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こ
の
書
は
雑
誌
『
思
想
』
第
九
十
二
号
お
よ
び
第
九
十
三
号
（
昭
和
五
年
一
月
号
お
よ
び
二
月
号
）
所

載
の
論
文
に
修
補
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
生
き
た
哲
学
は
現
実
を
理
解
し
得
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
我
々
は
「
い
き
」
と
い
う
現
象
の
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
現
象
は
い
か
な
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
。
「
い
き
」
と
は
畢

竟
わ
が
民
族
に
独
自
な
「
生
き
」
か
た
の
一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
握
す
る
こ

と
が
、
ま
た
、
味
得
さ
る
べ
き
体
験
を
論
理
的
に
言
表
す
る
こ
と
が
、
こ
の
書
の
追
う
課
題
で
あ
る
。

　
　
昭
和
五
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
者
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一
　
序
　
　
説

　
「
い
き
」
と
い
う
現
象
は
い
か
な
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
。
ま
ず
我
々
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ

て
「
い
き
」
の
構
造
を
闡
明
し
、
「
い
き
」
の
存
在
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
い
き
」

が
一
の
意
味
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
「
い
き
」
が
言
語
と
し
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
「
い
き
」
と
い
う
語
は
各
国
語
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
普
遍

性
を
備
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
ま
ず
そ
れ
を
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
も

し
「
い
き
」
と
い
う
語
が
わ
が
国
語
に
の
み
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
「
い
き
」
は
特
殊
の

民
族
性
を
も
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
特
殊
な
民
族
性
を
も
っ
た
意
味
、
す
な
わ
ち
特

殊
の
文
化
存
在
は
い
か
な
る
方
法
論
的
態
度
を
も
っ
て
取
扱
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
い
き
」
の

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
我
々
は
こ
れ
ら
の
先
決
問
題
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
ま
ず
一
般
に
言
語
と
い
う
も
の
は
民
族
と
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の
か
。
言
語
の
内
容
た
る
意
味

と
民
族
存
在
と
は
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
。
意
味
の
妥
当
問
題
は
意
味
の
存
在
問
題
を
無
用
に
な
し
得
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る
も
の
で
は
な
い
。
否
、
往
々
、
存
在
問
題
の
方
が
原
本
的
で
あ
る
。
我
々
は
ま
ず
与
え
ら
れ
た
具
体
か

ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
に
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
我
々
」
で
あ
る
。
ま
た
我

々
の
綜
合
と
考
え
ら
れ
る
「
民
族
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
民
族
の
存
在
様
態
は
、
そ
の
民
族
に
と
っ
て
核

心
的
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
一
定
の
「
意
味
」
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
ま
た
、
そ
の
一
定
の
意
味
は

「
言
語
」
に
よ
っ
て
通
路
を
開
く
。
そ
れ
故
に
一
の
意
味
ま
た
は
言
語
は
、
一
民
族
の
過
去
お
よ
び
現
在

の
存
在
様
態
の
自
己
表
明
、
歴
史
を
有
す
る
特
殊
の
文
化
の
自
己
開
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

意
味
お
よ
び
言
語
と
民
族
の
意
識
的
存
在
と
の
関
係
は
、
前
者
が
集
合
し
て
後
者
を
形
成
す
る
の
で
は
な

く
て
、
民
族
の
生
き
た
存
在
が
意
味
お
よ
び
言
語
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
、
部
分
が
全

体
に
先
立
つ
機
械
的
構
成
関
係
で
は
な
く
て
、
全
体
が
部
分
を
規
定
す
る
有
機
的
構
成
関
係
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
故
に
、
一
民
族
の
有
す
る
或
る
具
体
的
意
味
ま
た
は
言
語
は
、
そ
の
民
族
の
存
在
の
表
明
と
し

て
、
民
族
の
体
験
の
特
殊
な
色
合
を
帯
び
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
自
然
現
象
に
属
す
る
意
味
お
よ
び
言
語
は
大
な
る
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
。
し

か
も
な
お
、
そ
の
普
遍
性
た
る
や
決
し
て
絶
対
的
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
の ciel 

と
か

 bois 

と
か
い
う
語
を
英
語
の sky, w

ood 

、
ド
イ
ツ
語
の H

im
m

el, W
ald 

と
比
較
す
る
場
合
に
、
そ
の

意
味
内
容
は
必
ず
し
も
全
然
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
国
土
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
は
誰
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し
も
直
ち
に
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。Le ciel est triste et beau 

