
つ
い
て
、
「
遠
目
」

は
、
世
阿
弥
は
す
で
に
『
拾
玉
得
花
』
で
「
老
眼
霞
テ
、
遠
見
サ
ダ

カ
ナ
ラ
ヌ
」
と
説
明
し
、
老
人
の
老
眼
と
い
う
特
徴
を
指
し
て
い

る
。
役
者
は
遠
く
眺
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
老
人
の
老
眼
と
い
う
外
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見
上
の
特
徴
を
描
き
出
す
。
「
閑
心
」
と
は
、
静
か
で
閑
全
な
心
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
彼
の
老
人
の
内
面
的
特
質
に
対
す
る
考
え
ほ

か
な
い
。

(35) 

こ
の
た
め
に
、
役
者
は
老
体
を
爽
似
る
時
、
世
阿
弥
は
『
拾
玉
得

(36) 

花
』
に
お
い
て
、

心
閑
か
に
し
て
、
目
を
遠
く
見
よ
と
也
。
是
、
老
体
の
風
体

也
。
是
に
よ
く
身
な
り
を
も
心
を
も
な
し
て
、
さ
て
二
曲
を
い

た
し
、
立
ち
ふ
る
ま
う
人
体
を
も
、
そ
れ
に
な
り
か
へ
り
て
芸

風
を
い
た
さ
ば
、
是
、
老
体
の
我
意
分
な
る
べ
し
。

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
煎
点
と
し
て
い
る
の
は
、
老
人
の
姿
に
「
な
り

か
へ
る
」
時
、
役
者
は
「
身
な
り
を
も
心
を
も
な
し
」
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
役
者
は
老
人
を
真
似
る
時
、
そ
の

身
は
老
人
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
心
、
或
い
は
精
神
上
で
も
老
人
に

な
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
役
者
は
老
人
を
演
じ
る

時
、
老
人
の
「
霞
眼
」
を
似
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
心
に
も
老
人
の

よ
う
に
静
か
で
閤
全
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
老
人
の
み
な
ら

ず
、
女
体
と
軍
体
の
物
真
似
も
こ
の
よ
う
に
演
じ
る
。
例
え
ば
女
体

に
つ
い
て
、
世
阿
弥
は
「
「
体
心
捨
力
」
と
形
木
を
置
き
て
、
其
心

人
に
な
り
か
へ
る
風
姿
、
こ
れ
、
女
体
の
我
意
分
也
」
（
『
拾
玉
得
花
』
）

と
説
い
て
い
る
。
即
ち
女
体
の
物
真
似
に
は
、
役
者
の
心
と
身
（
人
）

と
い
う
両
方
上
で
女
に
成
り
き
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軍
体
も
同

様
に
、
「
力
を
体
に
し
て
心
を
砕
く
所
を
、
よ
く
よ
く
心
人
に
宛
て

が
ゐ
て
」
と
、
心
身
両
方
で
軍
体
に
成
り
切
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

(38) 

い
る
。
つ
ま
り
、
中
期
以
降
に
世
阿
弥
が
考
え
て
い
る
物
真
似
は
身

の
上
で
其
の
物
に
成
り
切
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
心
や
精
神
上
で

も
其
の
物
に
成
り
切
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
役
者
の
「
心
」
は
舞
台
上
で
ど
う
い
う
効
果
を
発

揮
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
は
ま
た
老
体
を
例
と
し
て
考
察
し
て
い

く
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
閑
心
と
は
老
人
の
内
面
的
特
質
で
あ
り

な
が
ら
、
老
人
を
演
じ
る
際
に
役
者
の
物
静
か
で
閑
全
な
る
精
神
状

態
で
も
あ
る
。
「
閑
心
」
と
い
う
語
は
多
分
に
平
静
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
役
者
側
の
閑
心
の
「
閑
」
は
決
し
て
精
神
上
は

