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一
　
古
典
摂
取
の
態
度

　
こ
の
間
、
あ
る
人
に
会
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
話
が
出
た
。
ど
こ
か
の
宴
会

で
そ
の
人
が
日
蓮
宗
の
坊
さ
ん
に
逢
っ
た
ら
、
そ
の
坊
さ
ん
が
、
こ
の
頃
で

は
私
共
も
古
事
記
な
ん
か
を
よ
ま
な
い
と
も
の
が
云
え
な
い
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
五
・
一
五
頃
の
若
い
軍
人
は
殆
ど
日
蓮
宗
で
し
た
が
、
近
頃
は
あ
あ

い
う
連
中
が
誰
も
彼
も
古
事
記
を
読
み
ま
す
ん
で
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

そ
う
だ
。

　
岩
波
文
庫
に
古
事
記
が
出
て
い
て
、
岩
波
さ
ん
に
云
わ
す
と
、
あ
れ
は
実

は
改
版
し
た
い
の
だ
そ
う
だ
。
余
り
よ
く
な
い
と
出
版
社
の
良
心
か
ら
思
っ
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て
い
る
の
だ
そ
う
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
近
頃
は
あ
れ
が
出
て
、
刷
っ
て

も
刷
っ
て
も
売
り
切
れ
る
の
で
、
と
微
妙
な
痛
し
痒
し
を
経
験
し
て
い
る
ら

し
い
様
子
で
あ
る
と
も
聞
い
た
。

　
今
日
文
学
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
者
と
し
て
こ
れ
ら
の
話
を
き
く
と
、
な

か
な
か
面
白
い
も
の
が
あ
る
。

　
文
学
の
面
ば
か
り
に
こ
う
い
う
復
古
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

音
楽
の
方
で
も
、
例
え
ば
こ
の
間
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ケ
ム
プ
が
来
た
時
、
最
後

の
演
奏
会
の
日
に
即
興
曲
を
弾
い
て
貰
う
こ
と
と
な
り
、
聴
衆
か
ら
テ
ー
マ

を
求
め
た
。
そ
の
と
き
出
さ
れ
た
日
本
音
楽
か
ら
の
と
い
う
条
件
つ
き
の
テ

ー
マ
は
、
雅
楽
か
ら
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
で
あ
っ
た
。

　
今
日
の
日
本
の
文
学
の
動
き
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
、
古
典
研
究
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が
取
上
げ
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
、
特
に
こ
の
二
三
年
に
目
立
っ
て
来
た
現
象

で
あ
る
。
号
令
を
か
け
て
馬
に
の
る
人
々
も
、
文
学
的
な
感
情
を
ゆ
た
か
に

し
て
古
事
記
や
万
葉
集
を
読
む
と
し
た
ら
、
結
構
な
こ
と
と
云
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
化
の
全
面
を
社
会
の
現
実
の
有
様
と
照
ら
し

あ
わ
せ
て
眺
め
る
と
、
理
解
は
し
か
く
皮
相
、
単
純
な
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て

お
ら
れ
な
い
と
思
え
る
。
佐
佐
木
信
綱
氏
は
、
あ
あ
い
う
学
派
の
歌
人
と
し

て
万
葉
の
専
門
家
で
あ
り
、
研
究
著
書
、
註
解
な
ど
権
威
あ
る
労
作
が
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
ら
の
著
作
の
完
成
し
た
数
年
前
は
、
今
ほ
ど
万
葉
が
一
般
に
注

目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
林
房
雄
氏
、
小
林
秀
雄
氏
等
が
万
葉
の
精
神
な
ど

と
い
う
こ
と
は
当
時
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
雑
誌
『
コ
ギ
ト
』
に
よ
る
保
田
与
重
郎
氏
は
近
頃
、
以
上
の
人
々
と
は
又
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違
っ
た
陣
立
て
を
考
案
し
て
い
る
。
そ
の
陣
の
構
え
は
何
と
云
お
う
か
。
昨