の ciel 

と
、 W

hat shapes of sky or pl

ain? 
の sky 

と
、 

〔D
er bestirnte H

im
m

el u:ber m
ir

〕 

の H
im

m
el 

と
は
、
国
土
と
住
民
と
に
よ
っ
て

お
の
お
の
そ
の
内
容
に
特
殊
の
規
定
を
受
け
て
い
る
。
自
然
現
象
に
関
す
る
言
葉
で
さ
え
既
に
か
よ
う
で

あ
る
か
ら
、
ま
し
て
社
会
の
特
殊
な
現
象
に
関
す
る
語
は
他
国
語
に
意
味
の
上
で
の
厳
密
な
る
対
当
者
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
π
ο
λ
ι
σ
に
し
て
も
ε
τ
α
ι
ρ
α
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン

ス
語
の ville 

や courtisane 

と
は
異
な
っ
た
意
味
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
た
と
え
語
源
を
同
じ
く
す

る
も
の
で
も
、
一
国
語
と
し
て
成
立
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
味
内
容
に
相
違
を
生
じ
て
く
る
。
ラ
テ
ン

語
の caesar 

と
ド
イ
ツ
語
の K
aiser 

と
の
意
味
内
容
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。

　
無
形
的
な
意
味
お
よ
び
言
語
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
或
る
民
族
の
特
殊
の
存
在
様

態
が
核
心
的
の
も
の
と
し
て
意
味
お
よ
び
言
語
の
形
で
自
己
を
開
示
し
て
い
る
の
に
、
他
の
民
族
は
同
様

の
体
験
を
核
心
的
の
も
の
と
し
て
有
せ
ざ
る
が
た
め
に
、
そ
の
意
味
お
よ
び
言
語
を
明
ら
か
に
欠
く
場
合

が
あ
る
。
例
え
ば
、esprit 

と
い
う
意
味
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
性
情
と
歴
史
全
体
と
を
反
映
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
お
よ
び
言
語
は
実
に
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
存
在
を
予
想
す
る
も
の
で
、
他
の
民
族
の
語
彙
の
う
ち

に
索
め
て
も
全
然
同
様
の
も
の
は
見
出
し
得
な
い
。
ド
イ
ツ
語
で
は G

eist 

を
も
っ
て
こ
れ
に
当
て
る
の

が
普
通
で
あ
る
が
、 G

eist 

の
固
有
の
意
味
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
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フ
ラ
ン
ス
語
の esprit 

と
は
意
味
を
異
に
し
て
い
る
。 geistreich 

と
い
う
語
も
な
お esprit 

の
有
す
る
色

合
を
完
全
に
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
、
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
意
識
的
に esprit 

の
翻
訳
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
本
来
の
意
味
内
容
の
ほ
か
に
強
い

て
他
の
新
し
い
色
彩
を
帯
び
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
否
、
他
の
新
し
い
意
味
を
言
語
の
中
に
導
入
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
新
し
い
意
味
は
自
国
民
が
有
機
的
に
創
造
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
他

国
か
ら
機
械
的
に
輸
入
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
英
語
の spirit 

も intelligence 

も w
it 

も
み

な esprit 

で
は
な
い
。
前
の
二
つ
は
意
味
が
不
足
し
て
い
る
し
、 w

it 

は
意
味
が
過
剰
で
あ
る
。
な
お
一

例
を
挙
げ
れ
ば Sehnsucht 
と
い
う
語
は
ド
イ
ツ
民
族
が
産
ん
だ
言
葉
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
族
と
は
有

機
的
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
陰
鬱
な
気
候
風
土
や
戦
乱
の
下
に
悩
ん
だ
民
族
が
明
る
い
幸
あ
る
世
界
に
憬

れ
る
意
識
で
あ
る
。
レ
モ
ン
の
花
咲
く
国
に
憧
れ
る
の
は
単
に
ミ
ニ
ョ
ン
の
思
郷
の
情
の
み
で
は
な
い
。

ド
イ
ツ
国
民
全
体
の
明
る
い
南
に
対
す
る
悩
ま
し
い
憧
憬
で
あ
る
。
「
夢
も
な
お
及
ば
な
い
遠
い
未
来
の

か
な
た
、
彫
刻
家
た
ち
の
か
つ
て
夢
み
た
よ
り
も
更
に
熱
い
南
の
か
な
た
、
神
々
が
踊
り
な
が
ら
一
切
の

衣
裳
を
恥
ず
る
彼
地
へ
｛
１
｝
」
の
憧
憬
、
ニ
イ
チ
ェ
の
い
わ
ゆ
る 

〔flu:gelbrausende Sehnsucht

〕

 

は
ド
イ
ツ
国
民
の
斉
し
く
懐
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
悩
み
は
や
が
て
ま
た noum

enon 

の
世
界

の
措
定
と
し
て
形
而
上
的
情
調
を
も
取
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
英
語
の longing 

ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
の

8「いき」の構造



 langueur, soupir, 

〔de'sir

〕 

な
ど
は Sehnsucht 

の
色
合
の
全
体
を
写
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
ブ
ー

ト
ル
ー
は
「
神
秘
説
の
心
理
」
と
題
す
る
論
文
の
う
ち
で
、
神
秘
説
に
関
し
て
「
そ
の
出
発
点
は
精
神
の

定
義
し
が
た
い
一
の
状
態
で
、
ド
イ
ツ
語
の Sehnsucht 

が
こ
の
状
態
を
か
な
り
善
く
言
い
表
わ
し
て
い

る
｛
２
｝
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
す
な
わ
ち
彼
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
う
ち
に Sehnsucht 

の
意
味
を
表
現
す

る
語
の
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
「
い
き
」
と
い
う
日
本
語
も
こ
の
種
の
民
族
的
色
彩
の
著
し
い
語
の
一
つ
で
あ
る
。
い
ま
仮
り
に
同
意

義
の
語
を
欧
洲
語
の
う
ち
に
索
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
英
、
独
の
両
語
で
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
は
、
ほ
と

ん
ど
悉
く
フ
ラ
ン
ス
語
の
借
用
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
ら
ば
フ
ラ
ン
ス
語
の
う
ち
に
「
い
き
」
に
該
当

す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は chic 

と
い
う
言
葉
で
あ

る
。
こ
の
語
は
英
語
に
も
ド
イ
ツ
語
に
も
そ
の
ま
ま
借
用
さ
れ
て
い
て
、
日
本
で
は
し
ば
し
ば
「
い
き
」

と
訳
さ
れ
る
。
元
来
、
こ
の
語
の
語
源
に
関
し
て
は
二
説
あ
る
。
一
説
に
よ
れ
ば chicane 

の
略
で
裁
判

沙
汰
を
縺
れ
さ
せ
る
「
繊
巧
な
詭
計
」
を
心
得
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
他

説
に
よ
れ
ば chic 

の
原
形
は schick 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち schicken 

か
ら
来
た
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
。
そ

う
し
て geschickt 

と
同
じ
に
、
諸
事
に
つ
い
て
の
「
巧
妙
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
語
を
フ
ラ

ン
ス
が
輸
入
し
て
、
次
第
に
趣
味
に
つ
い
て
の 

〔e'le'gant

〕 
に
近
接
す
る
意
味
に
変
え
て
用
い
る
よ
う
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に
な
っ
た
。
今
度
は
こ
の
新
し
い
意
味
を
も
っ
た chic 

と
し
て
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
ド
イ

ツ
に
も
逆
輸
入
さ
れ
た
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
語
の
現
在
有
す
る
意
味
は
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
か

と
い
う
に
、
決
し
て
「
い
き
」
ほ
ど
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
外
延
の
な
お
一
層
広
い
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
い
き
」
を
も
「
上
品
」
を
も
均
し
く
要
素
と
し
て
包
摂
し
、
「
野
暮
」
「
下
品
」
な
ど
に
対

し
て
、
趣
味
の
「
繊
巧
」
ま
た
は
「
卓
越
」
を
表
明
し
て
い
る
。
次
に coquet 

と
い
う
語
が
あ
る
。
こ

の
語
は coq 

か
ら
来
て
い
て
、
一
羽
の
雄
鶏
が
数
羽
の
牝
鶏
に
取
巻
か
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
展

開
す
る
光
景
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
媚
態
的
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
語
も
英
語
に
も
ド
イ

ツ
語
に
も
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
十
八
世
紀
に coquetterie 

に
対
し
て 

〔Fa:ngerei

〕

と
い
う
語
が
案
出
さ
れ
た
が
一
般
に
通
用
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
特
に
「
フ
ラ
ン
ス
的
」
と
い
わ

れ
る
語
は
確
か
に
「
い
き
」
の
徴
表
の
一
つ
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
な
お
、
他
の
徴
表
の
加
わ
ら
ざ

る
限
り
「
い
き
」
の
意
味
を
生
じ
て
は
来
な
い
。
し
か
の
み
な
ら
ず
徴
表
結
合
の
如
何
に
よ
っ
て
は
「
下

品
」
と
も
な
り
「
甘
く
」
も
な
る
。
カ
ル
メ
ン
が
ハ
バ
ネ
ラ
を
歌
い
つ
つ
ド
ン
・
ジ
ョ
ゼ
に
媚
び
る
態
度

は coquetterie 

に
は
相
違
な
い
が
決
し
て
「
い
き
」
で
は
な
い
。
な
お
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
は 

〔raffine'

〕

と
い
う
語
が
あ
る
。 re-affiner 

す
な
わ
ち
「
一
層
精
細
に
す
る
」
と
い
う
語
か
ら
来
て
い
て
、
「
洗
練
」

を
意
味
す
る
。
英
語
に
も
ド
イ
ツ
語
に
も
移
っ
て
行
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
語
は
「
い
き
」
の
徴
表
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の
一
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
い
き
」
の
意
味
を
成
す
に
は
な
お
重
要
な
徴
表
を
欠
い
て

