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は
じ
め
に

　

島
崎
藤
村
は
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
か
ら
旧
師
木
村
熊
二
が
創
設
し
た

ば
か
り
の
私
塾
、
小
諸
義
塾
に
教
師
と
し
て
赴
任
し
、
生
活
し
た
七
年
間
に
詩

か
ら
小
説
へ
の
移
行
を
行
っ
て
い
る
。
最
初
の
一
年
程
で
第
四
詩
集『
落
梅
集
』

（
明
治
三
四［
一
九
〇
一
］年
八
月
）を
刊
行
す
る
が
、翌
年
に
は「
旧
主
人
」「
藁

草
履
」（『
緑
葉
集
』
収
録
）
と
い
っ
た
小
説
を
作
成
し
、
以
降
詩
の
発
表
を
行

わ
な
く
な
る
。
そ
し
て
初
の
長
編
小
説
『
破
戒（
注
一
）』の
原
稿
を
携
え
て
東
京
へ
と

戻
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
、
詩
か
ら
小
説
へ
の
移
行
が
小
諸
に
お
い
て
集
中
的
に

行
わ
れ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
小
説
へ
の
移
行
に
際
し
て
意
識
さ
れ
た
の
が
〈
写
生
〉
で
あ
る
。
藤
村

は
日
課
と
し
て
小
諸
の
自
然
や
生
活
を
手
帳
に
書
き
つ
け
た
「
ス
ケ
ッ
チ
」（
以

下
、
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
記
述
す
る
）
を
七
年
の
間
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を

元
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ（
注
二
）』（
大
正
元
［
一
九
一
二
］
年
）

で
あ
る
。

　
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
は
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
か
ら
一
〇
年
程
の
隔
た
り
が
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「
私
」
を
語
る
「
私
」
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あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
の
変
化
や
記
述
に
そ
れ
ほ
ど
変
化
が
な
い
と
み

ら
れ
、
詩
か
ら
小
説
へ
の
移
行
に
際
し
て
試
み
ら
れ
た
作
品
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
藤
村
は
初
の
長
編
小
説
で
あ
る
『
破
戒
』
に
お
い
て

恐
ら
く
三
年
程
の
執
筆
期
間
を
擁
し
て
小
説
の
形
式
を
試
み
て
い
る
。で
は『
千

曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
執
筆
ま
で
の
長
い
期
間
に
何
か
し
ら
の
試
み
が
あ
っ
た
と

問
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、『
破
戒
』
後
に
発
表
さ
れ
た
『
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
』
を
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
同
様
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
か
ら
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

へ
の
変
動
を
、
現
存
し
な
い
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
代
わ
り
小
諸
の
写
生
時
代
に

書
か
れ
た
作
品
と
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
特
徴
を
比
較
し
て
考
察
す
る
。

さ
ら
に
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
を
詩
か
ら
小
説
へ
の
流
れ
の
上
に
置
き
、
藤

村
が
目
指
し
た
表
現
を
検
討
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
を
論
じ
て
い
く
中
で
藤
村
の

〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
〈
写
生
〉
の
差
異
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

Ⅰ
．『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
改
稿
の
問
題

　
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
は
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
六
月
か
ら
大
正
元

（
一
九
一
二
）
年
八
月
ま
で
「
中
学
世
界
」
に
お
い
て
連
載
さ
れ
、
単
行
本
は

一
二
月
に
佐
久
良
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
信
州
小
諸
を
中
心
に
、
千
曲
流
域

の
自
然
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
生
活
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
明
治
三
二

（
一
八
九
九
）
年
か
ら
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
わ
た
る
小
諸
生
活
で
書

き
留
め
た
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
を
下
地
に
し
て
い
る
。

　

原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
を
元
に
し
て
い
る
作
品
は
他
に
『
破
戒
』（
明
治
三
九

［
一
九
〇
六
］
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
湯
地
孝
は
「「
破
戒
」
に
投
影
さ
れ
た
「
千

曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」（
注
三
）
」
に
お
い
て
、「「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
は
「
破
戒
」
の

主
題
を
決
定
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
」
が
「
有
力
な
典
據
と
な
っ
て
ゐ
る
」

と
し
て
比
較
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
破
戒
』
の
そ
れ
ぞ
れ
「
素

材
的
な
事
柄
」、「
描
写
を
成
し
て
ゐ
る
章
句
」、「
全
文
的
」
に
類
似
し
て
い
る

箇
所
は
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
全
項
目
の
過
半
数
に
及
び
、「「
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
」
の
記
實マ
マ
を
描
寫
と
し
て
そ
の
主
題
を
包
み
、
こ
の
主
題
と
描
寫
を

脚
色
に
よ
つ
て
縫
合
せ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
も
主
題
を
描
寫
に
よ

つ
て
活
か
さ
う
と
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
の
記
實マ
マ

を
活

か
さ
う
が
爲
に
主
題
を
求
め
た
と
い
う
傾
き
が
な
い
で
も
な
い
」。よ
っ
て「「
破

戒
」
は
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
の
記
實マ
マ

を
文
學
的
に
仕
立
て
た
も
の
」
で
、

「
こ
の
意
味
で
、「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
は
「
破
戒
」
の
原
型
で
あ
つ
た
」
と

結
論
付
け
る
。

　
『
破
戒
』と『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』の
比
較
の
際
、湯
地
は『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ

チ
』
を
「
文
体
や
形
式
を
整
へ
る
程
度
の
加
筆
で
あ
つ
て
、
事
實マ
マ

の
改
訂
に
及

ぶ
も
の
で
は
な
か
つ
た
ら
し
い
」
と
し
て
『
破
戒
』
の
元
と
な
っ
た
「
ス
ケ
ッ

チ
」
と
変
わ
り
な
い
も
の
と
す
る
。
実
際
、文
体
や
形
式
に
違
い
は
あ
っ
た
が
、

『
破
戒
』
執
筆
に
お
い
て
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
小
説
の
形
式
と
な
る
よ
う
改
変

を
加
え
た
と
考
え
れ
ば
当
然
と
も
い
え
、
ま
た
、
湯
地
が
確
認
し
た
の
は
『
破

戒
』
に
お
い
て
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
が
ど
れ
ほ
ど
典
拠
と
な
っ
た
か
で
あ
り
、
文

体
の
違
い
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
記
述
に
つ
い
て
、『
藤
村
全
集
』
第
二

巻
（
筑
摩
書
房
、大
正
一
一
［
一
九
二
二
］
年
）
第
二
篇
「
信
州
小
諸
に
て
（
明

治
三
十
二
―
三
十
四
年
）」
に
収
録
さ
れ
た
後
書
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
。



（69）

「私」を語る「私」

　
　

右
の
う
ち
、『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
は
、
年
代
順
を
追
つ
て
編
ん

で
行
く
こ
の
全
集
の
意
匠
に
添
ひ
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
故
は
、

あ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
作
つ
た
年
代
か
ら
言
へ
ば
こ
の
第
二
巻
に
入
れ
る
の

を
至
当
と
思
ふ
が
、
あ
れ
を
発
表
し
た
の
は
ず
つ
と
後
に
な
つ
て
『
家
』

の
長
編
を
書
き
終
へ
た
頃
で
あ
つ
た
。
あ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
稿
は
長
い
こ

と
自
分
の
手
許
に
仕
舞
つ
て
置
い
た
。
そ
し
て
數
年
の
後
に
全
部
を
写

し
直
し
た
り
書
き
改
め
た
り
し
て
発
表
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
文
体

や
形
式
の
上
か
ら
言
え
ば
『
家
』
を
書
い
た
頃
の
自
分
の
筆
が
加
は
つ

て
居
る
こ
と
は
否
み
が
た
い
。
し
か
し
私
が
詩
か
ら
散
文
に
移
ら
う
と

し
た
頃
の
信
州
時
代
の
記
念
と
し
て
、
こ
の
第
二
巻
に
を
さ
め
る
こ
と

に
し
た（
注
四
）。

（
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

　

藤
村
は
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
記
述
の
際
に
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
大
幅

な
改
変
を
加
え
て
い
る
。
文
体
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
自
ら
指
摘
し
て
い
る

『
家
』
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
一
月
か
ら
五
月
ま
で
「
読
売
新
聞
」
に
「
上

巻
」
を
連
載
し
、
さ
ら
に
「
中
央
公
論
」
で
一
月
、
四
月
に
「
下
巻
」
を
続
編

と
し
て
発
表
し
、
下
巻
最
終
章
を
書
き
足
し
て
同
年
に
自
費
出
版
し
た
作
品
で

あ
る
。
藤
村
の
生
家
で
あ
る
島
崎
家
と
長
姉
の
嫁
い
だ
木
曾
福
島
の
高
瀬
家
を

モ
デ
ル
に
、
由
緒
あ
る
旧
家
の
没
落
と
家
父
長
制
家
族
制
度
に
よ
る
問
題
を
描

写
し
た
作
品
で
、「
自
然
主
義
的
な
手
法
の
頂
点
を
示
す
傑
作（
注
五
）」と
評
さ
れ
る
。

こ
の
藤
村
の
言
葉
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
重
松
泰
雄
が
「「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ

チ
」
文
体
試
論
」（『
語
文
研
究
』（
一
二
）
一
九
六
一
年
四
月
）
で
文
体
比
較

を
通
し
て
確
認
し
、
少
な
く
と
も
「
家
」
を
書
い
た
頃
の
文
体
の
特
徴
が
あ
る

と
す
る
。

　
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
は
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
か
ら
一
〇
年
程
経
っ
て
発
表

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
『
家
』
は
「
自
然
主
義
的
な
手
法
」
で

書
か
れ
て
お
り
、当
時
藤
村
は
小
説
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
詩
か
ら
小
説
へ
の
移
行
を
試
み
た
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
を
元
に
『
千

曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
を
執
筆
し
た
こ
と
は
重
要
視
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
千
曲

川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
が
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
「
全
部
を
写
し
直
し
た
り
書
き
改
め

た
り
し
て
発
表
」
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
文
体
や
叙
述
へ

の
意
識
が
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
ど
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
の
か
。
ま
ず
藤
村
が
詩
か
ら
小
説
へ
の
移
行

に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
識
が
あ
っ
た
の
か
、
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　　

Ⅱ
．
詩
か
ら
小
説
へ
―
「
写
生
」
へ
の
期
待

　

藤
村
が
小
説
へ
の
移
行
に
際
し
て
採
用
し
た
の
が
〈
写
生
〉
の
方
法
で
あ
る
。

小
諸
時
代
に
行
わ
れ
た
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
も
こ
の
〈
写
生
〉
へ
の
試
み
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
詩
か
ら
小
説
へ
の
流
れ
を
藤
村
の
〈
写
生
〉
へ

の
意
識
か
ら
考
察
す
る
。
藤
村
が
移
行
に
際
し
て
〈
写
生
〉
を
試
み
た
と
い
う

こ
と
に
は
小
説
を
志
し
た
理
由
も
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

小
説
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
藤
村
の
考
え
は
『
読
売
新
聞
』（
明
治
三
九

［
一
九
〇
六
］
年
四
月
九
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
緑
蔭
雑
話
」
に
『
破
戒
』
へ

の
言
及
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

今
度
出
版
し
た
『
破
戒
』
で
す
か
、
あ
れ
は
小
諸
に
居
た
時
半
分
許
り

書
い
て
後あ

半と

は
東
京
へ
来
て
か
ら
書
い
た
の
で
す
が
、
唯
長
い
許
り
で
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す
。（
略
）
小
説
が
私
の
思か
ん

想が
へ
を
現
す
に
最
も
相ふ
さ
は応
し
い
形
だ
と
思
ふ
か

ら
小
説
を
書
く
の
で
、
韻
文
の
方
を
止
め
た
と
云
ふ
の
で
は
な
く
、
進

ん
で
来
て
恁こ

ん
な
処
へ
出
た
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
近
頃
韻
文
か
ら

散
文
に
移
つ
た
人
が
大
分
あ
る
様
で
す
ね
え
、
皆
韻
文
で
は
其
思か
ん

想が
へ

を

云
ひ
現
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
た
の
で
せ
う
よ
。
然
し
私
は
韻
文
が

悪
い
と
云
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
蒲
原
君
な
ど
の
新
体
詩
を
や
つ
て

居
る
の
も
―
勿
論
違
ふ
け
れ
ど
、
或
意
味
に
於
て
は
私
な
ど
が
小
説
を

書
い
て
居
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
す
。

　

道
楽
に
文
芸
を
弄
ぶ
の
は
別
で
す
が
、
多
少
自
分
の
思か
ん

想が
へ
に
近
い
こ

と
を
し
よ
う
と
思
へ
ば
、
何ど

う
し
て
も
恁か

う
す
る
よ
り
仕
方
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
各
々
思
想
が
違
ひ
ま
す
か
ら
、
戯
曲
に
現
す
可
き
も
の
は
戯