年
二
月
の
二
十
六
日
に
東
京
駅
前
の
大
通
り
を
ず
っ
と
つ
き
当
り
の
広
場
の

方
へ
通
っ
た
通
行
人
は
、
あ
ち
ら
を
背
に
し
て
、
駅
に
向
っ
た
方
に
前
面
を

向
け
て
整
列
し
て
い
る
一
団
の
兵
を
、
余
程
後
に
な
っ
て
か
ら
、
「
今
か
ら

で
も
お
そ
く
な
い
」
と
云
っ
た
方
で
は
な
く
て
云
わ
れ
た
方
の
側
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
噂
を
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
文
学
の
古
典
研
究
の
陣
立
て
に
、
こ
う
い
う
兵
法
の
よ
う
な
も
の
を
思
い

泛
ば
せ
る
と
い
う
の
は
、
評
論
家
で
あ
る
保
田
氏
と
し
て
誇
る
に
足
る
こ
と

で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
二
三
年
前
、
文
学
に
お
け
る
古
典
の
摂
取
が
云
わ
れ
は
じ
め
た
時
分
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
退
潮
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
社
会
事
情
が
他
面
対
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立
的
な
文
学
に
も
貧
困
の
自
覚
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
文
芸
復
興

が
唱
え
ら
れ
、
古
典
の
摂
取
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
現
代
の
文
学
的
発
展

の
た
め
の
一
助
と
し
て
、
教
養
と
し
て
云
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
頃
に
於
て
も
、
古
典
を
ど
う
今
日
の
文
学
に
摂
取
し
て
ゆ
く
か
と
い

う
態
度
に
つ
い
て
は
当
然
二
様
の
立
場
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
古
典
が
文

学
と
し
て
発
生
し
た
歴
史
性
を
立
体
的
に
咀
嚼
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
滋
養
分

を
摂
取
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
発
展
的
、
批
判
的
摂
取
の
態
度
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
ど
ち
ら
か
と
云
う
と
外
部
的
に
、
様
式
、
文
脈

の
応
用
を
狙
っ
た
よ
う
な
古
典
の
ひ
も
と
き
か
た
を
し
て
ゆ
く
態
度
で
あ
っ

た
。
後
者
は
、
前
方
へ
の
進
展
の
見
と
お
し
と
そ
の
社
会
的
な
よ
り
ど
こ
ろ

を
見
失
っ
た
文
学
の
懐
古
的
態
度
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
時
代
の
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急
激
な
テ
ム
ポ
は
、
微
温
的
な
懐
古
調
を
、
昨
今
は
、
花
見
る
人
の
長
刀
的

こ
わ
も
て
の
も
の
に
し
、
古
典
文
学
で
今
日
の
文
学
を
黙
せ
し
め
よ
う
と
す

る
が
如
き
不
自
然
な
性
格
を
付
加
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
国
文
学
の
も
つ
地
の
利

　
日
本
文
学
の
古
典
が
、
今
日
の
文
学
の
現
実
的
な
進
み
を
助
け
る
力
と
し

て
よ
り
も
、
寧
ろ
そ
れ
を
制
し
と
ど
め
る
よ
う
な
力
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て

来
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
部
の
社
会
情
勢
が
し
か
ら
し
め
て
い
る
こ
と

は
勿
論
云
う
ま
で
も
な
い
。
真
実
の
新
し
い
希
望
や
生
活
の
見
と
お
し
を
失

っ
た
人
間
が
過
去
だ
け
を
貴
重
な
も
の
と
し
て
自
他
に
向
っ
て
そ
の
記
憶
を
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く
り
か
え
す
事
実
を
、
私
た
ち
は
ま
ざ
ま
ざ
と
日
常
の
実
際
の
中
で
見
て
い