い
る
。
か
つ
ま
た
或
る
徴
表
と
結
合
す
る
場
合
に
は
「
い
き
」
と
或
る
意
味
で
対
立
し
て
い
る
「
渋
味
」

と
な
る
こ
と
も
で
き
る
。
要
す
る
に
「
い
き
」
は
欧
洲
語
と
し
て
は
単
に
類
似
の
語
を
有
す
る
の
み
で
全

然
同
価
値
の
語
は
見
出
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
い
き
」
と
は
東
洋
文
化
の
、
否
、
大
和
民
族
の
特
殊

の
存
在
様
態
の
顕
著
な
自
己
表
明
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
差
支
な
い
。

　
も
と
よ
り
「
い
き
」
と
類
似
の
意
味
を
西
洋
文
化
の
う
ち
に
索
め
て
、
形
式
化
的
抽
象
に
よ
っ
て
何
ら

か
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
民
族
の
存
在
様
態
と

し
て
の
文
化
存
在
の
理
解
に
は
適
切
な
方
法
論
的
態
度
で
は
な
い
。
民
族
的
、
歴
史
的
存
在
規
定
を
も
っ

た
現
象
を
自
由
に
変
更
し
て
可
能
の
領
域
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
イ
デ
ア
チ
オ
ン
」
を
行
っ
て
も
、
そ
れ

は
単
に
そ
の
現
象
を
包
含
す
る
抽
象
的
の
類
概
念
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
文
化
存
在
の
理
解
の
要
諦
は
、

事
実
と
し
て
の
具
体
性
を
害
う
こ
と
な
く
あ
り
の
ま
ま
の
生
け
る
形
態
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
薔
薇
の
匂
を
嗅
い
で
過
去
を
回
想
す
る
場
合
に
、
薔
薇
の
匂
が
与
え
ら
れ
て
そ
れ
に
よ

っ
て
過
去
の
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
過
去
の
回
想
を
薔
薇
の
匂
の
う
ち
に
嗅
ぐ
の
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
薔
薇
の
匂
と
い
う
一
定
不
変
の
も
の
、
万
人
に
共
通
な
類
概
念
的
の
も
の
が
現
実
と
し
て

存
す
る
の
で
は
な
い
。
内
容
を
異
に
し
た
個
々
の
匂
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
薔
薇
の
匂
と
い
う
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一
般
的
な
も
の
と
回
想
と
い
う
特
殊
な
も
の
と
の
連
合
に
よ
っ
て
体
験
を
説
明
す
る
の
は
、
多
く
の
国
語

に
共
通
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
幾
字
か
を
並
べ
て
或
る
一
定
の
国
語
の
有
す
る
特
殊
な
音
を
出
そ
う
と
す

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
｛
３
｝
。
「
い
き
」
の
形
式
化
的
抽
象
を
行
っ
て
、
西
洋
文
化
の

う
ち
に
存
す
る
類
似
の
現
象
と
の
共
通
点
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
も
そ
の
類
で
あ
る
。
お
よ
そ
「
い
き
」

の
現
象
の
把
握
に
関
し
て
方
法
論
的
考
察
を
す
る
場
合
に
、
我
々
は
ほ
か
で
も
な
い universalia 

の
問
題

に
面
接
し
て
い
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
類
概
念
を
実
在
で
あ
る
と
見
る
立
場
に
基
づ
い
て
、
三
位
は
畢

竟
一
体
の
神
で
あ
る
と
い
う
正
統
派
の
信
仰
を
擁
護
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
は
、
類
概
念

を
名
目
に
過
ぎ
ず
と
す
る
唯
名
論
の
立
場
か
ら
、
父
と
子
と
聖
霊
の
三
位
は
三
つ
の
独
立
し
た
神
々
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
、
三
神
説
の
誹
り
を
甘
受
し
た
。
我
々
は
「
い
き
」
の
理
解
に
際
し
て universalia 

の
問
題
を
唯
名
論
の
方
向
に
解
決
す
る
異
端
者
た
る
の
覚
悟
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
き
」
を
単
に

種
概
念
と
し
て
取
扱
っ
て
、
そ
れ
を
包
括
す
る
類
概
念
の
抽
象
的
普
遍
を
向
観
す
る
「
本
質
直
観
」
を
索

め
て
は
な
ら
な
い
。
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
の
理
解
は
、
具
体
的
な
、
事
実
的
な
、
特
殊
な
「
存

在
会
得
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
「
い
き
」
の essentia 

を
問
う
前
に
、
ま
ず
「
い
き
」
の ex

istentia 

を
問
う
べ
き
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
「
い
き
」
の
研
究
は
「
形
相
的
」
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
「
解
釈
的
」
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
｛
４
｝
。
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し
か
ら
ば
、
民
族
的
具
体
の
形
で
体
験
さ
れ
る
意
味
と
し
て
の
「
い
き
」
は
い
か
な
る
構
造
を
も
っ
て