曲
に
、
韻
文
に
現
す
可
き
も
の
は
韻
文
に
、
私
は
自
分
の
思
想
を
現
す

に
小
説
が
最
も
い
ゝ
形
だ
と
思
ふ
か
ら
真
面
目
に
之
を
書
い
て
見
よ
う

と
思
ふ
の
で
、
あ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
云
ふ
の
ぢ
や
な
い
の
で
す（
注
六
）。

　

藤
村
に
と
っ
て
小
説
が
「
私
の
思
想
を
現
す
に
最
も
相
応
し
い
形
」
だ
っ
た
。

藤
村
の
い
う
「
私
の
思
想
」
が
何
か
は
こ
の
文
章
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
小
説
の
形
式
へ
の
期
待
が
あ
り
、
以
降
の
活
動
を
鑑
み
れ
ば
そ
の
希

望
に
沿
っ
た
も
の
と
し
て
小
説
の
形
式
は
あ
り
続
け
た
の
だ
ろ
う
。

　

詩
か
ら
小
説
へ
の
移
行
に
関
し
て
先
行
研
究
で
は
、
本
来
叙
事
詩
的
な
詩
風

で
あ
っ
た
こ
と
や
、
旅
人
で
は
な
く
生
活
者
と
な
っ
た
こ
と（
注
七
）、
ま
た
、
妻
と
の

関
係
性
の
変
化
に
よ
る
嫉
妬
や
女
性
へ
の
疑
心
と
い
っ
た
主
題
を
表
現
す
る
た

め（
注
八
）とい

っ
た
理
由
が
挙
が
る
。

　

特
に
多
い
の
が
、藤
村
が
日
本
語
の
韻
律
、表
現
が
詩
語
と
し
て
不
利
と
語
っ

た
試
論
「
雅
言
と
詩
歌
」（「
帝
国
文
學
」
五
（
四
）
明
治
三
二
［
一
八
九
九
］

年
四
月
）
を
も
と
に
詩
の
形
式
に
限
界
を
感
じ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で

あ
る（
注
九
）。

そ
の
中
で
下
山
孃
子
は
『
落
梅
集
』
の
最
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
雅

言
と
詩
歌
」
が
「
藤
村
の
雅
言
に
よ
る
詩
作
の
絶
望
性
表
明
の
論
と
み
な
さ
れ

る
一
方
で
、新
し
き
可
能
性
の
模
索
の
道
案
内
に
も
な
り
得
て
」お
り「
彼
自
ら
、

そ
こ
で
示
し
た
不
可
能
性
に
悉
く
挑
戦
し
て
い
る
」
と
し
て
『
落
梅
集
』
収
録

作
品
を
藤
村
の
新
し
い
詩
の
試
み
を
示
す
も
の
と
見
て
い
る
。
し
か
し
「
結
果

的
に
は
全
く
新
た
な
詩
境
の
開
拓
に
は
な
り
得
ず
、
藤
村
は
可
能
性
を
可
能
性

の
ま
ま
に
封
じ
込
め
て
自
ら
の
手
馴
れ
の
芸
と
も
呼
べ
る
叙
情
詩
の
方
へ
と
横

す
べ
り
し
て
い
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
、
そ
の
裏
側
で
散
文
の
世
界
に

着
々
と
歩
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
」
と
い
う
新
し
い
詩
表
現
の
不
可
能
と
、
藤
村

の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
「〈
緑
葉
〉〈
夏
草
〉
の
テ
ー
マ
は
詩
と
い
う
形
式
で

は
実
現
出
来
ぬ
も
の
」
と
い
う
認
識
と
に
よ
っ
て
散
文
へ
と
移
行
し
た
と
考
察

す
る（
注
一
〇
）
。

　

元
々
藤
村
が
詩
を
志
し
た
こ
と
に
芭
蕉
の
影
響
が
あ
る
こ
と（
注
一
一
）
、『
若
菜
集
』

収
録
詩
発
表
前
に
す
で
に「
韻
文
に
就
い
て
」（『
太
陽
』明
治
二
八［
一
八
九
五
］

年
一
二
月
）
を
書
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
九
月
に

音
楽
学
校
に
入
学
し
て
い
る
こ
と（
注
一
二
）

等
か
ら
、
や
は
り
詩
の
韻
律
へ
の
試
行
と
断

念（
注
一
三
）

は
一
応
の
説
得
力
が
あ
る
。
ま
た
、
小
説
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
た
小
諸
時
代

の
藤
村
の
環
境
の
変
化
や
人
間
関
係
に
作
品
の
テ
ー
マ
を
求
め
た
と
い
う
の
も

理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
詩
か
ら
散
文
、
ひ
い
て
は
小
説
へ
の
形
式
の
移
行
は

作
品
の
テ
ー
マ
や
内
容
的
主
題
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

試
み
る
必
要
が
あ
る
。
藤
村
の
小
説
へ
の
意
識
、
ひ
い
て
は
〈
写
生
〉
に
対
す

る
考
え
を
彼
が
小
説
家
へ
と
転
向
し
た
の
ち
に
発
表
し
た
文
章
か
ら
検
討
し
て

い
く
。
藤
村
が
小
説
へ
の
移
行
に
際
し
て
試
み
た
〈
写
生
〉
へ
の
意
識
を
検
討
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す
る
こ
と
で
、
移
行
に
際
し
て
彼
が
期
待
し
、
理
想
と
し
た
も
の
が
み
え
て
く

る
と
考
え
る
。

　

ま
ず
藤
村
の
小
文
「
写
生
」（「
文
章
世
界
」
明
治
四
〇
［
一
九
〇
七
］
年
三

月
一
五
日
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
文
章
は
『
破
戒
』
執
筆
の
翌
年
に
発
表
し

て
お
り
、
小
説
へ
の
移
行
で
用
い
た
藤
村
の
〈
写
生
〉
へ
の
意
識
が
熟
慮
の
上

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
観
た
物
を
能
く
記
憶
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
第
一
に
解
る
や
う
に
観
る

稽
古
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
物
を
観
る
に
は
眼
を
開
い
た
だ
け
で
は

足
り
ん
、
心
の
働
が
無
く
て
は
な
ら
ん
。』
是
は
岩
村
氏
が
『
芸
苑
雑
稿
』

の
中
に
紹
介
し
た
ミ
レ
エ
の
意
見
の
一
つ
だ
が
、
絵
画
の
上
ば
か
り
で

は
な
い
、文
学
に
於
て
も
矢や

張は
り
其
通
り
だ
ら
う
と
思
ふ
。（
略
）
こ
の
『
物

を
観
る
稽
古
』
と
し
て
、
自
分
は
写
生
の
方
法
を
採
つ
た
。
だ
か
ら
自

分
の
写
生
は
、
丁
度
大
家
の
手
本
を
離
れ
て
生
物
に
就
く
画
家
と
同
じ

や
う
に
、
先
づ
局
部
を
視
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
始
め
て
―
―
ま
た
初
め

か
ら
物
の
大
体
を
視
る
と
い
ふ
こ
と
は
無
理
だ
か
ら
―
―
そ
れ
か
ら
次

第
に
其
物
の
『
真
』
を
得
る
と
い
ふ
方
へ
近
づ
か
う
と
心
懸
け
た
の
で

あ
つ
た
。

思
ふ
に
、
こ
ち
ら
に
生
気
の
あ
る
時
で
な
け
れ
ば
、
真
に
『
生
』
を
写

す
こ
と
は
出
来
な
い
。
ミ
レ
エ
は
、『
物
事
は
常
に
其
根
本
か
ら
観
ね
ば

な
ら
ん
、
爰こ
ゝ

が
唯
一
の
真
正
の
地
盤
で
あ
る
』
と
言
つ
て
居
る
が
、
物

を
根
本
か
ら
観
て
、
そ
れ
か
ら
自
由
に
其
枝
葉
に
渉
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
写
生
の
極
致
だ
ら
う
。

　
　

　

同
じ
人
の
言
葉
に
、『
森
を
描
く
時
に
は
、
あ
の
光
る
葉
や
暗
い
影
が
、

人
の
心
を
動
か
し
、喜
ば
せ
る
、其
力
を
実
現
し
た
い
と
思
ふ
』
と
あ
る
。

同
じ
自
然
を
写
生
す
る
に
し
て
も
、
私
は
矢や
つ

張ぱ
り

斯
う
い
ふ
心こ

ゝ
ろ
も
ち地で

進
ん

で
見
た
い
と
思
つ
て
居
る（
注
一
四
）

。

　
「
物
を
観
る
」
に
は
「
心
の
働
が
な
く
て
は
な
ら
ん
」「
見
る
稽
古
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ん
」
と
は
、
絵
画
に
お
い
て
描
き
手
の
視
点
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

も
の
が
描
か
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
表
現
さ
れ
る
も
の
そ
の
も
の
が

絵
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、描
き
手
の
眼
を
通
し
た
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
藤
村
は
文
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、「
物
を
観
る
稽
古
」
と
し
て

写
生
を
用
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
「
物
を
根
本
か
ら
観
て
、
そ
れ
か
ら
自
由
に

其
枝
葉
に
渉
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
」
と
い
っ
た
記
述
は
、
そ
れ
ま

で
の
自
ら
の
表
現
が
「
物
を
根
本
か
ら
観
」
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
告

白
し
て
い
る
。
事
物
の
根
本
、
な
に
が
ど
う
し
て
そ
れ
が
お
こ
る
の
か
、
と
い

う
根
底
を
知
り
、
細
部
に
目
を
向
け
て
見
る
こ
と
で
表
現
が
可
能
と
な
る
と
い

う
意
識
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
ミ
レ
ー
の
影
響
が
伺
え
る
。
中
島
国
彦
は
藤
村
と
ミ
レ
ー

と
の
接
点
は
小
諸
時
代
、
一
年
程
同
地
で
過
ご
し
た
水
彩
画
家
三
宅
克

己
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
小
文
「
写
生
」
で
藤
村
が
言
及
し
て
い

る
の
は
三
宅
の
知
己
で
あ
る
岩
村
透
が
執
筆
し
た
「『
芸
苑
雑
稿
』
の
中

の
一
篇
、『
櫟
亭
閑
話
』
の
『
ミ
レ
の
画
論
』
の
部
分
」
で
「
刊
行
の
二

年
余
り
前
に
、
岩
村
透
が
中
心
的
に
活
動
し
た
「
美
術
新
報
」
に
連
載

（
一
九
〇
三
・
一
一
・
五
、一
二
・
五
、一
九
〇
四
・
一
・
二
〇
、
全
三
回
）
さ
れ
て
い

た
」
も
の
で
あ
り
引
用
の
句
読
点
の
打
ち
方
、
引
用
さ
れ
る
四
か
所
の
う
ち
三

か
所
が
連
載
二
回
目
の
部
分
で
あ
る
こ
と
、
岩
村
と
親
交
の
あ
っ
た
三
宅
克
己
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と
の
関
係
も
踏
ま
え
て
、「
本
格
的
に
『
破
戒
』
執
筆
の
体
制
を
整
え
よ
う
と

い
う
時
点
で
、
藤
村
が
岩
村
透
の
紹
介
『
ミ
レ
の
画
論
』
に
接
し
た
可
能
性
が

あ
る
」
と
し
て
い
る（
注
一
五
）

。

　

さ
ら
に
雲
の
観
察
記
録
「
雲
」
で
は
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
の
「
近
世
画
家
論
」

の
自
然
観（
注
一
六
）
に
刺
激
を
受
け
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
藤
村
の
写
生
の

試
み
に
は
、
彼
が
触
れ
た
絵
画
、
ま
た
芸
術
論
か
ら
の
影
響
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
絵
画
に
お
け
る
写
生
に
目
を
付
け
た
の
か
。
そ
の
き
っ
か

け
に
つ
い
て
は
、
森
鷗
外
や
正
岡
子
規
に
よ
る
批
判
が
関
わ
る
と
い
う
見
解
が

あ
る
。
三
好
行
雄
は
「
う
た
た
ね
」
を
発
表
し
た
際
に
「
無
知
や
調
査
不
足
に

よ
る
事
実
の
誤
り
を
森
鷗
外
か
ら
手
き
び
し
く
批
判
さ
れ
」「
詩
と
決
定
的
に

別
れ
よ
う
と
す
る
藤
村
の
〈
ス
タ
デ
ィ
〉
が
、
写
生
と
い
う
手
が
た
い
方
法
の

修
練
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
に
が
い
体
験
の
反
省
と
も
無

関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う（
注
一
七
）
」
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
下
山
孃
子
は
正
岡
子
規
が