る
。
だ
が
、
今
日
国
文
学
が
文
学
研
究
の
態
度
か
ら
見
れ
ば
全
く
不
健
全
な

人
為
的
隆
盛
め
い
た
状
態
に
お
か
れ
得
る
事
情
に
、
日
本
の
諸
文
学
研
究
の

伝
統
中
、
従
来
国
文
学
が
最
も
弱
い
環
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
こ
に
向
っ
て
今
日
文
学
外
の
力
が
か
か
っ
て
来
て
い
る
こ
と
は
特
別
な
注

目
に
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
国
文
学
の
研
究
者
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
文
化
の
国
際
的
な

発
達
と
の
関
係
で
は
、
独
特
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
。
国
文
学
者
に
と
っ

て
必
要
な
古
文
書
、
典
籍
な
ど
は
、
主
と
し
て
皇
室
の
図
書
館
や
貴
族
の
秘

蔵
に
か
か
っ
て
お
り
、
常
人
に
は
そ
れ
を
目
で
見
る
こ
と
さ
え
容
易
で
な
い

有
様
で
あ
る
。
佐
佐
木
信
綱
博
士
が
万
葉
集
の
仕
事
を
完
成
し
た
時
、
些
か
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で
も
専
門
の
知
識
を
も
っ
て
い
る
人
々
が
歎
賞
し
た
第
一
の
こ
と
は
、
そ
の

文
献
の
蒐
集
が
十
分
に
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
異

口
同
音
に
云
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
的
・
学
者
的
声
望
に
欠
く
る
と
こ
ろ
な
い

佐
佐
木
博
士
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
。

　
先
ず
文
献
に
関
す
る
こ
う
い
う
伝
統
的
、
社
会
的
制
約
が
あ
る
上
に
、
こ

れ
ま
で
の
国
文
学
を
や
る
人
は
、
多
く
国
文
学
の
内
に
と
じ
こ
も
り
、
而
も
、

非
常
に
趣
向
的
に
閉
じ
こ
も
っ
て
お
っ
た
。
や
っ
と
こ
の
数
年
、
国
文
学
の

研
究
に
当
時
の
社
会
的
背
景
が
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
学
の
研
究
方
法
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
科
学
的
な
方
法
が
或
る
程

度
ま
で
適
用
さ
れ
て
来
た
。
ド
イ
ツ
の
文
芸
学
の
方
法
は
、
ず
っ
と
お
く
れ

て
昨
今
国
文
学
研
究
の
領
野
に
入
っ
て
来
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
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過
去
の
国
文
学
者
は
、
自
身
の
生
活
態
度
に
も
進
歩
的
な
意
味
で
の
社
会

性
を
余
り
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
例
え
ば
、
保
田
与
重
郎
氏
が
、
先
頃
和
泉

式
部
論
を
か
い
て
、
藤
岡
博
士
の
和
泉
式
部
観
に
反
対
し
、
結
局
は
筆
者
自

身
、
こ
の
よ
さ
が
分
ら
な
い
も
の
に
こ
の
よ
さ
は
分
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う

な
主
観
的
な
美
文
的
叙
述
を
し
て
い
て
も
、
恐
ら
く
本
当
の
国
文
学
の
研
究

者
と
云
わ
れ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
に
対
し
て
ペ
ン
を
執
る
こ
と
な
ど
思
い
も

し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
文
学
研
究
の
正
道
に
立
っ
て
、
古
典
が
文
学
外

の
力
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
疑
義
を
挾
む
ぐ
ら
い
、
真
に
気
魄
を
も
っ
て
国

文
学
を
研
究
す
る
人
は
尠
い
。
明
治
以
来
今
日
迄
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
研
究

の
盛
ん
な
の
と
そ
の
影
響
力
に
対
し
て
、
或
る
種
の
国
文
学
研
究
者
は
、
自

身
の
態
度
と
し
て
、
反
動
で
あ
る
可
能
さ
え
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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今
日
の
一
般
市
民
の
生
活
感
情
と
古
典
の
感
情
と
が
、
ぴ
っ
た
り
そ
の
ま