い
る
か
。
我
々
は
ま
ず
意﹅
識﹅
現﹅
象﹅
の
名
の
下
に
成
立
す
る
存
在
様
態
と
し
て
の
「
い
き
」
を
会
得
し
、
つ

い
で
客﹅
観﹅
的﹅
表﹅
現﹅
を
取
っ
た
存
在
様
態
と
し
て
の
「
い
き
」
の
理
解
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
者
を

無
視
し
、
ま
た
は
前
者
と
後
者
と
の
考
察
の
順
序
を
顛
倒
す
る
に
お
い
て
は
「
い
き
」
の
把
握
は
単
に
空

し
い
意
図
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
た
ま
た
ま
「
い
き
」
の
闡
明
が
試
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
お
お

む
ね
こ
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
ま
ず
客
観
的
表
現
を
研
究
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
範
囲
内
に
お
け
る
一

般
的
特
徴
を
索
め
る
か
ら
、
客
観
的
表
現
に
関
す
る
限
り
で
さ
え
も
「
い
き
」
の
民
族
的
特
殊
性
の
把
握

に
失
敗
す
る
。
ま
た
客
観
的
表
現
の
理
解
を
も
っ
て
直
ち
に
意
識
現
象
の
会
得
と
見
做
す
た
め
、
意
識
現

象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
説
明
が
抽
象
的
、
形
相
的
に
流
れ
て
、
歴
史
的
、
民
族
的
に
規
定
さ
れ
た
存
在

様
態
を
、
具
体
的
、
解
釈
的
に
闡
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
と
反
対
に
具
体
的

な
意
識
現
象
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
｛
１
｝N

ietzsche, A
lso sprach Zarathustra, Teil III, V

on alten und neuen Tafeln.

　
｛
２
｝B

outroux, La psychologie du m
ysticism

e(La nature et l'esprit, 1926, p. 177).

　
｛
３
｝B

ergson, 

〔Essai sur les donne'es im
m

e'diates de la conscience

〕, 

〔20e e'd

〕., 1921, p. 
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124.　
｛
４
｝
「
形
相
的
」
お
よ
び
「
解
釈
的
」
の
意
義
に
つ
き
、
ま
た
「
本
質
」
と
「
存
在
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
左
の
諸
書
参
照
。

　
　
　
　H

usserl, 

〔Ideen zu einer reinen Pha:nom
enologie

〕, 1913, I, S. 4, S. 12.

　
　
　
　H

eidegger, Sein und Zeit, 1927, I, S. 37 f.

　
　
　
　O

skar B
ecker, M

athem
atische Existenz, 1927, S. 1.
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二
「
い
き
」
の
内
包
的
構
造

　
意
識
現
象
の
形
に
お
い
て
意
味
と
し
て
開
示
さ
れ
る
「
い
き
」
の
会
得
の
第
一
の
課
題
と
し
て
、
我
々

は
ま
ず
「
い
き
」
の
意
味
内
容
を
形
成
す
る
徴
表
を
内﹅
包﹅
的﹅
に
識
別
し
て
こ
の
意
味
を
判﹅
明﹅
な
ら
し
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
つ
い
で
第
二
の
課
題
と
し
て
、
類
似
の
諸
意
味
と
こ
の
意
味
と
の
区
別
を
外﹅
延﹅
的﹅
に
明
ら

か
に
し
て
こ
の
意
味
に
明﹅
晰﹅
を
与
え
る
こ
と
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
「
い
き
」
の
内
包
的
構

造
と
外
延
的
構
造
と
を
均
し
く
闡
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
存

在
を
完
全
に
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
内
包
的
見
地
に
あ
っ
て
、
「
い
き
」
の
第
一
の
徴
表
は
異
性
に
対
す
る
「
媚﹅
態﹅
」
で
あ
る
。
異
性

と
の
関
係
が
「
い
き
」
の
原
本
的
存
在
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
い
き
ご
と
」
が
「
い
ろ
ご
と
」
を

意
味
す
る
の
で
も
わ
か
る
。
「
い
き
な
話
」
と
い
え
ば
、
異
性
と
の
交
渉
に
関
す
る
話
を
意
味
し
て
い
る
。

な
お
「
い
き
な
話
」
と
か
「
い
き
な
事
」
と
か
い
う
う
ち
に
は
、
そ
の
異
性
と
の
交
渉
が
尋
常
の
交
渉
で

な
い
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
近
松
秋
江
の
『
意
気
な
こ
と
』
と
い
う
短
篇
小
説
は
「
女
を
囲
う
」
こ
と
に
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関
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
異
性
間
の
尋
常
な
ら
ざ
る
交
渉
は
媚
態
の
皆
無
を
前
提
と
し
て
は
成
立
を
想
像