『
若
菜
集
』
刊
行
約
一
か
月
後
に
藤
村
詩
批
判
を
発
表
し
た
こ
と
を
示
し
、「「
藤

村
の
悲
哀
は
毎
篇
其
趣
を
同
じ
う
す
。
是
れ
其
触
接
す
る
所
の
事
物
お
な
じ
き

が
為
な
ら
ん
。
叙
情
の
外
に
叙
景
あ
り
叙
事
あ
り
。
主
観
の
外
に
客
観
あ
り
」

と
い
っ
た
子
規
の
批
判
に
よ
っ
て
、藤
村
が
「
叙
景
」「
叙
事
」
と
い
う
「
客
観
」

を
な
い
が
し
ろ
に
出
来
ぬ
事
、
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
実
際
の
事
物
に
具
体
的
に

触
接
し
、
現
実
を
「
あ
り
の
ま
ゝ
」
に
見
、「
あ
り
の
ま
ゝ
」
に
把
え
る
こ
と

の
必
要
性
を
痛
感
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
十
分
予
想
で
き
る（
注
一
八
）
」
と
す
る
。
子
規
か

ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
他
に
松
井
貴
子
が
「
古
く
か
ら
詠
ま
れ
て
き
た
詩
材
と

先
人
と
同
じ
手
法
を
以
て
陳
腐
な
詩
情
を
表
明
し
続
け
る
の
で
は
な
く
、
自
分

の
目
で
も
の
を
見
て
新
た
に
と
ら
え
な
お
し
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た

も
の
を
、
新
し
い
材
料
と
し
て
詩
に
取
り
込
む
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え
る
子
規

か
ら
の
批
判
を
う
け
、
表
現
の
「
陳
腐
さ
、
変
化
の
少
な
さ
を
克
服
す
る
こ
と

を
意
図
し
、
物
を
見
る
稽
古
を
し
て
、
詩
か
ら
散
文
へ
と
移
っ
て
い
く
」
と
み

て
い
る（
注
一
九
）
。
藤
村
が
子
規
の
批
判
に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
下
山
と
同
様
だ

が
、
松
井
は
散
文
へ
の
移
行
の
た
め
の
〈
写
生
〉
で
は
な
く
、
現
状
の
克
服
の

た
め
の
稽
古
の
先
に
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。

　

藤
村
が
〈
写
生
〉
に
目
を
向
け
た
理
由
、
そ
れ
は
藤
村
の
言
葉
か
ら
読
み
解

く
ほ
か
は
な
い
。
世
間
的
に
も
藤
村
と
小
説
が
容
易
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ

た
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
、『
文
章
世
界
』（
一
九
一
〇
年
一
二
月
一
五

日
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
觀
る
こ
と
と
書
く
こ
と
」（『
後
の
新
片
町
よ
り
』
大
正

二
［
一
九
一
三
］
年
四
月
収
録
）
に
以
下
の
よ
う
な
文
章
を
記
し
て
い
る
。

　

吾わ
れ
ら儕
が
物
を
観
る
場
合
に
は
、
多
く
は
先
人
か
ら
の
あ
る
定き

ま
つ
た

観
か
た
に
據
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
左さ

様う

い
ふ
先
入
主
と
成
つ
た
観
か

た
を
離
れ
て
物
を
観
る
と
な
る
と
、
必
ず
そ
こ
に
は
何
人
も
未
だ
気
付

か
ず
に
見
逃
し
て
置
い
た
こ
と
の
発
見
せ
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
。

　　

し
か
し
物
を
観
る
と
い
ふ
こ
と
は
各
自
一
様
で
は
無
い
。
吾
儕
は
相

異
な
る
器
官
を
有
し
、
相
異
な
る
本
能
の
発
展
に
依
つ
て
、
各
自
の
生

を
営
み
つ
ゝ
あ
る
。
そ
こ
で
、
斯
の
物
を
観
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
れ

を
押
進
め
て
行
く
人
に
は
、
極
め
て
特
有
な
世
間
観
を
抱
か
せ
る
や
う

な
場
合
も
出
来
て
来
る
。
そ
こ
ま
で
行
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
則
ち
一

生
面
を
開
い
た
も
の
だ（
注
二
〇
）

。

　
「
多
く
は
先
人
か
ら
の
あ
る
定
ま
つ
た
観
か
た
に
據
る
」
こ
と
か
ら
の
脱
却

を
試
み
る
べ
き
と
す
る
内
容
は
、
子
規
の
『
若
菜
集
』
に
対
す
る
批
判
へ
の
応

答
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
「
先
入
主
と
成
つ
た
觀
か
た
を
離
れ
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て
物
を
観
る
」
と
「
何
人
も
未
だ
氣
付
か
ず
に
見
逃
し
て
置
い
た
こ
と
の
発
見

せ
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
藤
村
は
、こ
の
頃
、自
身
の
作
品
が
「
何

人
も
未
だ
気
付
か
ず
に
見
逃
し
て
置
い
た
こ
と
」
を
発
見
す
る
表
現
と
な
っ
て

い
る
、ま
た
な
り
つ
つ
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
藤
村
に
と
っ
て「
物

を
観
る
」
こ
と
は
先
人
の
定
ま
っ
た
見
方
、
表
現
を
離
れ
、
自
ら
の
表
現
を
発

見
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
藤
村
が
〈
写
生
〉
に
見
出
し
た
の
は
唯
一
無

二
の
自
身
の
「
本
能
」
を
元
に
し
た
表
現
へ
の
期
待
で
あ
り
、
描
写
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
重
要
だ
っ
た
の
が
「
各
自
一
様
で
は
無
い
」
よ
う
な

「
心
の
働
」
に
よ
っ
て
「
物
を
観
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
一
月
一
日
「
ア
ル
ス
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ

た
「
言
葉（
注
二
一
）
」（『
春
を
ま
ち
つ
ゝ
』
ア
ル
ス
、大
正
一
四
［
一
九
二
五
］
年
収
録
）

に
は
「
詩
を
新
し
く
す
る
こ
と
は
、
私
に
取
つ
て
は
言
葉
を
新
し
く
す
る
と
同

じ
意
味
で
あ
つ
た
」、「
旧
い
言
葉
を
壊
さ
う
と
す
る
の
は
無
駄
な
骨
折
だ
。
ほ

ん
た
う
に
自
分
等
の
言
葉
を
新
し
く
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
旧
い
言
葉
は
既

に
壊
れ
て
居
る
。」
と
記
さ
れ
る
。「
旧
い
言
葉
」
か
ら
の
脱
却
、
言
葉
そ
の
も

の
を
生
き
た
表
現
に
す
る
こ
と
を
藤
村
が
目
指
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
藤
村
が

詩
か
ら
小
説
へ
形
式
を
移
行
さ
せ
た
こ
と
は
「
自
分
の
言
葉
を
新
し
く
す
る
」

こ
と
を
目
指
し
た
た
め
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。〈
写
生
〉
に
目
を
向
け
た
の

は
松
井
の
言
う
よ
う
に
現
状
の
表
現
の
克
服
を
目
指
し
た
た
め
と
捉
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
根
源
は
、
子
規
に
批
判
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
藤
村
自
身

の
言
葉
へ
の
取
り
組
み
が
あ
っ
た
。「
詩
は
日
本
の
言
葉
に
は
適
し
な
い
と
さ

へ
考
へ
ら
れ
た
時
代（
注
二
二
）
」
に
お
い
て
、
日
本
の
言
葉
、
表
現
を
新
し
く
し
、「
詩

を
新
し
く
す
る
こ
と
」、
藤
村
の
小
説
へ
の
移
行
、
ま
た
〈
写
生
〉
へ
の
試
み

は
こ
の
時
点
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
取
り
組
み
が
集
中
的
に
行
わ
れ
た
の
が
小
諸
で
の
七
年
間
と
い

え
よ
う
。
そ
の
取
り
組
み
の
一
つ
が
、
小
諸
周
辺
の
自
然
や
人
々
を
写
し
た
原

「
ス
ケ
ッ
チ
」
だ
っ
た
。
こ
れ
を
元
に
藤
村
は
『
破
戒
』
を
描
き
、
新
し
い
言

葉
の
獲
得
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
か
ら
一
〇
年
程
経
っ
て
書
か
れ
た
『
千
曲
川
の
ス

ケ
ッ
チ
』
も
『
破
戒
』
と
同
様
に
新
し
い
言
葉
の
獲
得
を
目
指
し
た
も
の
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
先
に
示
し
た
小
文
「
写
生
」
と
「
觀
る
こ
と
と
書
く
こ
と
」
は

『
春
』
執
筆
の
時
か
ら
『
家
』
執
筆
に
か
け
て
書
か
れ
た
。
そ
こ
に
は
『
破
戒
』

発
表
後
か
ら
小
説
家
と
し
て
の
名
を
確
か
に
し
て
い
く
三
年
間
が
あ
る
が
、「
物

を
觀
る
こ
と
」
に
対
す
る
意
識
は
通
底
し
て
い
る
。
加
え
て
こ
の
二
作
品
は
原

「
ス
ケ
ッ
チ
」
か
ら
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
一
〇
年
の
間
に
書
か
れ
、「
物

を
觀
る
こ
と
」
の
意
識
が
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
根
柢
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
作
品
が
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
称
さ
れ

て
い
る
点
だ
。
藤
村
の
「
写
生
」
の
試
み
の
出
発
点
は
絵
画
だ
っ
た
。
よ
り
絵

画
を
思
わ
せ
る
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
称
し
た
こ
と（
注
二
三
）

、
そ
れ
は
よ
り
自
ら
の
理
想
の

表
現
へ
向
か
う
意
識
を
込
め
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
藤
村
の
〈
写
生
〉
と
〈
ス
ケ
ッ
チ
〉

　
　

―
「
雲
」
と
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
比
較
か
ら

　

本
章
で
は
小
諸
時
代
の
藤
村
の
〈
写
生
〉
の
叙
述
と
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

の
叙
述
を
比
較
す
る
こ
と
で
、原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
か
ら
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

の
変
化
を
確
認
す
る
。「
物
を
観
る
こ
と
」
に
対
す
る
意
識
が
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」

か
ら
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
ま
で
通
底
し
て
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
叙
述

は
相
似
す
る
は
ず
で
あ
る
。し
か
し
実
際
は
そ
の
叙
述
に
改
変
が
加
え
ら
れ
た
。
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〈
写
生
〉
と
〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
相
違
に
注
目
し
、藤
村
が
重
要
と
し
た
「
心
の
働
」

の
叙
述
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
は
現
在
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
同
時
期
に
書

か
れ
、
小
諸
時
代
の
写
生
の
特
徴
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
雲
の

観
察
記
録
「
雲
」（『
天
地
人
』（
四
〇
）
明
治
三
三
［
一
九
〇
〇
］
年
八
月
）

を
取
り
上
げ
る（
注
二
四
）
。

夏
雲
に
緑
蔭
ほ
ど
の
お
も
し
ろ
さ
あ
り
と
せ
ば
、
秋
雲
に
黄
葉
ほ
ど
の
味

ひ
は
あ
り
ぬ
べ
し
。
秋
の
空
は
高
く
澄
み
わ
た
り
て
、
夏
の
ご
と
き
多

量
の
水
蒸
気
の
上
る
こ
と
な
く
、
又
夏
の
ご
と
き
強
盛
な
る
光
線
の
直

射
を
受
く
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
白
色
、
淡
黄
色
、
も
し
く
は
灰
色
の
陰

な
せ
る
雲
の
な
が
め
も
、
お
の
づ
と
淡
き
煙
の
ご
と
く
に
見
え
ぬ
。
夏

は
空
あ
ま
り
に
明
か
な
り
。
ゆ
ゑ
に
白
き
水
蒸
気
の
群
ま
で
も
見
え
透

き
て
、か
へ
り
て
清
澄
を
欠
く
な
る
べ
し
。
秋
は
日
の
光
漸
く
斜
め
な
り
、

ゆ
ゑ
に
水
蒸
気
の
目
を
遮
る
こ
と
薄
く
し
て
、
次
第
に
天
の
高
き
を
致

す
な
る
べ
し（
注
二
五
）
。

　
〈
写
生
〉
を
「
物
を
観
る
稽
古
」
と
藤
村
が
表
現
し
た
よ
う
に
、
作
品
「
雲
」

は
主
に
観
察
し
た
雲
の
色
の
変
化
が
細
か
く
記
録
さ
れ
、
引
用
部
分
で
は
夏
と

秋
の
空
の
様
子
の
違
い
、
水
蒸
気
の
有
無
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。「
雲
」
の

最
後
に
は
「
さ
き
に
雲
の
研
究
と
い
へ
ば
、
形
状
と
色
彩
と
に
の
み
行
く
べ
き

も
の
に
思
へ
り
き
。
今
は
光
線
と
空
気
と
よ
り
し
て
、
別
に
辿
り
入
る
べ
き
細

道
の
あ
る
を
覚
り
ぬ
」
と
あ
り
、
雲
の
成
り
立
ち
や
空
と
の
関
わ
り
に
も
関
心

を
示
し
て
い
る
。
当
時
藤
村
は
「
ダ
ル
ウ
ィ
ン
が
「
種
の
起
源
」
や
「
人
間
と

動
物
の
表
情
」
な
ぞ
の
さ
か
ん
な
自
然
研
究
の
精
神
に
動
か
さ
れ
、
心
理
学
者

サ
レ
エ
の
児
童
研
究
に
も
動
か
さ
れ
」「
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
コ
サ
ッ
ク
ス
」
や