ま
同
じ
で
あ
ろ
う
筈
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
市
民

的
常
識
の
中
に
古
典
の
知
識
は
乏
し
い
と
云
え
る
。

　
佐
藤
春
夫
氏
の
よ
う
な
作
家
が
、
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
に
つ
い
て
云
々
し

た
り
す
る
と
、
そ
こ
に
一
応
読
者
が
生
じ
る
の
は
、
古
典
文
学
の
主
潮
と
し

て
の
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
そ
の
も
の
が
知
り
た
い
と
い
う
よ
り
、
佐
藤
春
夫

氏
と
い
う
現
代
の
作
家
に
対
す
る
予
備
知
識
な
り
親
し
さ
な
り
で
、
そ
の
と

り
あ
げ
た
問
題
に
一
時
た
り
と
も
目
を
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
批
判
を
す
る

準
備
は
知
識
そ
の
も
の
と
し
て
弱
い
の
で
あ
る
か
ら
、
受
動
的
に
読
ま
ざ
る

を
得
な
い
。
右
の
事
実
を
綜
合
し
て
見
る
と
、
今
日
、
国
文
学
の
古
典
に
つ

い
て
云
々
す
る
こ
と
は
、
読
者
大
衆
の
側
か
ら
の
鋭
い
視
線
に
そ
な
え
る
用
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意
も
比
較
的
な
く
て
す
む
し
、
本
当
の
国
文
学
研
究
者
た
ち
の
、
大
衆
的
場

面
へ
の
批
判
的
進
出
の
懸
念
も
さ
し
当
り
は
な
い
と
い
う
、
一
種
異
様
な
地

の
利
を
占
め
た
安
全
地
帯
に
身
を
よ
せ
る
仕
儀
と
な
る
の
で
あ
る
。
林
房
雄

氏
等
が
、
抽
象
的
情
熱
と
し
て
の
万
葉
精
神
、
王
朝
精
神
な
ど
と
敢
て
云
い

得
る
根
拠
は
全
く
こ
う
い
う
事
情
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
例
え
ば
「
さ
び
」
に
つ
い
て

　
近
頃
は
一
方
に
万
葉
、
王
朝
時
代
の
精
神
と
い
う
こ
と
が
特
殊
な
根
拠
の

上
に
云
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
今
日
の
日
本
人
の
生
活
感
情
の
内

部
に
も
の
こ
っ
て
い
て
、
美
的
感
覚
な
ど
の
裡
に
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
し
て
余
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韻
を
ひ
い
て
い
る
も
の
は
寧
ろ
そ
れ
以
後
の
、
「
さ
び
」
と
か
「
粋
」
と
か

の
要
素
で
あ
る
。
現
代
の
文
学
者
の
或
る
人
々
の
中
に
は
文
人
気
質
が
様
々

に
捩
れ
、
弱
小
な
も
の
と
な
っ
て
未
だ
の
こ
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う
人
々
の

間
で
は
「
さ
び
」
が
猶
芸
術
価
値
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
詩
人
の
堀
口
大

学
氏
な
ど
を
眺
め
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
人
の
粋
の
感
覚
を
、
日
本
の
粋

と
そ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
面
で
つ
き
ま
ぜ
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
自
身
の
地

理
的
・
歴
史
的
特
質
と
自
覚
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

　
九
鬼
周
造
氏
に
『
い
き
の
構
造
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
日
本
の
芸
術
の
伝

統
に
お
け
る
粋
の
諸
要
素
を
、
幾
何
学
風
な
図
解
ま
で
添
え
て
説
明
し
よ
う

と
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
科
学
的
分
析
の
努
力
を
氏
自
身
が

結
論
に
お
い
て
謂
わ
ば
自
ら
放
棄
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
興
味
が
あ
る
。
我
か
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ら
粋
を
味
到
し
た
者
と
し
て
の
自
覚
か
ら
氏
は
粋
の
研
究
に
志
し
た
ら
し
く