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
状
態
で
は
な
い
。
演
技
す
る
時
、
役
者
の
精
神
は

老
人
そ
の
も
の
の
内
面
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
む
し
ろ
十
分
に
動
態
で
、
緊
張
感
や
充
実
感
の
満
ち
て
い
る

状
態
に
違
い
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
の
は
、
第
二
節
で
既
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
心
と
芸
の
余
情
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
役
者
の

内
面
の
心
の
十
分
の
活
発
に
よ
っ
て
、
一
種
の
内
面
か
ら
発
現
し
た

余
情
が
現
れ
れ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
既
に
第
一
一
節
で
述
べ
た
。

か
か
る
内
心
か
ら
発
現
し
た
感
に
つ
い
て
、
世
阿
弥
は
さ
ら
に
『
花

鏡
・
万
能
舘
一
心
事
』
で
「
此
内
心
の
感
、
外
に
匂
ひ
て
面
白
き
な
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四
、
中
国
「
曲
学
」
に
お
け
る

り
」
と
説
い
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
役
者
の
「
閑
心
」
の
感
、
す

な
わ
ち
心
の
奥
底
に
満
ち
て
い
る
「
神
さ
び
閑
全
」
な
る
感
も
外
に

匂
い
だ
し
て
、
一
種
の
閑
全
な
る
余
情
風
趣
を
顕
す
こ
と
も
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。
『
二
曲
三
体
人
形
図
』
に
お
い
て
、
世
阿
弥
は
老
舞

の
美
を
「
体
者
閑
全
に
て
、
遊
風
を
な
す
所
、
老
木
花
之
開
如
」
と

示
し
、
「
閑
心
を
舞
風
に
連
続
可
為
」
と
、
閑
心
を
そ
の
ま
ま
に
舞

(40) 

の
中
に
移
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
老
舞
の
風
姿
を
構

成
す
る
の
は
、
閑
心
も
―
つ
の
不
可
欠
な
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
老
舞
の
美
は
身
体
表
現
で
な
さ
れ
た
形
態
美
だ
け
で
は

な
く
、
内
心
の
感
に
よ
っ
て
発
現
さ
れ
た
余
情
美
で
も
な
さ
れ
て
い

る。

「
形
」
と
「
神
」

第
三
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
の
中
期
芸
論
の
物
ま

ね
論
に
お
い
て
、
役
者
は
人
体
の
身
体
表
現
を
似
せ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
人
体
の
精
神
的
特
徴
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
も
強
調
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
種
の
余
情
美
が
な
さ
れ
る
。
更
に

言
え
ば
、
こ
の
余
情
は
心
の
充
実
感
か
ら
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
充
実
感
は
人
体
そ
の
も
の
の
精
神
的
特
質
に
相
通
じ
て
い

る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
老
体
に
つ
い
て
、
そ
の
神

さ
び
閑
な
る
余
情
は
老
体
そ
の
も
の
閑
心
と
い
う
精
神
特
徴
と
繋

が
っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
余
情
は
本
質
上
で
老
人
の
精
神

状
態
の
外
在
化
と
理
解
し
得
る
。

こ
の
役
柄
の
内
面
の
表
現
に
対
す
る
重
視
は
能
楽
論
だ
け
で
も
な

く
、
中
国
の
伝
統
演
劇
論
（
こ
れ
は
「
曲
学
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
以

下
の
文
に
も
曲
学
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
曲
学
に

お
い
て
、
役
柄
の
外
面
的
な
身
体
表
現
を
「
形
」
と
称
さ
れ
、
内
面

に
お
け
る
性
格
、
精
神
特
徴
及
び
感
情
は
「
神
」
と
よ
ば
れ
て
い

る
。
こ
の
「
神
」
を
役
者
の
演
技
で
外
に
表
現
す
る
こ
と
は
「
伝

神
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
神
の
論
理
は
明
時
代
以
来
の
諸
々