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
「
い
き
な
事
」
の
必
然
的
制
約
は
何
ら
か
の
意
味
の
媚
態
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
媚
態
と
は
何
で
あ
る
か
。
媚
態
と
は
、
一
元
的
の
自
己
が
自
己
に
対
し
て
異
性
を
措
定
し
、
自

己
と
異
性
と
の
間
に
可
能
的
関
係
を
構
成
す
る
二
元
的
態
度
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
い
き
」
の
う
ち
に
見

ら
れ
る
「
な
ま
め
か
し
さ
」
「
つ
や
っ
ぽ
さ
」
「
色
気
」
な
ど
は
、
す
べ
て
こ
の
二
元
的
可
能
性
を
基
礎

と
す
る
緊
張
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
上
品
」
は
こ
の
二
元
性
の
欠
乏
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し

て
こ
の
二
元
的
可
能
性
は
媚
態
の
原
本
的
存
在
規
定
で
あ
っ
て
、
異
性
が
完
全
な
る
合
同
を
遂
げ
て
緊
張

性
を
失
う
場
合
に
は
媚
態
は
お
の
ず
か
ら
消
滅
す
る
。
媚
態
は
異
性
の
征
服
を
仮
想
的
目
的
と
し
、
目
的

の
実
現
と
と
も
に
消
滅
の
運
命
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
永
井
荷
風
が
『
歓
楽
』
の
う
ち
で
「
得
よ
う
と

し
て
、
得
た
後
の
女
ほ
ど
情
無
い
も
の
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
異
性
の
双
方
に
お
い
て
活
躍
し

て
い
た
媚
態
の
自
己
消
滅
に
よ
っ
て
齎
ら
さ
れ
た
「
倦
怠
、
絶
望
、
嫌
悪
」
の
情
を
意
味
し
て
い
る
に
相

違
な
い
。
そ
れ
故
に
、
二
元
的
関
係
を
持
続
せ
し
む
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
擁
護

す
る
こ
と
は
、
媚
態
の
本
領
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
歓
楽
」
の
要
諦
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
媚
態

の
強
度
は
異
性
間
の
距
離
の
接
近
す
る
に
従
っ
て
減
少
す
る
も
の
で
は
な
い
。
距
離
の
接
近
は
か
え
っ
て

媚
態
の
強
度
を
増
す
。
菊
池
寛
の
『
不
壊
の
白
珠
』
の
う
ち
で
「
媚
態
」
と
い
う
表
題
の
下
に
次
の
描
写
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が
あ
る
。
「
片
山
氏
は
…
…
玲
子
と
間
隔
を
あ
け
る
や
う
に
、
な
る
べ
く
早
足
に
歩
か
う
と
し
た
。
だ
が
、

玲
子
は
、
そ
の
ス
ラ
リ
と
長
い
脚
で
…
…
片
山
氏
が
、
離
れ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
寄
り
添
つ
て
、
す

れ
ず
れ
に
歩
い
た
」
。
媚
態
の
要
は
、
距
離
を
出
来
得
る
限
り
接
近
せ
し
め
つ
つ
、
距
離
の
差
が
極
限
に

達
せ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
の
媚
態
は
、
実
に
動
的
可
能
性
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
ア
キ
レ

ウ
ス
は
「
そ
の
ス
ラ
リ
と
長
い
脚
で
」
無
限
に
亀
に
近
迫
す
る
が
よ
い
。
し
か
し
、
ヅ
ェ
ノ
ン
の
逆
説
を

成
立
せ
し
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
媚
態
と
は
、
そ
の
完
全
な
る
形
に
お
い
て
は
、

異
性
間
の
二
元
的
、
動
的
可
能
性
が
可
能
性
の
ま
ま
に
絶
対
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
継
続
さ
れ
た
有
限
性
」
を
継
続
す
る
放
浪
者
、
「
悪
い
無
限
性
」
を
喜
ぶ
悪
性
者
、
「
無
窮
に
」
追
跡

し
て
仆
れ
な
い
ア
キ
レ
ウ
ス
、
こ
の
種
の
人
間
だ
け
が
本
当
の
媚
態
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
か
よ
う
な
媚
態
が
「
い
き
」
の
基
調
た
る
「
色
っ
ぽ
さ
」
を
規
定
し
て
い
る
。

　
「
い
き
」
の
第
二
の
徴
表
は
「
意
気
」
す
な
わ
ち
「
意﹅
気﹅
地﹅
」
で
あ
る
。
意
識
現
象
と
し
て
の
存
在
様

態
で
あ
る
「
い
き
」
の
う
ち
に
は
、
江
戸
文
化
の
道
徳
的
理
想
が
鮮
や
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
児