見
え
る
。
そ
し
て
様
々
の
方
面
か
ら
粋
な
る
も
の
を
う
ち
眺
め
、
遂
に
、
こ

の
粋
と
い
う
も
の
こ
そ
味
到
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の

分
析
、
綜
合
の
み
で
は
不
可
解
な
と
こ
ろ
に
日
本
的
な
特
質
が
あ
る
と
云
っ

て
い
る
。
仔
細
に
読
む
と
、
氏
が
粋
の
発
生
の
社
会
的
根
拠
と
し
て
見
て
い

る
要
素
の
分
析
に
お
い
て
も
、
若
干
の
誤
り
が
な
く
も
な
い
。
九
鬼
氏
は
、

粋
の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
意
気
張
り
と
い
う
も
の
を
、
武
士
の
伝
統
が
町
人

階
級
の
感
情
と
溶
け
合
っ
た
如
く
観
て
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
事
の
実
際
で

は
な
か
ろ
う
。
意
気
地
こ
そ
は
、
封
建
社
会
の
庶
民
が
寧
ろ
武
士
の
強
権
に

反
撥
し
て
胸
底
深
く
抱
い
た
感
情
で
あ
る
。
横
光
利
一
氏
な
ど
、
義
理
人
情

至
上
性
を
昨
今
強
調
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
固
有
の
人
情
と
い
う
も
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の
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
意
気
地
と
い
う
、
些
か
は
颯
爽
た
る
分
子
も
な
く

は
な
い
の
で
あ
る
。

「
さ
び
」
と
い
う
も
の
が
、
日
本
芸
術
の
一
つ
の
大
き
い
価
値
と
さ
れ
て
来

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
生
れ
の
日
本
青
年
は
な
か
な
か

そ
の
内
容
を
会
得
し
難
い
。
或
る
席
で
、
「
さ
び
」
の
話
が
出
た
時
、
第
二

世
で
あ
る
青
年
は
、
単
純
に
、
「
さ
び
」
な
ど
と
い
う
趣
好
は
、
西
洋
文
明

に
比
し
て
日
本
の
文
明
が
貧
困
の
文
明
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
に
し
か
す
ぎ
な

い
。
竹
の
柱
、
茅
の
屋
根
な
ど
、
日
本
が
貧
し
い
た
め
に
伝
統
づ
け
ら
れ
た

美
的
認
識
で
あ
る
と
云
っ
た
。
居
合
わ
せ
た
人
々
は
、
不
愉
快
な
面
持
で
、

精
神
的
な
問
題
だ
よ
、
と
云
っ
た
。
東
洋
精
神
独
特
の
美
の
感
覚
な
の
だ
か

ら
、
と
つ
よ
い
語
調
で
云
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
益
々
理
解
が
混
雑
す
る
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様
子
で
あ
っ
た
。
封
建
時
代
の
日
本
人
が
そ
の
社
会
生
活
か
ら
慣
習
づ
け
ら

れ
て
い
た
感
情
抑
制
の
必
要
、
美
の
内
攻
性
及
び
日
本
の
建
築
、
家
具
什
器

の
材
料
に
木
、
紙
、
竹
、
土
類
を
主
要
品
と
し
た
過
去
の
日
本
の
風
土
的
特

徴
等
が
、
「
さ
び
」
を
語
っ
た
場
合
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
仏
教
の
思
想
、
剣
道
の
勘
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
「
さ
び
」
と
い
う
感
覚

を
つ
く
り
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
生
活
が
変
化
し
て
い
る
今
日

で
は
、 

抑  

々 

そ
も
そ
も

そ
の
「
さ
び
」
を
主
と
す
る
茶
道
が
、
関
西
に
し
て
も
関
東

に
し
て
も
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
間
に
だ
け
、
嗜
好
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
で