「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
二
ナ
」、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
「
罪
と
罰
」
に
「
シ
ベ
リ
ア

の
記
」、
フ
ロ
オ
ベ
ル
の
「
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
夫
人
」、
そ
れ
に
イ
ブ
セ
ン
の
「
ジ
ョ

ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
」」（「『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
奥
書
」）
等

の
本
を
読
み
、
近
代
科
学
の
精
神
と
方
法
に
触
れ
て
お
り
、「
雲
」
に
み
ら
れ

る
科
学
的
な
観
察
と
考
察
は
こ
れ
ら
の
影
響
と
も
思
わ
れ
る
。

　

小
文
「
写
生
」
で
藤
村
が
自
ら
言
う
に
は
、「
物
を
み
る
た
め
の
稽
古
」
と

し
て
「
写
生
の
方
法
を
採
」
り
、
そ
の
写
生
は
「
局
部
を
視
る
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
始
め
て
（
略
）
し
だ
い
に
其
物
の
「
真
」
を
得
る
と
い
ふ
方
へ
近
づ
こ
う

と
心
掛
け
た
」
も
の
と
な
っ
た
。「
雲
」
で
は
水
蒸
気
の
有
り
様
と
言
っ
た
科

学
的
な
事
実
の
記
述
、
季
節
や
時
間
の
変
遷
に
よ
る
雲
の
色
彩
の
変
化
を
詳
細

に
書
き
表
し
、ま
さ
に
雲
の
「
真
」
を
得
よ
う
と
し
た
書
き
方
と
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
「
夏
雲
に
緑
蔭
ほ
ど
の
お
も
し
ろ
さ
あ
り
と
せ
ば
、
秋
雲
に
黄
葉
ほ
ど

の
味
ひ
は
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
い
っ
た
描
写
主
体
の
感
想
や
思
考
を
も
記
述
し
、

考
え
の
変
遷
を
も
記
録
す
る
。
こ
れ
が
藤
村
の
〈
写
生
〉
の
方
法
だ
っ
た（
注
二
六
）
。

　

恐
ら
く
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
も
同
様
に
季
節
や
時
間
の
変
遷
に
よ
る
小
諸
周
辺

の
自
然
や
人
々
の
変
化
を
詳
細
に
記
録
し
、
科
学
的
事
実
の
記
述
、
描
写
主
体

の
考
え
の
変
遷
の
記
述
に
よ
っ
て
観
察
対
象
そ
の
も
の
を
書
き
表
そ
う
と
す
る

記
述
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

次
に
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
の
記
述
を
確
認
す
る
。「
麦
畠
」（
そ
の
二
）

を
引
用
す
る
。

青
い
野
面
に
は
蒸
す
よ
う
な
光
が
満
ち
て
い
る
。
彼
方
此
方
の
畠
側
に

あ
る
樹
木
も
活
々
と
し
た
新
葉
を
着
け
て
い
る
。
雲
雀
、
雀
の
鳴
声
に

混
っ
て
、
鋭
い
ヨ
シ
キ
リ
の
声
も
聞
え
る
。
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火
山
の
麓
に
あ
る
大
傾
斜
を
耕
し
て
作
っ
た
こ
の
辺
の
田
畠
は
す
べ

て
石
垣
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
そ
の
石
垣
は
今
は
雑
草
の
葉
で
飾
ら

れ
る
時
で
あ
る
。
石
垣
と
共
に
多
い
の
は
、
柿
の
樹
だ
。
黄
勝
な
、
透

明
な
、
柿
の
若
葉
の
か
げ
を
通
る
の
も
心
地
が
好
い
。

　
　
　
（
略
）

　

田
圃
側
の
草
の
上
に
は
、
土
だ
ら
け
の
足
を
投
出
し
て
、
あ
お
の
け

さ
ま
に
寝
て
い
る
働
き
労
れ
た
ら
し
い
男
が
あ
っ
た
。
青
麦
の
穂
は
黄

緑
に
熟
し
か
け
て
い
て
、
大
根
の
花
の
白
く
咲
き
乱
れ
た
の
も
見
え
る
。

私
は
石
垣
や
草
土
手
の
間
を
通
っ
て
石
塊
の
多
い
細
道
を
歩
い
て
行
っ

た
。
そ
の
う
ち
に
与
良
町
に
近
い
麦
畠
の
中
へ
出
て
来
た
。

　

若
い
鷹
は
私
の
頭
の
上
に
舞
っ
て
い
た
。
私
は
あ
る
草
の
生
え
た
場

所
を
選
ん
で
、土
の
に
お
い
な
ど
を
嗅
ぎ
な
が
ら
、そ
こ
に
寝
そ
べ
っ
た
。

水
蒸
気
を
含
ん
だ
風
が
吹
い
て
来
る
と
、
麦
の
穂
と
穂
が
擦
れ
合
っ
て
、

私
語
く
よ
う
な
音
を
さ
せ
る
。
そ
の
間
に
は
、畠
に
出
て「
サ
ク
」を
切
っ

て
い
る
百
姓
の
鍬
の
音
も
す
る
…
…
耳
を
澄
ま
す
と
、
谷
底
の
方
へ
落
ち

て
行
く
細
い
水
の
響
も
伝
わ
っ
て
来
る
。
そ
の
響
の
中
に
、
私
は
流
れ
る

砂
を
想
像
し
て
み
た
。
し
ば
ら
く
私
は
そ
の
音
を
聞
い
て
い
た
。
し
か

し
、私
は
野
鼠
の
よ
う
に
、独
り
で
そ
う
長
く
草
の
中
に
は
居
ら
れ
な
い
。

乳
色
に
曇
り
な
が
ら
光
る
空
な
ぞ
は
、私
の
心
を
疲
れ
さ
せ
た
。
自
然
は
、

私
に
取
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
長
く
熟
視
め
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
も

の
だ
…
…
ど
う
か
す
る
と
逃
げ
て
帰
り
た
く
成
る
よ
う
な
も
の
だ
。

　

で
、復
た
私
は
起
き
上
が
っ
た
。
微
温
い
風
が
麦
畠
を
渡
っ
て
来
る
と
、

私
の
髪
の
毛
は
額
へ
掩
い
冠
さ
る
よ
う
に
成
っ
た
。
復
た
帽
子
を
冠
っ

て
、
歩
き
廻
っ
た
。

　

畑
の
間
に
は
い
る
子
供
も
あ
っ
た
。
手
甲
を
は
め
、浅
黄
の
襷
を
掛
け
、

腕
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
働
い
て
い
る
女
も
あ
っ
た
。
草
土
手
の
上
に
寝

か
さ
れ
た
乳
吞
児
が
、
急
に
眼
を
覚
ま
し
て
泣
出
す
と
、
若
い
母
は
鍬

を
置
い
て
、
そ
の
児
の
方
へ
馳
け
て
来
た
。
そ
し
て
、
畠
中
で
、
大
き

な
乳
房
の
垂
下
っ
た
懐
を
さ
ぐ
ら
せ
た
。
私
は
無
心
な
絵
を
見
る
心
地

が
し
て
、
し
ば
ら
く
そ
こ
に
立
っ
て
、
こ
の
母
子
の
方
を
眺
め
て
い
た
。

草
土
手
の
雑
草
を
刈
取
っ
て
そ
れ
を
背
負
っ
て
行
く
老
婆
も
あ
っ
た
。

　
「
麦
畠
」で
は
小
諸
地
域
の
田
畑
の
様
子
が
写
さ
れ
る
。ま
ず
光
が
満
ち
た「
青

い
野
面
」
全
体
を
写
し
取
り
、
降
り
注
ぐ
光
の
中
の
一
面
の
畑
、
そ
の
そ
ば
の

新
葉
を
揺
ら
す
木
々
を
捉
え
、
続
い
て
雑
草
で
飾
ら
れ
た
石
垣
と
柿
の
樹
が
あ

り
、「
私
」
は
そ
の
柿
の
樹
の
若
葉
の
か
げ
の
道
を
通
っ
て
麦
畑
に
辿
り
つ
く
。

「
私
」
は
寝
そ
べ
っ
て
「
土
の
に
お
い
」、「
水
蒸
気
を
含
ん
だ
風
」、「
麦
の
穂

と
穂
が
擦
れ
合
」
う
音
、「
百
姓
の
鍬
の
音
」、「
谷
底
の
方
へ
落
ち
て
行
く
細

い
水
の
響
」
を
感
じ
、
立
ち
上
が
り
ま
た
歩
き
廻
る
と
そ
こ
に
は
子
ど
も
や
働

く
女
性
達
が
い
る
の
が
見
え
る
。

　

こ
の
中
で
特
に「
私
」が「
無
心
な
絵
を
見
る
心
地
が
し
て（
略
）眺
め
て
い
た
」

母
子
を
取
り
上
げ
る
と
、
書
き
手
が
写
生
し
た
の
は
、
湿
っ
た
空
気
に
生
暖
か

さ
を
感
じ
る
風
が
吹
く
晩
春
の
麦
畠（
注
二
七
）

で
、「
襷
を
掛
け
、
腕
を
あ
ら
わ
に
し
て
、

働
い
て
い
る
」「
若
い
母
」
が
泣
出
し
た
児
へ
乳
を
飲
ま
せ
る
姿
で
あ
る
。「
馳

け
て
来
」
て
「
畠
中
で
、
大
き
な
乳
房
の
垂
下
っ
た
懐
を
さ
ぐ
ら
せ
」
る
、
そ

の
忙
し
さ
に
母
親
の
大
胆
さ
と
愛
情
を
思
わ
せ
る
。
土
の
に
お
い
の
す
る
湿
っ

た
空
気
と
差
し
込
む
光
、「
青
麦
の
穂
は
黄
緑
に
熟
し
か
け
て
い
て
、
大
根
の

花
の
白
く
咲
き
乱
れ
た
」
光
景
は
非
常
に
生
命
力
に
満
ち
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
「
私
」
の
視
点
か
ら
麦
畑
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
麦
畑
の

風
景
が
「
私
」
の
心
地
よ
さ
、
嗅
覚
、
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
等
で
捉
え
ら
れ
、
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移
動
す
る
に
し
た
が
っ
て
麦
畑
の
内
部
に
入
り
込
み
、
立
ち
働
く
人
々
を
写
し

取
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
引
用
部
分
の
後
の
箇
所
で
「
Ｋ
君
」
と
い
う
若
者
が
登

場
す
る
。「
麦
畠
」
の
叙
述
は
麦
畑
に
入
る
と
こ
ろ
か
ら
次
第
に
農
民
達
の
生

活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
く
流
れ
に
な
っ
て
お
り
、視
点
の
移
動
に
よ
っ
て「
局

部
を
視
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
の
叙
述
を
先
の
「
雲
」
と
比
較
す
る
と
、
自
然
や

農
民
達
を
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て
詳
細
に
記
録
す
る
と
い
っ
た
「
局
部
」
へ
の

視
点
は
同
様
と
い
え
る
。
ま
た
「
雲
」
同
様
に
自
然
等
を
描
写
す
る
際
に
直
喩

は
用
い
ら
れ
る
が
、「
私
」
の
周
囲
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
記
す
と
い
う
書
き
方

が
多
く
み
ら
れ
る
。
一
番
の
相
違
は
「
雲
」
に
お
い
て
文
中
に
対
象
化
さ
れ
な

か
っ
た
描
写
主
体
が
、「
私
」
と
し
て
対
象
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

下
山
孃
子
は
『
近
代
作
家 

島
崎
藤
村
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
に
お

い
て
、
藤
村
の
〈
写
生
〉
は
「
対
象
で
あ
る
物
と
作
者
の
眼
と
の
間
に
「
…
…

の
趣
」「
…
…
に
似
」
る
、
と
い
う
形
で
一
種
の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
か
る
。
こ

れ
は
言
わ
ば
、
藤
村
が
物
の
本
質
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
い
う
認
識
の
上
の

問
題
に
入
り
込
む
わ
け
で
、
作
者
の
こ
の
場
合
の
眼
の
位
置
は
、
子
規
の
そ
れ

に
較
べ
比
較
的
不
明
瞭
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
藤
村
が
「
あ
く
ま
で

も
、
小
説
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
自
己
の
問
題
を
追
及
す
べ
く
、
そ
の
為
の
方

法
と
し
て
の
〈
写
生
〉
と
い
う
意
識
を
取
り
去
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ

と
に
も
結
び
付
い
て
行
く
」
と
考
察
す
る（
注
二
八
）
。

　