の
曲
学
家
に
よ
く
論
じ
ら
れ
、
こ
れ
を
演
技
の
最
高
追
求
と
位
置
付

け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
家
に
お
い
て
、
明
の
曲
学
家
の
涌
之
恒

（
一
五
五
六
年
ー
一
六
ニ
―
一
年
）
の
伝
神
の
論
理
は
最
も
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
濯
之
恒
の
伝
神
の
論
理
を
例
と
し
て
上
げ
て
か
ら
、

世
阿
弥
の
物
ま
ね
論
と
簡
単
に
比
較
す
る
。

(41) 

滑
之
恒
は
「
鸞
嗚
小
品
・
神
合
』
に
お
い
て
、

神
何
以
観
也
、
蓋
由
劇
而
進
於
観
也
、
合
於
化
突
。
然
則
劇
之

合
也
有
次
乎
、
日
、
有
。
技
先
整
、
技
先
神
。
神
之
合
也
、
劇

斯
進
突
。
会
之
者
固
難
、
而
善
観
者
尤
鮮
。
余
観
劇
敷
十
年
、

而
後
発
此
論
也
其
少
也
、
以
技
観
進
退
歩
武
、
俯
仰
揖
譲
、
具

其
質
爾
。
非
得
瞭
亮
之
磐
、
飛
揚
之
気
、
不
足
以
振
之
。
及
其

壮
也
、
知
審
音
而
後
中
節
合
度
者
、
可
以
観
也
。
然
質
以
格
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固
、
声
以
調
拘
。
不
得
其
神
、
則
色
動
者
形
離
、
目
挑
者
情

汎
。
微
乎
、
微
乎
、
生
於
千
古
之
下
、
而
遊
於
千
古
之
上
、
顕

陳
跡
於
乍
見
、
幻
滅
影
於
重
光
、
非
旅
、
孟
之
精
通
乎
造
化
、

安
能
悟
世
主
而
警
凡
夫
。
所
謂
以
神
求
神
者
以
神
告
、
不
在
整

音
笑
貌
之
間
。
今
垂
老
、
乃
以
神
遇
。
然
神
之
所
詣
、
亦
有
二

途
、
以
攀
古
者
遠
志
、
以
写
生
者
近
情
。
要
之
、
知
遠
者
降
而

知
近
、
知
近
者
降
遡
而
知
遠
、
非
神
不
能
合
也
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
潅
之
恒
は
自
分
自
身
の
観
劇
経
験
を
基

づ
い
て
、
神
の
事
を
説
い
て
い
る
。
彼
は
少
年
時
代
に
観
劇
す
る
の

は
、
役
者
の
外
在
的
身
体
表
現
を
見
て
い
た
。
壮
年
に
な
っ
て
か

ら
、
彼
は
鑑
賞
の
璽
点
を
劇
の
音
曲
に
置
い
て
い
た
。
晩
年
に
な
っ

て
、
彼
は
役
柄
の
神
が
ち
ゃ
ん
と
表
現
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い

て
注
目
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
若
し
役
柄
の
神
は
な
い
と
、
役

者
は
い
く
ら
演
じ
て
も
生
命
感
も
な
い
（
不
得
其
神
、
則
色
動
者
形
離
、

目
挑
者
情
温
）
。
こ
の
為
、
神
は
演
技
に
生
命
力
を
賦
与
す
る
も
の
で

あ
る
と
滑
之
恒
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
役
者
は
ど
の
よ
う
に
演
じ
れ
ば
、
役
柄
の
神
を
表
現
で

き
る
か
に
つ
い
て
、
滑
之
恒
は
「
以
慕
古
者
遠
志
、
以
写
生
者
近

情
」
と
答
え
て
い
る
。
即
ち
役
柄
の
内
在
的
志
趣
や
感
情
を
把
握
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
う
演
技
す
れ
ば
良
い

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
手
段
と
し
て
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
「
入