あ
る
。
骨
董
で
儲
け
る
に
は
茶
器
を
扱
っ
て
大
金
持
の
出
入
り
と
な
ら
な
け

れ
ば
望
み
は
な
い
。
今
日
日
本
の
芸
術
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
「
さ
び
」
は
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常
人
の
日
暮
し
の
中
か
ら
は
夙つと
に
蒸
発
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
僅
に
そ
の
蒸

溜
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
が
、
茶
会
も
或
る
意
味
で
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
で
あ

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
間
に
、
骨
董
屋
を
挾
ん
で
残
存
し
て
い
る
。
外
国
人
に
見

せ
る
も
の
の
中
に  

茶    

の    

湯  
テ
ィ
ー
・
セ
レ
モ
ニ
イ
と
い
う
項
は
必
ず
あ
る
。
果
し
て
そ
れ
を

今
日
の
日
本
の
一
般
的
な
日
常
生
活
の
姿
と
し
て
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

鉄
飢
饉
の
記
事
は
新
聞
に
目
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
飢
饉
に
よ
っ

て
巨
利
を
占
め
る
人
々
が
、
茶
席
に
坐
っ
て
、
鉄
を
生
ま
ぬ
日
本
の
風
土
が

発
生
さ
せ
た
「
さ
び
」
を
賞
玩
す
る
の
を
、
愛
す
る
日
本
の
伝
統
は
、
今
日

の
風
雅
と
称
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
今
日
の
勘
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芸
術
諸
般
の
極
意
に
達
す
る
心
理
的
、
生
理
的
な
過
程
を
、
日
本
人
は
勘

と
い
う
表
現
で
あ
ら
わ
し
て
来
た
。
あ
る
程
度
ま
で
は
説
明
が
つ
く
、
そ
れ

か
ら
先
は
勘
で
の
み
会
得
さ
れ
る
も
の
だ
、
そ
こ
に
そ
の
道
の
極
意
は
秘
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
つ
か
わ
れ
、
作
家
の
勘
と
い
う
こ
と
は
、

科
学
的
・
理
論
的
批
評
を
否
定
し
得
る
力
の
よ
う
に
、
或
る
場
合
で
は
今
日

に
於
て
も
、
相
当
絶
対
的
な
云
い
方
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
勘
と
い
う
言
葉

は
、
い﹅
き﹅
や
さ﹅
び﹅
よ
り
遙
か
に
用
途
も
広
汎
で
、
現
代
の
日
常
性
に
富
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

　
ご
く
日
本
的
な
、
こ
の
勘
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
歴
史
の
い
き
さ
つ
の

中
か
ら
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
由
来
、
剣
道
、
能
楽
な
ど
の
秘
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伝
は
、
最
後
は
直
感
、
綜
合
的
な
こ
の
勘
で
、
悟
入
し
得
る
手
が
か
り
を
様

々
の
抽
象
的
な
云
い
ま
わ
し
や
象
徴
的
な
比
喩
で
書
き
あ
ら
わ
し
た
も
の
と

思
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
剣
道
の
流
派
と
い
う
も
の
も
、
能
楽
も
昔
は
一
子
相

伝
的
で
、
特
に
刀
鍛
冶
な
ど
、
急
所
で
あ
る
湯
加
減
を
見
よ
う
と
手
な
ど
入

れ
れ
ば
そ
の
手
を
斬
り
落
さ
れ
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

歴
史
が
今
日
の
私
達
に
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
最
も
封
建
的
な
形

で
の
ギ
ル
ド
が
、
一
つ
の
職
業
に
お
け
る
親
方
と
弟
子
と
の
関
係
の
中
に
生

ん
だ
も
の
が
、
勘
の
土
台
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
当
時
の

製
作
工
程
の
未
熟
、
原
始
性
を
も
語
っ
て
い
る
。

　
文
学
創
作
の
過
程
は
複
雑
で
、
個
性
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
観
的
に
所