こ
の
こ
と
を
本
稿
の
文
脈
で
言
い
換
え
る
と
、
藤
村
が
写
生
時
代
に
書
い
た

「
雲
」
で
は
「
お
の
づ
と
淡
き
煙
の
ご
と
く
に
見
え
ぬ
」
と
、直
喩
と
文
末
「
見

え
ぬ
」
に
よ
っ
て
藤
村
自
身
の
感
覚
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
見
え
た
こ
と
が
叙

述
さ
れ
、
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
く
書
き
手
の
捉
え
方
、
認
識
と
い
う
「
一
種

の
フ
ィ
ル
タ
ー
」
が
か
か
っ
た
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
下
山
は
そ
れ
は
藤

村
が
〈
写
生
〉
を
方
法
と
し
て
捉
え
た
た
め
と
し
て
お
り
、
小
文
「
写
生
」
に

お
い
て
「
物
を
み
る
た
め
の
稽
古
」
と
し
て
「
写
生
の
方
法
を
採
つ
た
」
と
言

う
藤
村
の
言
葉
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
心
の
働
」
を
重
要
と
し
た
藤
村
の
写
生
の

叙
述
に
書
き
手
の
認
識
を
示
す
フ
ィ
ル
タ
ー
が
入
る
こ
と
は
当
然
と
い
え
る
。

加
え
て
、
フ
ィ
ル
タ
ー
を
叙
述
に
描
き
出
す
こ
と
で
、〈
写
生
〉
を
行
う
描
写

主
体
の
自
己
、
つ
ま
り
「
心
の
働
」
を
も
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
藤
村
に
と
っ

て
対
象
を
捉
え
る
人
物
の
「
心
の
働
」
を
追
求
す
る
こ
と
を
〈
写
生
〉
の
方
法

を
と
る
こ
と
で
行
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
で
は
そ
の
眼
を
持
つ
描
写
主
体
が
「
私
」

と
し
て
出
現
し
た
。
眼
の
み
で
な
く
、
五
感
に
よ
っ
て
事
物
を
記
述
し
、
小
諸

周
辺
を
歩
き
廻
り
、
人
々
と
関
わ
り
を
も
つ
「
私
」
は
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て

書
き
表
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
一
個
人
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
私
」

の
出
現
は
〈
写
生
〉
を
行
う
視
点
の
認
識
を
叙
述
の
上
に
具
現
化
す
る
こ
と
で

あ
り
、各
自
同
一
で
は
な
い
「
心
の
働
」
を
描
き
出
そ
う
と
い
う
試
み
だ
っ
た
。

〈
写
生
〉
か
ら
時
を
経
た
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
至
っ
て
藤
村
は
、
事
物

を
自
ら
の
「
心
の
働
」
に
よ
る
言
葉
で
表
そ
う
と
す
る
「
私
」
と
そ
の
「
私
」

に
よ
る
〈
写
生
〉
の
記
述
を
叙
述
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
藤
村
の
〈
ス
ケ
ッ

チ
〉
で
あ
っ
た
。

　
〈
写
生
〉
と
〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
は
共
に
観
察
対
象
と
描
写
主
体
が
相
対
化
さ
れ

た
叙
述
が
な
さ
れ
、そ
の
も
の
の
「
真
」
を
得
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
ら
れ
た
。

加
え
て
こ
の
〈
写
生
〉
と
〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
双
方
の
叙
述
は
観
察
す
る
者
の
「
心

の
働
」
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
読
者
に
対
し
て
描
写
主
体
を
意
識
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
相
対
化
の
方
法
と
し
て
〈
写
生
〉
で
は
叙
述
に

フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
る
こ
と
で
描
写
主
体
の
眼
を
示
し
た
の
に
対
し
、〈
ス
ケ
ッ

チ
〉
で
は
描
写
主
体
そ
の
も
の
が
「
私
」
と
し
て
対
象
化
さ
れ
た
。「
私
」
と
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し
て
対
象
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
描
写
主
体
の
眼
の
み
で
は
な
い
、「
心
の

働
」
そ
の
も
の
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
次
章
で
は
対
象
化
さ
れ
た

「
私
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
藤
村
が
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
い
て
行
っ

た
試
み
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅳ
．『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
描
写
主
体

　
　

―
〈
写
生
〉
す
る
「
私
」
を
語
る
「
私
」

　
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
は
〈
写
生
〉
す
る
主
体
で
あ
る
「
私
」
が
登
場
す
る
。

本
章
で
は
書
き
表
さ
れ
る
「
私
」
に
つ
い
て
考
察
し
、『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

に
お
け
る「
心
の
働
」を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
藤
村
が『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ

チ
』
に
お
い
て
行
っ
た
叙
述
の
試
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

最
初
に
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
文
の
特
徴
に
つ
い
て
書
か
れ
た
先
行
研

究
を
二
つ
確
認
し
よ
う
。
ま
ず
、永
井
聖
剛
は
「〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
を
読
む
―
『
千

曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
と
写
生
文
―（
注
二
九
）
」
に
お
い
て
、『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に

は
叙
述
が
作
者
と
読
者
の
「
視
点
同
化
の
た
め
の
「
覗
き
穴
」
の
役
割
を
担

い
、「
そ
の
「
作
者
」
と
二
重
化
さ
れ
た
視
点
か
ら
垣
間
見
え
る
も
の
が
点
描

さ
れ
て
い
く
」「
ま
な
ざ
し
の
共
有
化
」
に
よ
っ
て
、
読
者
と
作
者
が
同
一
の

も
の
を
見
て
い
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
写
生
文
の
文
体
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
と

い
う
。そ

の
同
質
性
（「
写
生
」
と
「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
同
質
性
こ
と
：
引
用
者
注
）

と
は
す
な
わ
ち
、「
写
生
」
も
「
ス
ケ
ッ
チ
」
も
、
観
察
者
と
し
て
の
主

体
と
表
現
さ
れ
る
客
体
の
分
離
を
基
盤
と
し
て
、
視
点
が
定
め
ら
れ
、
そ

こ
か
ら
見
え
る
事
象
が
平
面
に
投
射
さ
れ
る
、
と
い
う
認
識
を
基
盤
に

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
視
点
が
静
止
状
態
に
あ

れ
ば
、
視
界
内
に
あ
る
諸
事
象
が
脱
時
間
的
・
面
的
に
記
述
さ
れ
て
い
き
、

視
点
あ
る
い
は
対
象
の
側
が
運
動
し
て
い
る
場
合
は
、
物
語
世
界
内
の

時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
視
覚
が
と
ら
え
る
画
像
の
断
片
が
線
状
的
に
折

り
重
ね
ら
れ
て
い
く
さ
ま
を
記
述
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
そ
れ
は
観
察
者
の
（
視
覚
を
中
心
と
し
た
）
認
知
の
も
と
で

編
制
さ
れ
る
図
像
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
永
井
は
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
特
有
の
も
の
と
し
て
描
写
主
体

「
私
」の「
主
観
性
や
身
体
性
」の
描
写
が
強
く
叙
述
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
客

観
的
描
写
を
志
向
す
る
無
機
的
な
レ
ン
ズ
・
覗
き
穴
で
あ
る
こ
と
を
自
己
に
課

し
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
そ
れ
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
主
観
性
や

身
体
性
を
放
棄
す
る
こ
と
な
し
に
、な
ん
と
か
並
立
さ
せ
よ
う
と
」
し
て
お
り
、

「
君
」
に
対
す
る
要
求
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
読
者
の
受
容
を
制
度
化
し
よ

う
と
こ
こ
ろ
み
る
過
度
的
な
テ
ク
ス
ト
」
で
も
あ
る
と
位
置
付
け
る
。

　

こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
覗
き
穴
で
あ
ろ
う
と
す
る
「
私
」
の
語
り
の

中
に
「
主
観
性
や
身
体
性
」
の
描
写
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
永

井
は
こ
れ
を
「〈
写
生
・
ス
ケ
ッ
チ
〉
内
に
留
ま
っ
て
」「
写
生
」
の
窮
屈
さ
を

克
服
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
す
る
。

　

確
か
に
こ
の
特
徴
は
書
き
手
が
覗
き
穴
の
役
割
を
に
な
う
通
常
の
写
生
と
は

大
い
に
異
な
る
。
た
だ
、
藤
村
が
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
い
て
「
心
の

働
」
に
よ
る
言
葉
で
事
象
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
主
体
そ
の
も
の
を
描
き
出
そ

う
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、〈
写
生
〉
を
行
う
「
私
」
を
語
る
「
私
」
の
叙
述

が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
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つ
ま
り
、『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
い
て
写
生
を
行
う
描
写
主
体
「
私
」

の
叙
述
と
、そ
の
写
生
を
行
う
「
私
」
を
語
る
「
私
」
の
叙
述
が
混
在
し
て
い
る
。

「
私
」
が
小
諸
周
辺
を
観
察
し
記
述
す
る
〈
写
生
〉
と
、そ
の
写
生
を
行
う
「
私
」

と
い
う
人
物
を
一
個
体
と
し
て
観
察
す
る
記
述
と
が
、
選
択
さ
れ
た
語
り
の
中

に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
叙
述
の
中
で
「
私
」
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と

し
て
表
さ
れ
て
い
る
か
を
捉
え
る
こ
と
が
「
心
の
働
」
を
把
握
す
る
こ
と
と
な

る
。

　

次
に
示
す
の
は『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』単
体
で
は
な
い
が
、『
破
戒
』か
ら『
新

生
』
ま
で
の
文
体
の
変
化
を
追
っ
て
い
る
杉
山
康
彦
の
「
島
崎
藤
村
に
お
け
る

散
文
表
現（
注
三
〇
）
」
で
あ
る
。
杉
山
の
調
査
に
よ
る
と
、『
破
戒
』
で
は
「
丑
松
お
よ

び
そ
れ
を
ふ
く
む
世
界
は
超
絶
的
な
位
置
か
ら
表
現
さ
れ
る
」
が
、
表
現
主
体

は
「
作
中
人
物
丑
松
に
即
し
て
、
小
説
の
状
況
の
中
に
い
」
て
「
作
者
か
ら
自

立
し
、超
絶
し
て
い
る
」。
そ
の
表
現
主
体
と
作
者
の
関
係
は
「
表
現
主
体
（
丑

松
自
身
）
が
丑
松
を
め
ぐ
る
外
部
や
丑
松
の
外
部
か
ら
自
立
し
、
超
絶
し
て
い

る
そ
の
仕
方
と
全
く
相
似
で
あ
る
」。
つ
ま
り
作
品
内
に
お
い
て
「
表
現
主
体

の
位
置
の
転
換
と
い
う
も
の
は
な
く
、〈
見
る
〉
丑
松
と
〈
見
ら
れ
る
〉
外
界

は
常
に
相
対
峙
し
、
そ
の
関
係
は
永
遠
に
安
定
し
て
持
続
的
で
あ
」
り
、
そ
の

関
係
性
は
表
現
主
体
と
作
者
に
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
杉
山
は
『
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
け
る
表
現
主
体
「
私
」
も
『
破
戒
』
と
同
様
に
「
表
現
主
体

の
外
界
や
他
者
に
対
す
る
超
絶
的
立
ち
位
置
は
く
ず
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
」く
、

作
者
藤
村
同
様
に
「
私
」
は
「
こ
の
地
方
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
よ
そ
者
で

あ
り
、
彼
は
決
し
て
こ
の
地
方
の
一
生
活
者
と
し
て
、
こ
の
地
方
の
人
び
と
に

実
践
的
に
関
わ
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
、「
十
三
日
の
祇
園
」（「
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
」
そ
の
三
）
を
検
討
す
る
。
祭
当
日
の
授
業
の
休
講
を
巡
る
議
論
に

対
し
て
藤
村
が
「
ど
ち
ら
に
加
担
し
た
の
か
明
確
で
な
い
」
点
、「
祭
の
人
び

と
は
彼
の
ま
え
を
通
り
、
彼
は
も
っ
ぱ
ら
見
て
い
る
だ
け
」
で
「
人
ご
と
の
よ

う
に
語
ら
れ
る
」
点
を
指
摘
し
、
描
写
主
体
が
表
現
さ
れ
る
風
景
や
生
活
の
中

に
い
な
が
ら
も
自
ら
を
透
明
化
し
「
生
活
者
の
主
体
」
と
な
ら
な
い
存
在
と
す

る
。

　

確
か
に
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
描
写
主
体
は
生
活
の
中
に
い
な
が
ら
も

自
身
を
視
点
と
し
て
の
み
存
在
さ
せ
る
「
よ
そ
者
」
と
い
う
位
置
で
描
写
対
象

と
隔
た
っ
た
位
置
に
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
叙
述
さ
れ
る

「
私
」
の
語
り
と
、
作
中
に
示
さ
れ
る
「
私
」
と
で
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
点
だ
。

先
に
も
示
し
た
よ
う
に
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
は
写
生
を
行
う
「
私
」
の
語