で
あ
り
、

情
」
即
ち
役
者
が
自
分
の
精
神
と
し
て
主
人
公
の
心
持
ち

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
牡
丹
亭
記
』
の
主
人
公
た
る
杜

麗
娘
の
演
じ
方
に
つ
い
て
、
滑
之
恒
は
「
能
痴
者
而
後
能
情
、
能
情

者
而
後
能
写
其
情
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
杜
麗
娘
の
深
情
を

表
現
す
る
為
に
、
役
者
の
心
底
に
は
杜
麗
娘
と
同
じ
よ
う
な
深
情
が

備
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
即
ち
入
情
で
あ
る
。
入
情
を

通
し
て
伝
神
の
境
に
至
る
こ
と
は
明
時
代
中
期
以
来
の
曲
学
家
た
ち

の
普
遍
的
な
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
明
の
劇
作
家
の
湯
顕

祖
も
「
為
且
者
常
自
作
女
想
、
為
男
者
常
欲
如
其
人
」
と
主
張
し
て

(43) 

い
る
。
即
ち
、
女
を
演
じ
る
時
、
役
者
は
ま
ず
自
分
は
女
で
あ
る
と

想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
男
の
役
を
演
じ
る
時
、
役

者
は
自
分
が
そ
の
人
だ
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
入
情
の

論
理
は
、
明
時
代
中
期
以
降
の
主
情
論
思
想
の
影
響
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。

も
し
役
者
は
入
情
出
来
れ
ば
、
そ
の
主
人
公
の
感
情
は
自
然
に
役

者
の
身
体
表
現
上
で
表
さ
れ
る
。
滑
之
恒
は
『
鸞
鳴
小
品
・
曲
余
」

(44) 

に
お
い
て
、

未
得
曲
之
余
、
不
可
以
言
劇
。
（
中
略
）
蓋
満
而
後
溢
、
乃
可
以

謂
余
也
。
大
喜
大
悲
、
必
多
溢
於
形
、
為
舞
距
、
為
叫
号
。
小

喜
小
悲
、
亦
少
溢
於
色
、
為
嬉
靡
、
為
縣
盛
。
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と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
役
者
の
心
の
奥
に
満
ち
て
い
る
感
情

は
、
自
然
に
外
に
溢
れ
て
、
そ
の
身
体
表
現
上
で
表
さ
れ
る
。
こ
の

た
め
、
観
客
の
心
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
人
物
と
な
る
た
め
に
、
役

者
は
必
ず
入
情
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
上
で
実
現
さ
れ
た

演
技
こ
そ
生
命
力
が
宿
っ
て
い
る
演
技
で
あ
り
、
そ
の
人
物
も
生
命

力
が
あ
る
人
物
で
あ
る
。

濯
之
恒
を
は
じ
め
と
す
る
曲
学
家
の
物
真
似
論
は
、
世
阿
弥
の
物

ま
ね
論
と
あ
る
意
味
で

l

見
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
両
者
と
も
役
柄
の
精
神
的
特
質
を
表
す
こ
と
を
強
調
す

る
。
但
し
さ
ら
に
細
か
く
分
析
す
れ
ば
、
や
は
り
諸
多
に
異
な
っ
て

い
る
点
が
存
在
し
て
い
る
。

ま
ず
考
え
て
い
き
た
い
の
は
、
こ
の
両
方
は
役
柄
の
精
神
特
質
と

い
う
も
の
を
如
何
に
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し

西
洋
演
劇
を
基
準
と
す
れ
ば
、
中
国
演
劇
と
能
は
役
柄
の
内
面
に
た

い
す
る
考
え
は
同
じ
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
と

も
、
役
柄
の
内
面
は
抽
象
性
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
能
に
お
け
る
老
人
の
「
閑
心
遠
目
」
と
い
う
我
意
分
に
お
い
て
、