の
気
概
が
契
機
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
野
暮
と
化
物
と
は
箱
根
よ
り
東
に
住
ま
ぬ
こ
と
を
「
生
粋
」
の

江
戸
児
は
誇
り
と
し
た
。
「
江
戸
の
花
」
に
は
、
命
を
も
惜
し
ま
な
い
町
火
消
、
鳶
者
は
寒
中
で
も
白
足

袋
は
だ
し
、
法
被
一
枚
の
「
男
伊
達
」
を
尚
ん
だ
。
「
い
き
」
に
は
、
「
江
戸
の
意
気
張
り
」
「
辰
巳
の
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侠
骨
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
い
な
せ
」
「
い
さ
み
」
「
伝
法
」
な
ど
に
共
通
な
犯
す
べ
か
ら
ざ
る

気
品
・
気
格
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
野
暮
は
垣
根
の
外
が
ま
へ
、
三
千
楼
の
色
競
べ
、
意
気
地
く
ら

べ
や
張
競
べ
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
い
き
」
は
媚
態
で
あ
り
な
が
ら
な
お
異
性
に
対
し
て
一
種
の
反
抗
を

示
す
強
味
を
も
っ
た
意
識
で
あ
る
。
「
鉢
巻
の
江
戸
紫
」
に
「
粋
な
ゆ
か
り
」
を
象
徴
す
る
助
六
は
「
若

い
者
、
間
近
く
寄
つ
て
し
や
つ
つ
ら
を
拝
み
奉
れ
、
や
い
」
と
い
っ
て
喧
嘩
を
売
る
助
六
で
あ
っ
た
。

「
映
ら
ふ
色
や
く
れ
な
ゐ
の
薄
花
桜
」
と
歌
わ
れ
た
三
浦
屋
の
揚
巻
も
髭
の
意
休
に
対
し
て
「
慮
外
な
が

ら
揚
巻
で
御
座
ん
す
。
暗
が
り
で
見
て
も
助
六
さ
ん
と
お
前
、
取
違
へ
て
よ
い
も
の
か
」
と
い
う
思
い
切

っ
た
気
概
を
示
し
た
。
「
色
と
意
気
地
を
立
て
ぬ
い
て
、
気
立
が
粋
で
」
と
は
こ
の
事
で
あ
る
。
か
く
し

て
高
尾
も
小
紫
も
出
た
。
「
い
き
」
の
う
ち
に
は
溌
剌
と
し
て
武
士
道
の
理
想
が
生﹅
き﹅
て
い
る
。
「
武
士

は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」
の
心
が
、
や
が
て
江
戸
者
の
「
宵
越
の
銭
を
持
た
ぬ
」
誇
り
と
な
り
、
更
に
ま
た

「
蹴
こ
ろ
」
「
不
見
転
」
を
卑
し
む
凛
乎
た
る
意
気
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
傾
城
は
金
で
か
ふ
も
の
に

あ
ら
ず
、
意
気
地
に
か
ゆ
る
も
の
と
こ
こ
ろ
へ
べ
し
」
と
は
廓
の
掟
で
あ
っ
た
。
「
金
銀
は
卑
し
き
も
の

と
て
手
に
も
触
れ
ず
、
仮
初
に
も
物
の
直
段
を
知
ら
ず
、
泣
言
を
言
は
ず
、
ま
こ
と
に
公
家
大
名
の
息
女

の
如
し
」
と
は
江
戸
の
太
夫
の
讃
美
で
あ
っ
た
。
「
五
丁
町
の
辱
な
り
、
吉
原
の
名
折
れ
な
り
」
と
い
う

動
機
の
下
に
、
吉
原
の
遊
女
は
「
野
暮
な
大
尽
な
ど
は
幾
度
も
は
ね
つ
け
」
た
の
で
あ
る
。
「
と
ん
と
落
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ち
な
ば
名
は
立
た
ん
、
ど
こ
の
女
郎
衆
の
下
紐
を
結
ぶ
の
神
の
下
心
」
に
よ
っ
て
女
郎
は
心
中
立
を
し
た

の
で
あ
る
。
理
想
主
義
の
生
ん
だ
「
意
気
地
」
に
よ
っ
て
媚
態
が
霊
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
い
き
」
の

特
色
で
あ
る
。

　
「
い
き
」
の
第
三
の
徴
表
は
「
諦﹅
め﹅
」
で
あ
る
。
運
命
に
対
す
る
知
見
に
基
づ
い
て
執
着
を
離
脱
し
た

無
関
心
で
あ
る
。
「
い
き
」
は
垢
抜
が
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
あ
っ
さ
り
、
す
っ
き
り
、
瀟
洒
た
る

心
持
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
解
脱
は
何
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
異
性
間
の
通
路
と
し
て