り
と
、
そ
の
写
生
を
行
う
「
私
」
を
語
る
「
私
」
の
叙
述
が
混
在
し
て
い
る
。

「
私
」
の
語
り
は
あ
く
ま
で
観
察
す
る
者
と
し
て
観
察
さ
れ
る
も
の
と
の
距
離

を
保
ち
、小
諸
周
辺
の
自
然
と
農
民
達
と
は
超
絶
さ
れ
た
立
場
に
い
る
〈
写
生
〉

の
語
り
口
で
あ
り
、
杉
山
は
こ
れ
を
「
よ
そ
者
」
の
視
点
と
指
摘
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
語
り
を
行
っ
て
い
る
は
ず
の
「
私
」
は
、
観
察
さ
れ
る
も
の
と
し
て

の
小
諸
周
辺
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
に
存
在
す
る
者
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
「
山
荘
」（
そ
の
三
）
で
は
組
合
頭
で
あ
る
仕
立
屋
に
誘
わ

れ
て
山
荘
に
赴
い
た
際
、
山
荘
に
集
ま
っ
た
商
家
の
人
達
の
様
子
を
彼
ら
の
会

話
を
含
め
て
描
写
す
る
。
そ
の
描
写
に
「
私
」
の
介
入
は
見
ら
れ
な
い
が
、
商

家
の
人
達
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
彼
ら
と
関
わ
る
様
子
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　

池
を
一
廻
り
し
た
頃
、
番
頭
は
赤
い
顔
を
し
て
二
階
か
ら
降
り
て
来

た
。

「
先
生
、
勝
負
は
ど
う
で
し
た
ネ
」
と
仕
立
屋
が
尋
ね
た
。

「
二
番
と
も
、
こ
れ
サ
」

　

番
頭
は
鼻
の
先
へ
握
り
拳
を
重
ね
て
、
大
天
狗
を
し
て
見
せ
た
。
そ
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し
て
、
高
い
、
快
活
な
声
で
笑
っ
た
。

　

こ
う
い
う
人
達
と
一
緒
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
陰
気
な
山
の
中
で

私
は
時
を
送
っ
た
。
ポ
ツ
ポ
ツ
雨
の
落
ち
て
来
た
頃
、
私
達
は
こ
の
山

荘
を
出
た
。
番
頭
は
半
ば
酔
っ
た
様
子
で
、「
お
二
人
で
一
本
だ
、
相
合

傘
と
い
う
や
つ
は
ナ
カ
ナ
カ
意
気
な
も
の
で
す
か
ら
」

　

と
番
傘
を
出
し
て
貸
し
て
く
れ
た
。
私
は
仕
立
屋
と
一
緒
に
そ
の
相

合
傘
で
帰
り
か
け
た
。

　
「
も
う
一
本
お
持
ち
な
さ
い
」
と
言
っ
て
、
復
た
小
僧
が
追
い
か
け
て

来
た
。

　

語
り
の
上
で
は
確
か
に
「
私
」
は
見
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
あ
え
て
「
生
活

者
の
主
体
」
と
な
ろ
う
と
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
傘
を
め
ぐ
る
仕
立
屋
と
番
頭

と
小
僧
と
「
私
」
の
記
述
の
中
で
、「
私
」
は
小
諸
に
生
き
る
「
よ
そ
者
」
と

し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
酔
っ
た
様
子
で
相
合
傘
を
勧
め
る
番
頭
と
、
そ

の
言
葉
に
従
っ
て
「
私
」
と
帰
り
か
け
る
仕
立
屋
は
、多
少
の
図
々
し
さ
を
も
っ

て
「
私
」
と
い
う
存
在
を
許
容
す
る
。

　
〈
写
生
〉
す
る
「
私
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

内
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
小
諸
義
塾
の
教
師
と
い
う
立
場
で
あ
る
。『
千
曲
川

の
ス
ケ
ッ
チ
』
最
初
の
「
学
生
の
家
」（
そ
の
一
）
か
ら
「
私
は
今
、
小
諸
の

城
址
に
近
い
と
こ
ろ
の
学
校
で
、
君
と
同
年
位
な
学
生
を
教
え
て
い
る
」
と
そ

の
立
場
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
、「
学
窓
の
一
」（
そ
の
五
）
で
は
釈
迦
の
話
を

す
る
授
業
の
様
子
が
記
述
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
そ
の
六
」
に
至
っ
て
は
収
め
ら

れ
て
い
る
「
秋
の
修
学
旅
行
」「
甲
州
街
道
」「
山
村
の
一
夜
」「
高
原
の
上
」

す
べ
て
で
修
学
旅
行
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
学
校
の
同
僚
や
小
使

と
の
会
話
等
も
示
さ
れ
、
学
校
の
教
員
と
し
て
の
「
私
」
が
見
え
る
。

　

こ
の
教
師
と
い
う
立
場
は
小
諸
に
お
い
て
信
頼
と
期
待
を
農
民
達
か
ら
得
る

立
場
だ
っ
た
。「
山
に
住
む
人
々
の
二
」（
そ
の
十
一
）
に
は
「
一
体
に
こ
の
山

国
で
は
学
者
を
尊
重
す
る
気
風
が
あ
る
。
小
学
校
の
教
師
で
も
、
他
の
地
方
に

比
べ
る
と
、比
較
的
好
い
報
酬
を
受
け
て
い
る
。
又
、社
会
上
の
位
置
か
ら
言
っ

て
も
割
合
に
尊
敬
を
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
は
都
会
の
教
育
家
な
ど
の
比
で

は
な
い
」
と
、
小
諸
周
辺
の
人
び
と
の
学
習
に
熱
心
な
様
子
が
描
か
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
作
中
人
物
「
私
」
は
新
し
く
で
き
た
学
校
の
教
師
と
い
う
信
頼

と
期
待
と
に
よ
っ
て
、
小
諸
町
の
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
出
入
り
で
き
る
立

場
に
あ
る
。
こ
の
「
私
」
を
〈
写
生
〉
を
行
う
観
察
者
と
し
て
取
り
上
げ
れ
ば
、

農
民
や
農
村
の
自
然
と
は
隔
た
っ
た
場
所
か
ら
来
た
「
よ
そ
者
」
の
位
置
で
彼

ら
を
観
察
対
象
と
し
た
観
察
が
行
わ
れ
、
そ
の
対
象
と
「
私
」
は
分
離
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
私
」
も
小
諸
の
学
校
の
教
員
と
い
う
、
農
村
の
外
か
ら
来
た

観
察
す
る
主
体
と
し
て
明
確
に
相
対
化
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
私
」
は

作
中
人
物
と
し
て
観
察
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、観
察
さ
れ
る「
私
」は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
。

「
序
」
に
は
「「
も
っ
と
自
分
を
新
鮮
に
、そ
し
て
簡
素
に
す
る
こ
と
は
な
い
か
。」

／
こ
れ
は
私
が
都
会
の
空
気
の
中
か
ら
抜
け
出
し
て
、
あ
の
山
国
へ
行
っ
た
時

の
心
で
あ
っ
た
」
と
、
藤
村
が
都
会
か
ら
小
諸
へ
移
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て

い
る
。
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
口
ぶ
り
で
、
都
会
か
ら
田
舎
へ
抜
け
出
し
て
き
た

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
山
荘
」（
そ
の
三
）
で
は
「
私
」
は
小
諸
の

住
民
達
や
百
姓
と
の
関
わ
り
を
拒
ま
な
い
。「
農
夫
の
生
活
」（
そ
の
七
）
に

は
「
も
っ
と
も
っ
と
彼
等
を
よ
く
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
見
た
と
こ
ろ
、

Open
で
、
質
素
で
、
半
ば
野
外
に
さ
ら
け
出
さ
れ
た
よ
う
な
の
が
、
彼
等
の

生
活
だ
。
し
か
し
彼
等
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
隠
れ
た
、
複
雑
な
生
活
を

営
ん
で
い
る
こ
と
を
思
う
」「
百
姓
好
き
な
私
は
、ど
う
か
い
う
機
会
を
作
っ
て
、



（80）

都留文科大学大学院紀要　第27集（2023年 3 月）

彼
等
に
近
づ
く
こ
と
を
楽
み
と
す
る
」
と
、
農
民
達
の
生
活
へ
の
興
味
と
関
心

を
書
き
記
し
て
い
る
。

　
「
私
」
は
都
会
か
ら
田
舎
へ
教
員
と
し
て
赴
き
、
そ
こ
で
生
活
す
る
中
で
農

民
達
の
生
活
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
彼
等
と
関
係
を
築
く
こ
と
は
教

員
と
し
て
の
立
場
も
あ
ろ
う
が
、
意
図
し
て
彼
等
を
観
察
す
る
た
め
の
機
会
を

作
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
農
民
達
と
生
活
を
共
に
す
る
と
い
う
意
識
が
欠

け
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
さ
ら
に
自
然
描
写
は
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、「
私
」
は
小
諸
の
農
民
達
や
自
然
の
さ
ま
を
、
都
会
と

の
比
較
に
よ
っ
て
、
そ
の
異
様
さ
と
素
晴
ら
し
さ
を
書
き
表
そ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
例
え
ば
「
麦
畠
」（
そ
の
二
）
で
は
「
私
は
野
鼠
の

よ
う
に
、
独
り
で
そ
う
長
く
草
の
中
に
は
居
ら
れ
な
い
。
乳
色
に
曇
り
な
が
ら

光
る
空
な
ぞ
は
、
私
の
心
を
疲
れ
さ
せ
た
。
自
然
は
、
私
に
取
っ
て
は
、
ど
う

し
て
も
長
く
熟
視
め
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
だ
…
…
ど
う
か
す
る
と
逃
げ

て
帰
り
た
く
成
る
よ
う
な
も
の
だ
。」
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
「
学

生
の
家
」（
そ
の
一
）
で
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

Ｓ
と
い
う
学
生
は
小
原
村
か
ら
通
っ
て
来
る
。
あ
る
日
、
私
は
Ｓ
の
家

を
訪
ね
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
私
は
小
原
の
よ
う
な
村
が
好
き
だ
。
そ

こ
に
は
生
々
と
し
た
樹
蔭
が
多
い
か
ら
。
そ
れ
に
、
小
諸
か
ら
そ
の
村

へ
通
う
畠
の
間
の
平
か
な
道
も
好
き
だ
。

　

私
は
盛
ん
な
青
麦
の
香
を
嗅
ぎ
な
が
ら
出
掛
け
て
行
っ
た
。
右
に
も
左

に
も
麦
畠
が
あ
る
。
風
が
来
る
と
、
緑
の
波
の
よ
う
に
動
揺
す
る
。
そ

の
間
に
は
、
麦
の
穂
の
白
く
光
る
の
が
見
え
る
。
こ
う
い
う
田
舎
道
を

歩
い
て
行
き
な
が
ら
、
深
い
谷
底
の
方
で
起
る
蛙
の
声
を
聞
く
と
、
妙

に
私
は
圧
し
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
心
持
に
成
る
。
可
怖
し
い
繁
殖
の
声
。

知
ら
な
い
不
思
議
な
生
物
の
世
界
は
、
活
気
づ
い
た
感
覚
を
通
じ
て
、

時
々
私
達
の
心
へ
伝
わ
っ
て
来
る
。

　

小
原
村
が「
生
々
と
し
た
樹
蔭
が
多
い
か
ら
」「
好
き
だ
」と
い
う「
私
」は
、「
蛙

の
声
」
に
対
し
て
「
圧
し
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
心
持
に
成
る
」
と
い
う
。
そ
の

繁
殖
の
声
は
自
然
と
い
う
景
色
に
潜
む
生
物
の
生
々
し
い
存
在
を
「
私
」
に
伝

え
る
。「
麦
畠
」
に
お
い
て
草
む
ら
に
長
く
居
ら
れ
な
か
っ
た
「
私
」
は
、
自

然
を
身
体
で
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
景
観
と
し
て
「
好
き
」
だ
っ
た
自
を
生

物
の
世
界
と
認
識
す
る
。
ひ
い
て
は
農
民
達
へ
の
関
心
も
「
知
ら
な
い
不
思
議

な
生
物
の
世
界
」
を
知
ろ
う
と
い
う
心
持
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
〈
写
生
〉
は
こ
の
よ
う
な
「
私
」
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
。
教
員
と
し
て
農
民
達
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
信
頼
と
期
待
と
に
よ
っ
て

入
り
、
自
ら
「
よ
そ
者
」
と
い
う
認
識
の
も
と
に
観
察
す
る
。
蛙
の
声
を
「
可

怖
し
い
繁
殖
の
声
」
と
表
し
た
「
私
」
は
、
都
会
か
ら
抜
け
出
し
て
自
然
の
中

へ
赴
き
、
お
び
え
つ
つ
も
「
知
ら
な
い
不
思
議
な
生
物
の
世
界
」
へ
関
心
を
も

つ
「
心
の
働
」
に
よ
っ
て
小
諸
周
辺
の
自
然
と
農
民
達
を
書
き
表
す
。
都
会
と

は
隔
た
っ
た
異
様
な
世
界
と
、
自
然
の
中
に
生
き
る
農
民
達
を
、
自
ら
と
一
線

を
画
し
つ
つ
も
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
描
く
、「
私
」
の
「
心
の
働
」
に
よ
っ