世
阿
弥
が
考
え
て
い
る
老
人
の
物
ま
ね
の
核
心
は
心
を
開
に
持
ち
、

目
は
遠
く
見
る
こ
と
で
あ
る
が
、
勿
論
こ
の
世
界
で
目
が
霞
ま
な
い

老
人
や
心
が
少
年
の
よ
う
に
騒
い
で
い
る
老
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
、
「
閑
心
遠
目
」
は
決
し
て
具
体
的
な
誰
か
の
老
人
の
姿

で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
阿
弥
が
考
え
て
い
る
一
種
の
抽
象
化
さ
れ
た

理
念
と
し
て
の
老
人
の
姿
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、
役
者
は
演
じ

て
い
る
老
人
も
現
実
に
お
け
る
具
体
的
な
老
人
で
は
な
く
、
一
種
の

理
念
と
し
て
の
老
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
に
山
崎
正
和
氏
が
以
下
の

(45) 

よ
う
に
い
う
と
お
り
で
あ
る
。

演
技
者
は
「
葵
上
」
や
「
六
条
の
御
息
所
」
に
扮
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
姿
を
か
り
て
若
い
貴
婦
人
と
い
う
人
生
の
役
割
を

演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
恋
重
荷
』
の
老
人
は
そ
の
心
理

的
な
悲
哀
が
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
恋
す
る
老
人
と
い
う
特

色
あ
る
境
涯
そ
の
も
の
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
「
閑
心
」
と
い
う
老
人
の
内
面
的
特
徴
も
、
具
体
的
な

誰
か
の
老
人
の
静
か
な
心
で
は
な
く
、
理
念
と
し
て
の
老
人
ら
し
さ

の
心
の
持
ち
方
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

中
国
演
劇
に
お
け
る
人
物
特
徴
も
完
全
に
抽
象
さ
れ
た
理
念
と
し

て
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
主
人
公
の
塑
造
は
往
々
に
作
者
の
主

観
的
意
図
を
凝
ら
し
、
作
者
の
意
志
の
化
身
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
『
牡
丹
亭
』
に
お
け
る
柳
夢
梅
と
い
う
男
性
主
人
公
に
つ
い
て
、

(47) 

清
時
代
の
呉
呉
山
三
婦
は
、

若
柳
生
者
、
臥
麗
娘
於
紙
上
、
而
玩
之
、
叫
之
、
拝
之
、
既
与

鬼
魂
交
、
以
為
有
精
血
而
不
疑
。
又
謀
諸
石
姑
、
開
棺
負
屍
而
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と
評
価
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
柳
夢
梅
の
常
人
の
理
解
で
き
な
い

諸
々
の
奇
行
は
、
そ
の
動
機
の
内
在
核
心
は
彼
の
心
の
奥
底
に
あ
る

深
情
に
あ
る
。
彼
の
一
切
の
行
動
は
こ
の
深
情
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ

れ
る
物
で
あ
る
。
こ
の
深
情
と
無
関
係
で
精
神
的
な
要
素
は
全
て
捨

て
ら
れ
た
た
め
、
柳
夢
梅
の
深
情
は
決
し
て
現
実
中
に
あ
る
深
情
で

は
な
く
、
一
種
の
純
化
さ
れ
た
、
漏
れ
る
所
の
無
い
理
念
と
し
て
の

深
情
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
作
者
の
湯
顕
祖
が
い
う
「
至
情
」
に
ほ
か

な
い
。し

か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
能
に
お
け
る
人
物
の

精
神
特
質
は
中
国
派
劇
以
上
の
抽
象
性
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
世
阿
弥
の
物
ま
ね
に
お
け
る
軍
体
の
我
意
分
は
「
体
力
砕
心
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
即
ち
身
体
表
現
上
は
強
さ
を
主
体
に
し
な
が

ら
精
神
に
は
心
を
繊
細
に
保
つ
こ
と
は
所
謂
武
人
の
特
質
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
心
を
繊
細
に
保
つ
と
い
う
の
は
人
物
其
の
物
の
善
悪
、