謂
た
た
き
込
ん
だ
勘
に
た
よ
る
ば
か
り
で
、
作
家
が
常
に
必
ず
し
も
現
実
の
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核
心
に
ふ
れ
て
描
き
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
大
き
い
疑
問
が
あ
る

と
思
う
。

　
勘
は
天
来
の
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
努
力
、
反
復
、
鍛
錬
の
結
果
が

蓄
積
し
て
、
複
合
的
な
直
覚
が
特
定
の
範
囲
で
発
動
し
、
肉
体
の
動
き
ま
で

を
支
配
す
る
、
そ
う
い
う
意
志
的
な
要
素
を
底
流
と
し
た
心
理
で
あ
る
か
ら
、

勘
の
内
容
は
、
反
復
さ
れ
、
努
力
さ
れ
る
こ
と
の
質
に
応
じ
て
具
体
的
に
相

異
が
あ
る
し
、
変
化
も
す
る
。
全
く
伝
統
的
な
勘
と
い
う
表
現
で
さ
え
、
抽

象
的
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
平
山
蘆
江
氏
が
自
身
の
境
地
の

な
か
で
身
に
つ
け
て
い
る
勘
、
そ
れ
と
は
違
う
で
あ
ろ
う
菊
池
寛
氏
の
勘
。

更
に
小
林
多
喜
二
が
持
っ
て
い
た
勘
は
、
前
者
が
二
様
で
あ
っ
て
も
大
別
一

系
列
の
中
に
包
括
し
得
る
性
質
で
あ
る
に
反
し
て
、
そ
の
本
質
を
異
に
し
て
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い
た
。
こ
れ
は
、
誰
に
と
っ
て
も
極
め
て
理
解
し
や
す
い
実
例
で
あ
る
と
思

う
。

　
今
日
ほ
ど
、
文
学
の
動
揺
が
甚
し
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
文
学
に
思

想
性
を
求
め
る
声
は
、
ど
ん
な
に
今
日
の
文
学
が
思
想
を
喪
失
し
、
剥
奪
さ

れ
た
事
情
に
お
か
れ
て
い
る
か
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
い
る
。
思

想
的
な
規
準
は
失
わ
れ
た
と
一
応
思
い
込
ま
れ
、
自
身
に
そ
う
云
い
き
か
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
人
間
の
知
性
や
良
心
に
加
え
ら
れ
て
い
る
重
圧

に
対
す
る
溌
剌
と
し
た
対
抗
力
の
眠
り
を
さ
ま
す
の
を
お
そ
れ
て
い
る
形
で

あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
作
家
た
ち
は
、
益
々
多
く
の
人
間
的
又
は
作
家
的

な
勘
に
た
よ
っ
て
も
の
を
云
う
こ
と
が
殖
え
て
い
る
。
自
分
の
勘
に
対
す
る

自
信
の
弱
さ
強
さ
が
、
押
し
の
つ
よ
さ
弱
さ
に
か
か
っ
て
来
て
、
ひ
い
て
は
、
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云
う
声
の
高
さ
低
さ
に
ま
で
及
ん
で
い
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

　
然
し
、
こ
こ
に
は
沢
山
の
危
険
が
あ
る
。
現
代
は
、
自
分
の
持
っ
て
い
る

勘
と
自
覚
さ
れ
る
も
の
を
、
客
観
的
に
、
歴
史
性
の
上
に
と
り
出
し
て
調
べ

て
見
よ
う
と
す
る
、
そ
の
必
要
に
心
付
く
勘
と
い
う
も
の
が
、
よ
り
重
大
な

人
間
的
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
保
田
氏
は
明
か
に
自
身

の
勘
に
た
よ
っ
て
、
昨
今
の
諸
文
章
を
執
筆
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

が
、
今
日
の
現
実
の
日
本
に
は
、
そ
の
勘
の
働
き
工
合
に
、
ピ
ン
と
来
る
別

種
の
勘
が
、
根
強
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勘
の
新
た
な
る
素
質
が
黙

々
と
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
三
月
〕
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