て
書
き
表
さ
れ
た
〈
写
生
〉
で
あ
っ
た
。

Ⅴ
．
小
説
と
詩
の
間
と
し
て
の
〈
ス
ケ
ッ
チ
〉

　

小
諸
時
代
の
写
生
と
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
叙
述
を
比
較
し
、
す
で
に

小
諸
時
代
に
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
を
置
く
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
は
明
ら
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か
だ
ろ
う
。『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
書
き
終
わ
り
ま
で
を
詩
か
ら
小
説
へ

の
流
れ
の
中
に
置
く
と
、明
治
三
二（
一
八
九
九
）年
か
ら
大
正
元（
一
九
一
二
）

年
の
長
期
間
に
わ
た
る
形
式
移
動
の
試
み
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の

明
ら
か
な
違
い
は
「
私
」
の
記
述
で
あ
る
。『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
叙
述

は
写
生
す
る
「
私
」
と
そ
の
「
私
」
を
語
る
「
私
」
と
に
二
重
化
し
て
お
り
、

そ
れ
は
描
写
主
体
の
眼
だ
け
で
は
な
く
、「
心
の
働
」
そ
の
も
の
を
も
描
き
出

そ
う
と
い
う
試
み
と
も
い
え
る
。

　
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
け
る
「
私
」
は
「
私
」
を
語
る
「
私
」
に
よ
っ

て
主
観
性
、
身
体
性
が
叙
述
の
上
に
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
私
」

の
身
体
性
を
叙
述
で
語
り
、「
心
の
働
」
を
も
つ
「
私
」
の
〈
写
生
〉
を
書
き

表
し
た
こ
と
は
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
叙
述
に
お

い
て
「
私
」
を
混
在
さ
せ
る
「
君
」
と
い
う
宛
先
が
あ
る
こ
と
だ
。『
千
曲
川

の
ス
ケ
ッ
チ
』
は
「
私
」
か
ら
「
君
」
へ
の
私
信
で
あ
り
、「
私
」
が
見
た
千

曲
川
湖
畔
の
風
景
を
、
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
た
吉
村
樹
に
ま
る
で
共
に
見
て

い
る
よ
う
に
示
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に「
私
」か
ら「
君
」

へ
の
語
り
か
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
叙
述
の
位
置
が
写
生
す
る
「
私
」
か

ら
離
れ
不
分
別
の
時
点
の「
私
」の
語
り
と
な
る
。
例
え
ば「
青
麦
の
熟
す
る
時
」

（
そ
の
二
）
で
は
「
休
み
時
間
に
成
る
と
、
私
は
こ
の
小
使
を
つ
か
ま
え
て
は
、

耕
作
の
話
を
聞
い
て
み
る
」
と
、
そ
の
小
使
の
話
を
簡
単
に
記
述
す
る
。
そ
し

て
最
後
、「
南
風
が
吹
け
ば
浅
間
山
の
雪
が
解
け
、
西
風
が
吹
け
ば
畠
の
青
麦

が
熟
す
る
。
こ
れ
は
小
使
の
私
に
話
し
た
こ
と
だ
。
そ
う
言
え
ば
、
な
ま
ぬ
る

い
、
微
な
西
風
が
私
達
の
顔
を
撫
で
て
、
窓
の
外
を
通
る
時
候
に
成
っ
て
来
た
」

と
終
わ
る
。
こ
の
最
後
の
段
落
で
は
「
小
使
の
私
に
話
し
た
こ
と
だ
」
と
、「
君
」

に
語
る
「
私
」
が
統
括
的
に
小
使
の
言
葉
を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
後
で
「
そ
う

言
え
ば
、
…
…
成
っ
て
来
た
」
と
、
今
現
在
の
叙
述
を
行
う
の
で
あ
る
。
果
た

し
て
こ
の
今
は
い
つ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

重
要
な
の
は
、「
君
」
の
存
在
に
よ
っ
て
こ
の
叙
述
が
、
写
生
す
る
「
私
」

の
叙
述
が
語
る
「
私
」
の
叙
述
の
中
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
中
で
写
生
す
る
「
私
」
の
叙
述
は
語
る
「
私
」
と
同
一
の
語
り
の
時
点
に

は
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
、「
私
」
は
身
体
性
を
語
ら
れ
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で

描
写
視
点
と
し
て
あ
ろ
う
と
す
る
。『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
い
て
、「
私
」

か
ら
「
君
」
へ
の
私
信
と
い
う
形
式
が
、〈
写
生
〉
を
す
る
「
私
」
の
語
り
と
〈
写

生
〉
す
る
「
私
」
を
語
る
「
私
」
の
融
合
し
た
、
特
異
な
語
り
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
特
徴
を
含
む
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
を
詩
か
ら
小
説

へ
の
流
れ
の
上
に
再
度
位
置
付
け
る
と
、
詩
と
小
説
の
間
に
あ
る
、〈
ス
ケ
ッ

チ
〉
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。〈
写

生
〉
へ
の
試
み
の
先
に
小
説
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
に
お
け
る

描
写
主
体
の
出
現
と
、
そ
の
「
私
」
を
「
序
」
に
お
い
て
作
者
藤
村
と
結
び
つ

け
る
構
成
は
完
全
に
創
作
さ
れ
た
小
説
か
ら
は
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
い
づ
れ

に
し
て
も
、
藤
村
の
〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
試
み
は
「
心
の
働
」
を
描
き
出
そ
う
と

い
う
藤
村
の
試
行
錯
誤
の
あ
る
到
達
点
と
し
て
認
識
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

注
記

（
注
一
）『
破
戒
』（
自
費
出
版
、
明
治
三
六
［
一
九
〇
六
］
年
）。
明
治
三
四
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（
一
九
〇
一
）
年
に
第
四
詩
集
を
刊
行
し
て
か
ら
五
年
を
経
て
い
る
。
藤

村
が
「『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
奥
書
」（『
早
春
』
昭
和
一
一
［
一
九
三
六
］

年
）
に
記
し
た
第
四
詩
集
刊
行
か
ら
「
三
年
近
く
も
默
し
て
暮
す
や
う
に

な
り
、
い
つ
始
め
る
と
も
な
く
こ
ん
な
ス
ケ
ッ
チ
を
始
め
」
と
い
う
言

葉
を
信
じ
れ
ば
二
、三
年
程
の
期
間
を
執
筆
に
要
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
二
）『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』（
大
正
元
［
一
九
一
二
］
年
一
二
月
）
は
佐

久
良
書
房
よ
り
出
版
。
本
文
引
用
は
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』（
新
潮
社
、

昭
和
三
〇
［
一
九
五
五
］
年
）
に
よ
る
。

（
注
三
）『
文
學
』
二
（
一
二
）
一
九
三
四
年
一
二
月
。

（
注
四
）
島
崎
藤
村
『
藤
村
全
集
第
五
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
）
よ
り

引
用
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
注
五
）
伊
藤
一
夫
編
『
藤
村
事
典 

新
訂
版
』
明
治
書
院
、
一
九
八
二
年
。

（
注
六
）
島
崎
藤
村
『
藤
村
全
集
第
六
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
）
よ
り

引
用
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
注
七
）
三
好
行
雄
は
『
近
代
の
抒
情
』（
塙
書
房
、一
九
九
〇
年
）
に
お
い
て
、

藤
村
の
詩
作
が
常
に
旅
と
共
に
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
、「
生
活
の
空
間
か

ら
た
だ
よ
い
で
て
、
自
己
を
旅
人
＝
漂
泊
者
と
し
て
認
識
で
き
る
場
所

が
藤
村
の
抒
情
詩
に
は
必
要
」
で
あ
り
、
小
諸
時
代
に
家
の
問
題
、
夫

婦
間
の
問
題
に
直
面
し
た
藤
村
は
『
落
梅
集
』
に
お
け
る
「
旅
人
＝
漂

泊
者
と
い
う
詩
的
主
体
の
位
置
は
ほ
と
ん
ど
虚
構
に
ち
か
か
っ
た
」
と

し
、
詩
を
離
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
藤
村
が
現
実
に
直
面
し
組
み
込

ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
注
八
）
和
田
謹
吾
は
『
島
崎
藤
村
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
三
年
）「
第
二
章 

『
緑
葉
集
』」
に
お
い
て
、『
落
梅
集
』
か
ら
『
破
戒
』
刊
行
の
間
に
制
作

さ
れ
た
作
品
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
下
地
に
藤
村
が
小
諸
で
の

妻
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
強
ま
っ
た
「〈
男
の
嫉
妬
〉
と
か
、
女
を
信
じ

ら
れ
な
い
疑
心
と
か
」
が
あ
り
、「
そ
こ
に
あ
る
主
題
こ
そ
浪
漫
詩
で
は

表
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
藤
村
を
し
て
詩
か
ら
散
文
へ
移
ら
し
せ

た
も
の
」
と
す
る
。『
落
梅
集
』
か
ら
『
破
戒
』
ま
で
の
間
の
作
品
は
「
旧

主
人
」（『
新
小
説
』
明
治
三
五
年
一
一
月
）、「
藁
草
履
」（『
明
星
』
明

治
三
五
年
一
一
月
）、「
爺
」（『
小
天
地
』明
治
三
六
年
一
月
）、「
老
嬢
」（『
太

陽
』
明
治
三
六
年
六
月
）、「
水
彩
画
家
」（『
新
小
説
』
明
治
三
七
年
一
月
）、

「
椰
子
の
葉
蔭
」（『
明
星
』
明
治
三
七
年
三
月
）、「
津
軽
海
峡
」（『
新
小
説
』

明
治
三
七
年
一
二
月
）
の
七
篇
。

（
注
九
）
瀬
沼
茂
樹
「
島
崎
藤
村
集
Ⅰ
解
説
」（『
日
本
近
代
文
学
大
系
第
一
三

巻　

島
崎
藤
村
集
Ⅰ
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
中
丸
宣
明
「
島
崎

藤
村
、『
若
菜
集
』
前
後
―
〈
叙
事
詩
〉・〈
叙
情
詩
〉・〈
音
楽
〉」（
野
崎

嘉
正
編
『
詩
う
作
家
た
ち　

詩
と
小
説
の
あ
い
だ
』
至
文
堂
、
一
九
九
七

年
）
等
で
藤
村
の
「
雅
言
と
詩
歌
」
を
元
に
詩
の
韻
律
表
現
へ
の
試
み

と
断
念
を
示
し
て
い
る
。

（
注
一
〇
）
下
山
孃
子
『
近
代
の
作
家　

島
崎
藤
村
』
明
治
書
院
、二
〇
〇
八
年
。

「〈
緑
葉
〉〈
夏
草
〉の
テ
ー
マ
」に
つ
い
て
は
、「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」

に
お
い
て
「〈
緑
な
す
繁
縷
〉〈
若
草
〉
と
い
う
春
の
象
徴
、〈
青
草
〉〈
緑
葉
〉

ひ
い
て
は
〈
夏
草
〉
と
い
う
生
命
力
の
体
現
の
イ
メ
ー
ジ
に
連
な
る
者

の
存
在
が
、
詩
集
の
冒
頭
で
、
今
無
い
、
現
在
存
在
し
て
い
な
い
こ
と

の
確
認
か
ら
歌
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
詩
集
の
性
格
を
象
徴
す
る

一
つ
の
大
き
な
要
因
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て

「
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
わ
な
い
と
早
春
が
歌
え
な
い
こ
と
」
に
注

目
し
、
詩
に
お
い
て
こ
の
テ
ー
マ
が
否
定
に
よ
っ
て
し
か
歌
え
な
く
な
っ

た
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
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（
注
一
一
）「
文
學
に
志
し
た
頃
」（『
飯
倉
だ
よ
り
』
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）

年
収
録
）
に
「
少
年
時
代
か
ら
芭
蕉
が
好
で
」「
な
か
〱
そ
ん
な
若
い
年

頃
に
、
古
人
の
書
い
た
も
の
が
十
分
味
へ
る
筈
も
な
か
つ
た
が
、
で
も
あ

の
芭
蕉
な
ぞ
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
ど
う
か
し
て

あ
ゝ
い
ふ
詩
の
世
界
の
奥
を
知
り
た
い
と
努
め
た
結
果
、
何
時
の
間
に

か
私
は
（
略
）
こ
の
人
生
を
行
き
盡
し
た
や
う
な
圓
熱
の
境
地
に
あ
る

古
人
の
足
跡
を
ひ
た
す
ら
追
ひ
か
け
る
と
い
ふ
風
に
な
つ
て
居
た
」
と

あ
る
。
こ
の
他
、
藤
村
の
芭
蕉
に
関
す
る
記
述
は
多
い
。

（
注
一
二
）
下
山
孃
子
「
藤
村
と
東
京
音
楽
学
校
」『
島
崎
藤
村
研
究
』

（
二
九
）、
二
〇
〇
一
年
九
月
。

（
注
一
三
）
当
時
、
詩
歌
に
と
っ
て
韻
律
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。