忠
奸
、
賢
愚
な
ど
具
体
的
な
現
実
条
件
と
一
切
関
係
な
く
、
た
だ
老

人
の
「
閑
心
」
と
同
じ
く
一
種
の
抽
象
的
な
精
神
状
態
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
精
神
は
人
間
の
具
体
的
な
道
徳
、
情
感
な
ど
を
す

べ
て
抜
き
取
っ
た
純
粋
で
理
念
的
な
存
在
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
国

演
劇
に
於
け
る
役
柄
の
内
面
に
お
い
て
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
具
体
的

不
骸
。
及
走
淮
揚
道
上
、
苦
認
翁
婦
、
吃
尽
痛
棒
而
不
悔
。
斯

洵
奇
也
。

な
情
感
、
道
徳
品
質
は
あ
る
程
度
保
留
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た

濯
之
恒
の
伝
神
論
に
お
い
て
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
伝
神
と
い

う
の
は
人
物
の
感
情
、
ま
た
は
道
徳
な
ど
の
内
面
特
徴
を
役
者
の
形

体
で
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
中
国
演
劇
に
於
け
る
役

柄
の
精
神
は
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
内
面
特
徴
を
内
容
と
す
る
。
こ
の

た
め
、
中
国
演
劇
に
於
け
る
役
柄
の
内
面
塑
造
は
い
く
ら
こ
の
抽
象

性
を
強
調
し
て
も
、
こ
の
な
か
に
何
等
か
具
体
的
な
物
が
内
包
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、

同
じ
く
抽
象
性
を
性
格
と
す
る
が
、
能
に
お
け
る
人
物
の
精
神
の
抽

象
性
は
中
国
演
劇
よ
り
高
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
能
と
中
国
演
劇
と
の
異
な
る
点
に
つ
い
て
、
人
物
の
抽
象

化
の
程
度
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
人
物
精
神
の
表
現
方
法
も
そ
れ
ぞ

れ
の
独
自
性
が
存
在
し
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
と
お
り
、
中
国
演
劇

に
お
け
る
伝
神
の
演
技
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
役
者
の
入
情
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
情
だ
け
で
そ
の
人
物
を
生
か
せ
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
能
と
同
じ
様
に
、
中
国
演
劇
に
お
け
る
人
物
の
物
真

似
は
舞
歌
・
立
ち
振
る
舞
い
な
ど
の
技
芸
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
物

で
あ
り
、
人
物
の
精
神
的
な
特
質
も
役
者
の
身
体
表
現
で
表
現
す
る

(48) 

し
か
な
い
。
こ
の
た
め
、
精
神
上
の
入
情
だ
け
で
は
な
く
、
技
芸
上

の
稽
古
も
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
道
光
九
年
(
-
八
二
九
年
）
に

成
立
し
た
黄
幡
綽
の
『
梨
園
原
」
と
い
う
演
技
論
書
に
お
い
て
、
人

体
の
姿
は
「
富
」
「
貴
」
「
貧
」
「
賎
」
「
痴
」
「
瓶
」
「
病
」
「
酔
」
と
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つ
ま
り
、
老
人
の
物
ま
ね
に
お
い
て
、
そ
の
動
作
を
音
楽
の
リ
ズ
ム

い
う
八
種
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
似
る
要
領
も
説
か
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
「
富
」
に
つ
い
て
、
威
容
、
正
視
、
声
沈
、
歩
重

と
い
う
四
つ
の
要
領
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
酔
」
に
た
い

し
て
、
困
容
、
模
眼
、
身
軟
、
足
硬
と
い
う
四
つ
の
要
領
が
説
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
身
体
表
現
を
通
し
て
、
そ
の
人
体
の
精
神
状
態

も
現
れ
る
。
た
と
え
ば
富
者
の
威
厳
さ
は
「
威
容
」
「
正
視
」
で
表

現
さ
れ
る
一
方
、
酔
者
の
悦
惚
さ
も
「
模
眼
」
「
身
軟
」
で
表
現
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
身
体
表
現
で
人
物
の
精
神
状
態
を
表
す
こ

と
は
、
「
以
形
写
神
」
（
形
を
以
て
神
を
写
す
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
神

は
必
ず
形
の
上
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
役
者

の
精
神
は
入
情
に
達
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
技
芸
は
き
ち
ん
と
錬
磨

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
結
局
漏
れ
る
演
技
と
さ
れ
る
し
か
な
い
。

能
の
場
合
、
ま
ず
は
『
風
姿
花
伝
・
別
紙
口
伝
』
に
お
い
て
、
老

人
の
演
じ
方
を
示
し
て
い
る
。

（
前
略
）
年
寄
リ
ヌ
レ
バ
、
ソ
ノ
拍
子
ノ
当
て
所
、
大
鼓
・
歌
・

鼓
ノ
頭
ヨ
リ
ハ
、
チ
チ
ト
遅
ク
足
ヲ
踏
ミ
、
手
ヲ
モ
差
シ
引

キ
、
ヲ
ヨ
ソ
ノ
振
リ
。
風
情
ヲ
モ
、
拍
子
二
少
シ
後
ル
ル
ヤ
ウ

ニ
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
コ
ノ
故
実
、
ナ
ニ
ョ
リ
モ
年
寄
ノ
形
木
ナ

。
）
 

の
流
れ
よ
り
遅
く
す
る
こ
と
は
こ
の
「
形
木
」
で
あ
る
。
何
故
と
い

え
ば
、
こ
れ
は
「
年
寄
ノ
心
ニ
ハ
、
何
事
ヲ
モ
若
ク
シ
タ
ガ
ル
モ
ノ

ナ
リ
。
サ
リ
ナ
ガ
ラ
、
カ
ナ
ク
、
五
体
モ
重
ク
、
耳
モ
遅
ケ
レ
バ
、

心
ハ
行
ケ
ド
モ
振
舞
ノ
カ
ナ
ワ
ヌ
ナ
リ
」
と
い
う
原
因
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
世
阿
弥
は
老
人
の
若
く
い
た
い
心
理
を
身
体
表
現
の
遅
滞
に

よ
っ
て
表
し
た
い
。
こ
れ
は
先
述
べ
た
中
国
派
劇
の
物
ま
ね
論
に
お

け
る
「
以
形
写
神
」
の
演
技
法
と
や
や
近
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
世
阿
弥
は
入
情
な
ど
の
主
張
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

『
二
曲
三
体
人
形
図
』
に
な
る
と
、
老
人
の
内
面
的
特
徴
は
「
閑

心
」
に
よ
っ
て
一
種
の
閑
全
な
情
趣
と
し
て
直
接
に
伝
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
の
「
以
形
写
神
」
の
伝
神
技
法
と
全
く
異
質

な
演
技
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
中
国
演
劇
の
場
合
、
人
物
の

表
現
は
「
以
形
写
神
」
と
い
う
原
則
に
従
い
、
人
物
の
神
は
必
ず
身

体
表
現
で
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
三
節
で
既
に
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
惟
阿
弥
に
と
っ
て
、
精
神
上
の
充
実
さ
と
緊

張
感
は
直
ち
に
外
に
匂
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
新
開
長
英

(51) 

氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、

歌
や
舞
な
ど
の
わ
ざ
は
何
等
か
限
定
さ
れ
た
有
限
な
る
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
無
限
な
る
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
難

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
量
な
る
も
の
は
何
等
か
の
限
定
さ

れ
た
わ
ざ
を
媒
介
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
心
か
ら
心
に
直
接
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っ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
無
限
な
る
も
の
、
絶
対
的
な
る