『
若
菜
集
』
が
「
日
本
語
で
も
詩
が
書
け
る
こ
と
を
み
ご
と
に
実
証
し
た
」

詩
集
（
山
室
静
「
藤
村
詩
集
解
説
」『
日
本
近
代
文
学
大
系
第
十
五
巻 

藤

村
詩
集
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
）
と
称
さ
れ
る
の
は
、
漢
詩
で
は

な
い
「
詩
」、
欧
米
の
ポ
エ
ト
リ
ー
に
対
応
す
る
「
詩
」
が
日
本
に
お
い

て
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。『
若
菜
集
』
の
同
時

代
評
を
見
て
み
れ
ば
、「
新
體
詩
を
真
面
目
に
作
る
者
は
藤
村
な
り
。
新

體
詩
の
詩
想
に
俗
氣
を
脱
し
た
る
者
は
藤
村
な
り
。
新
體
詩
の
字
句
の

散
文
的
な
ら
ざ
る
者
は
藤
村
な
り
。」（
升
「
若
菜
集
の
詩
と
畫
」）
や
「
今

日
我
新
躰
詩
の
弊
た
る
、
辭
の
浅
薄
に
し
て
散
文
的
な
る
に
在
り
。
七
五

と
云
へ
五
七
と
云
ふ
も
、
平
順
に
し
て
變
化
な
く
、
倒
装
の
妙
を
缺
き
、

句
に
締
り
な
き
こ
と
殆
ん
ど
散
文
に
均
し
き
も
の
あ
り
。（
略
）
藤
村
は

此
點
に
於
て
殆
ん
と
成
功
せ
ん
と
す
る
も
の
ゝ
如
し
」（
橘
香
「
藤
村
の

『
若
菜
集
』」）
と
あ
り
、『
若
菜
集
』
の
評
価
の
一
つ
と
し
て
散
文
的
で

な
い
詩
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
詩
が
韻
律
を

重
要
と
し
た
こ
と
が
伺
え
よ
う
。『
若
菜
集
』
は
七
五
調
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
が
、
当
時
藤
村
が
問
題
と
し
た
の
は
む
し
ろ
五
七
、七
五
調
か
ら
離

れ
た
「
新
し
い
詩
歌
」
の
形
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
韻

律
を
も
っ
た
、
韻
文
に
よ
る
表
現
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
注
一
四
）
前
掲
六
。
小
文
「
写
生
」
は
『
新
片
町
よ
り
』（
佐
久
良
書
房
、
明

治
四
二
［
］
年
）
に
収
録
さ
れ
る
。

（
注
一
五
）
中
島
国
彦
「
藤
村
・
ミ
レ
ー
・
岩
村
透
―
小
諸
時
代
の
島
崎
藤

村
と
ミ
レ
ー
の
「
百
姓
画
」「
画
論
」」『
比
較
文
学
年
誌
』（
二
六
）

一
九
九
〇
年
三
月
。
こ
の
他
、
ラ
チ
ャ
ニ
ー
ウ
ォ
ン
・
チ
ャ
ー
ル
パ
ー
が

「
島
崎
藤
村
の
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
と
『
破
戒
』
に
お
け
る
農
民
像

と
ミ
レ
ー
の
影
響
」
に
お
い
て
、「『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
い
て
、

ミ
レ
ー
の
方
法
と
実
見
し
た
ミ
レ
ー
の
「
百
姓
画
」（
複
製
図
版
）
か
ら

の
影
響
が
、
ど
の
よ
う
な
点
に
現
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、『
千
曲

川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
け
る
農
民
像
に
ミ
レ
ー
作
品
か
ら
の
影
響
を
看

破
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
注
一
六
）
ラ
ス
キ
ン
の
『
近
世
画
家
論
』
は
風
景
画
の
巨
匠
タ
ー
ナ
ー
を
擁

護
す
る
た
め
に
書
か
れ
、
特
に
見
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
ラ

ス
キ
ン
は
著
作
に
お
い
て
「
タ
ー
ナ
ー
の
視
覚
的
な
事
実
に
対
す
る
正

確
な
認
識
力
を
擁
護
」
し
、「
タ
ー
ナ
ー
の
よ
う
に
描
く
に
は
、
あ
る
い

は
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
に
比
肩
し
う
る
ま
っ
た
く
新
し
い
作
品
を
描
く
に

は
、
ま
ず
目
と
手
を
鍛
え
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と

主
張
す
る
（
ジ
ョ
ー
ジ
・p.

ラ
ン
ド
ウ
著
、
横
山
千
晶
訳
『
ラ
ス
キ
ン

―
眼
差
し
の
哲
学
者
』
二
〇
一
〇
年
八
月
一
〇
日
、
日
本
経
済
評
論
社
）。

藤
村
の
自
然
へ
の
視
線
に
関
し
て
ラ
ス
キ
ン
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
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（
注
一
七
）
三
好
行
雄
「
解
説
」『
島
崎
藤
村
全
集　

第
二
巻
』
筑
摩
書
房
、

一
九
八
一
年
。

（
注
一
八
）
前
掲
一
〇
。

（
注
一
九
）松
井
貴
子「
藤
村
と「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」―
若
菜
集
と
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ

チ
―
」『
日
本
文
芸
学
』（
三
六
）
二
〇
〇
〇
年
三
月
。

（
注
二
〇
）
前
掲
六
。「
観
る
こ
と
と
書
く
こ
と
」
は
『
後
の
新
片
町
よ
り
』（
新

潮
社
、
大
正
二
［
一
九
一
三
］
年
）
に
収
録
さ
れ
る
。

（
注
二
一
）
島
崎
藤
村
『
藤
村
全
集
第
九
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
）
よ

り
引
用
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。「
言
葉
」
は
後
に
昭
和

五
（
一
九
三
〇
）
年
十
月
に
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
る
『
市
井
に
あ
り

て
』
収
録
の
「
言
葉
の
術
」
の
「
一
」
に
記
述
が
類
似
し
て
い
る
。
お

そ
ら
く「
言
葉
」を
初
稿
と
し
て
藤
村
が
書
き
直
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
注
二
二
）「
言
葉
の
術
」（『
市
井
に
あ
り
て
』
岩
波
書
店
、昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
。
島
崎
藤
村
『
藤
村
全
集
第
十
三
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
）

よ
り
引
用
。

（
注
二
三
）『
早
春
』
に
付
け
ら
れ
た
「『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
奥
書
」
に
は
「
こ

の
ス
ケ
ッ
チ
は
長
い
こ
と
發
表
し
な
い
で
置
い
た
も
の
で
あ
つ
た
。（
略
）

そ
の
中
か
ら
年
若
い
人
達
の
讀
み
物
に
適
し
さ
う
な
も
の
の
み
を
選
み

出
し
、
更
に
そ
れ
を
書
き
改
め
た
り
な
ぞ
し
て
、
明
治
の
末
の
年
か
ら

大
正
の
は
じ
め
へ
か
け
當
時
西
村
渚
山
君
が
編
輯
し
て
ゐ
る
博
文
館
の

雑
誌
『
中
学
世
界
』
に
毎
月
連
載
し
た
。『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
と
題

し
た
の
も
そ
の
時
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
。
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
「
ス
ケ
ッ

チ
」
と
題
し
た
の
は
連
載
開
始
時
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

（
注
二
四
）『
落
梅
集
』
収
録
。
藤
村
が
収
録
し
た
作
品
に
回
想
的
な
解
説
を
書

き
下
ろ
し
て
い
る
『
早
春
』（
昭
和
一
一
［
一
九
三
六
］
年
四
月
二
八
日
）

の
「
雲
」
の
解
説
に
「
こ
の
稿
を
草
す
る
頃
は
、す
で
に
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ

チ
を
始
め
か
け
て
ゐ
た
」
と
あ
り
、「
雲
」
と
原
「
ス
ケ
ッ
チ
」
は
同
時

期
に
試
み
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

（
注
二
五
）
島
崎
藤
村
『
藤
村
全
集
第
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
）
よ

り
引
用
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た

（
注
二
六
）
春
の
雲
の
色
が
次
第
に
明
る
く
紫
色
に
変
化
す
る
様
子
を
記
録
し

た
箇
所
で
は
清
少
納
言
『
枕
草
子
』
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
一
節
を

意
識
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
文
章
が
古
典
的
表
現
か
ら
の
脱
却
が

目
指
さ
れ
た
、
写
生
を
行
う
表
現
主
体
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
雲
」
を
描

き
出
そ
う
と
い
う
試
み
だ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
な
お
、『
若
菜
集
』
に

収
録
さ
れ
る
「
新
暁
」
の
雲
の
表
現
は
「
細
く
た
な
び
け
る
」「
あ
け
ぼ
の
」

と
い
う
言
葉
か
ら
こ
の
一
節
を
推
測
さ
せ
る
。
藤
村
詩
に
対
し
て
子
規

が
指
摘
し
た
表
現
の
類
似
性
か
ら
の
脱
却
を
も
意
識
し
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。
以
下
「
新
暁
」
の
第
一
連
を
引
用
。

紅
細
く
た
な
び
け
る

雲
と
な
ら
ば
や
あ
け
ぼ
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　

雲
と
な
ら
ば
や

（
注
二
七
）「
小
諸
の
四
季
は
四
月
、
五
月
を
春
と
し
、
六
月
、
七
月
、
八
月
を

夏
と
し
、
九
月
、
十
月
を
秋
と
し
て
、
十
一
月
よ
り
翌
三
月
の
終
ま
で

を
冬
と
す
べ
し
。
冬
季
は
五
カ
月
の
長
き
に
渡
る
な
り
。
春
は
都
よ
り

遲
き
こ
と
一
月
に
し
て
、
梅
花
漸
く
四
月
に
開
き
、
秋
は
都
よ
り
早
き

こ
と
一
月
に
し
て
、
霜
葉
既
に
十
月
に
紅
な
り
。
十
月
の
二
十
三
日
に

は
初
霜
野
邊
に
到
り
、
十
一
月
の
七
日
に
は
初
雪
浅
間
に
か
ゝ
り
ぬ
。」

（「
雲
」）
と
あ
る
。「
麦
畠
」
で
は
大
根
の
花
の
咲
く
頃
、
お
そ
ら
く
小

諸
で
の
五
月
か
ら
六
月
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
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「私」を語る「私」

（
注
二
八
）
前
掲
五
。
下
山
は
藤
村
と
正
岡
子
規
の
写
生
の
特
徴
を
ま
と
め
、

比
較
す
る
。
藤
村
と
子
規
の
写
生
は
違
い
が
あ
っ
た
が
、二
人
の
「
写
生
」

の
認
識
は
近
い
と
指
摘
す
る
。「
子
規
は
、
人
間
が
現
実
、
実
際
に
触
れ
、

そ
れ
を
認
識
し
て
写
す
、
表
現
す
る
に
当
た
っ
て
、
主
体
が
対
照
に
接

し
た
時
の
感
動
、
感
情
に
中
心
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
主
体
の
姿
勢
を
「
誠
」
と
か
「
真
心
」
と
か
「
精
神
」
と
呼
ぶ
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
子
規
が
「
あ
り
の
ま
ゝ
」
と
呼
ぶ
も
の
の
実
体
で
あ

る
」。
藤
村
も
同
様
に
「
対
象
を
主
体
の
感
情
、
認
識
の
度
合
い
に
よ
り

把
握
し
別
の
次
元
へ
映
し
出
す
方
法
」
を
「
写
生
」
と
し
、
そ
の
際
「
描

写
主
体
に
「
生
気
」
や
「
驚
異
の
念
」
が
欠
け
る
時
、
映
し
だ
さ
れ
る

も
の
が
「
死
ん
だ
記
録
」
の
よ
う
に
な
る
」。
共
に
「
写
生
」
を
行
う
こ
と
、

つ
ま
り
対
象
を
言
葉
と
し
て
表
す
こ
と
は
自
ら
の
認
識
の
も
と
に
写
す

こ
と
と
認
識
し
、
そ
の
上
で
そ
れ
を
行
う
描
写
主
体
の
心
持
を
重
要
視

し
て
い
た
。

（
注
二
九
）
永
井
聖
剛
「〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
を
読
む
―
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
と

写
生
文
―
」『
国
文
学
研
究
』（
一
二
一
）
一
九
九
七
年
三
月
。

（
注
三
〇
）
杉
山
康
彦
「
島
崎
藤
村
に
お
け
る
散
文
表
現
」『
散
文
表
現
の
構
造
』

三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
。

受
領
日
：
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
六
日

改
定
日
：
二
〇
二
二
年
一
一
月
二
八
日

受
理
日
：
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
二
日
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