真
理
は
言
語
文
字
で
は
伝
え
ら
れ
ず
、
心
か
ら
直
接
に
伝
え
ら

れ
る
外
は
な
い
の
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
心
は
体
で
及
ば
ぬ
効
果
が
発
揮

で
き
る
。
世
阿
弥
の
禅
学
教
養
を
関
連
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
心
の

論
理
は
も
し
か
し
た
ら
禅
の
「
以
心
伝
心
」
と
い
う
思
想
か
ら
由
来

す
る
も
の
の
可
能
性
も
か
な
り
高
い
で
あ
ろ
う
。
若
し
人
物
の
精
神

を
役
者
の
「
以
心
伝
心
」
で
観
客
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
え
る
な
ら
、

こ
れ
は
完
全
に
身
体
表
現
に
依
頼
す
る
こ
と
も
必
要
な
く
な
る
。

却
っ
て
更
に
強
い
表
現
力
を
獲
得
す
る
為
、
身
体
表
現
の
幅
を
狭

め
、
心
の
表
現
に
十
分
の
空
間
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
即
ち
「
動
七
分
身
動
十
分
身
」
で
あ
る
。
中
国
曲
学
に
お
い
て

は
、
同
じ
く
心
の
位
置
と
作
用
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
心
の
効
果

は
必
ず
身
体
表
現
と
完
全
に
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
上

で
実
現
さ
れ
た
瀕
技
こ
そ
観
客
の
心
を
打
て
る
演
技
で
あ
る
。
一
方

で
、
世
阿
弥
物
ま
ね
論
に
お
い
て
、
勿
論
彼
は
身
体
表
現
を
重
視
し

て
い
る
が
、
曲
学
に
比
す
れ
ば
、
世
阿
弥
が
考
え
て
い
る
心
は
よ
り

独
立
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
か
か
る
心
は
身
体
表
現
の
束
縛
を

振
り
切
り
、
更
に
重
大
な
効
果
を
発
揮
で
き
る
。

以
上
の
と
お
り
、
「
心
」
に
関
す
る
論
理
は
日
中
両
国
の
伝
統
演

劇
論
に
お
い
て
、
同
じ
く
重
要
な
位
置
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。
世
阿

弥
の
場
合
で
、
『
風
姿
花
伝
』
以
降
の
物
真
似
論
に
お
い
て
、
演
技

の
碁
礎
と
さ
れ
て
い
る
「
姿
」
は
「
身
」
と
「
心
」
と
い
う
両
面
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
演
技
を
す
る
時
、
体
の
み
な
ら
ず
、
役

者
の
心
も
油
断
な
く
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
阿
弥
が
考
え
て

い
る
心
は
身
体
表
現
を
超
越
し
、
能
芸
の
美
を
よ
り
高
次
な
余
情

美
、
ま
た
は
無
の
美
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
物
で
あ
る
。
中
国
曲
学

諸
家
の
場
合
で
、
伝
神
の
演
技
は
必
ず
役
者
の
「
心
」
と
「
体
」
と

い
う
両
方
で
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人

物
の
行
動
を
真
似
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
精
神
も
ち
ゃ
ん
と
捉
え
て

表
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
役
者
の
精
神
は
ま
ず
「
入

情
」
の
境
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
即
ち
人
物
の
感
情

と
共
鳴
し
、
体
験
し
、
こ
れ
を
身
体
上
の
表
現
と
し
て
表
す
こ
と
で

あ
る
。と

に
か
く
、
身
心
関
係
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
世
阿
弥
が
考
え
て
い

る
心
は
身
体
表
現
を
超
越
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
心
は
身
体
よ
り

更
に
重
大
な
作
用
を
発
揮
し
て
い
る
。
『
花
鏡
j

に
講
じ
ら
れ
て
い

る
「
せ
ぬ
隙
」
は
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
曲
学
に
お
い
て
、
心
は

終
わ
り
に
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