設
け
ら
れ
て
い
る
特
殊
な
社
会
の
存
在
は
、
恋
の
実
現
に
関
し
て
幻
滅
の
悩
み
を
経
験
さ
せ
る
機
会
を
与

え
や
す
い
。
「
た
ま
た
ま
逢
ふ
に
切
れ
よ
と
は
、
仏
姿
に
あ
り
乍
ら
、
お
前
は
鬼
か
清
心
様
」
と
い
う
歎

き
は
十
六
夜
ひ
と
り
の
歎
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
魂
を
打
込
ん
だ
真
心
が
幾
度
か
無
惨
に
裏
切
ら
れ
、

悩
み
に
悩
み
を
嘗
め
て
鍛
え
ら
れ
た
心
が
い
つ
わ
り
や
す
い
目
的
に
目
を
く
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
異

性
に
対
す
る
淳
朴
な
信
頼
を
失
っ
て
さ
っ
ぱ
り
と
諦
む
る
心
は
決
し
て
無
代
価
で
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

「
思
ふ
事
、
叶
は
ね
ば
こ
そ
浮
世
と
は
、
よ
く
諦
め
た
無
理
な
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
裏
面
に
は

「
情
な
い
は
唯
う
つ
り
気
な
、
ど
う
で
も
男
は
悪
性
者
」
と
い
う
煩
悩
の
体
験
と
、
「
糸
よ
り
細
き
縁
ぢ

や
も
の
、
つ
い
切
れ
易
く
綻
び
て
」
と
い
う
万
法
の
運
命
と
を
蔵
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
上
で
「
人

の
心
は
飛
鳥
川
、
変
る
は
勤
め
の
な
ら
ひ
ぢ
や
も
の
」
と
い
う
懐
疑
的
な
帰
趨
と
、
「
わ
し
ら
が
や
う
な
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勤
め
の
身
で
、
可
愛
と
思
ふ
人
も
な
し
、
思
う
て
呉
れ
る
お
客
も
ま
た
、
広
い
世
界
に
な
い
も
の
ぢ
や
わ

い
な
」
と
い
う
厭
世
的
な
結
論
と
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
い
き
」
を
若
い
芸
者
に
見
る
よ
り
は
む

し
ろ
年
増
の
芸
者
に
見
出
す
こ
と
の
多
い
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｛
１
｝
。
要

す
る
に
、
「
い
き
」
は
「
浮
か
み
も
や
ら
ぬ
、
流
れ
の
う
き
身
」
と
い
う
「
苦
界
」
に
そ
の
起
原
を
も
っ

て
い
る
。
そ
う
し
て
「
い
き
」
の
う
ち
の
「
諦
め
」
し
た
が
っ
て
「
無
関
心
」
は
、
世
智
辛
い
、
つ
れ
な

い
浮
世
の
洗
練
を
経
て
す
っ
き
り
と
垢
抜
し
た
心
、
現
実
に
対
す
る
独
断
的
な
執
着
を
離
れ
た
瀟
洒
と
し

て
未
練
の
な
い
恬
淡
無
碍
の
心
で
あ
る
。
「
野
暮
は
揉
ま
れ
て
粋
と
な
る
」
と
い
う
の
は
こ
の
謂
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
婀
娜
っ
ぽ
い
、
か
ろ
ら
か
な
微
笑
の
裏
に
、
真
摯
な
熱
い
涙
の
ほ
の
か
な
痕
跡
を
見
詰
め
た

と
き
に
、
は
じ
め
て
「
い
き
」
の
真
相
を
把
握
し
得
た
の
で
あ
る
。
「
い
き
」
の
「
諦
め
」
は
爛
熟
頽
廃

の
生
ん
だ
気
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
蔵
す
る
体
験
と
批
判
的
知
見
と
は
、
個
人
的
に
獲
得

し
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
社
会
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
い
ず

れ
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
と
も
か
く
も
「
い
き
」
の
う
ち
に
は
運
命
に
対
す
る
「
諦
め
」
と
、
「
諦
め
」
に

基
づ
く
恬
淡
と
が
否
み
得
な
い
事
実
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
ま
た
、
流
転
、
無
常
を
差
別
相
の
形

式
と
見
、
空
無
、
涅
槃
を
平
等
相
の
原
理
と
す
る
仏
教
の
世
界
観
、
悪
縁
に
む
か
っ
て
諦
め
を
説
き
、
運

命
に
対
し
て
静
観
を
教
え
る
宗
教
的
人
生
観
が
背
景
を
な
し
て
、
「
い
き
」
の
う
ち
の
こ
の
契
機
を
強
調
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し
か
つ
純
化
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
以
上
を
概
括
す
れ
ば
、
「
い
き
」
の
構
造
は
「
媚
態
」
と
「
意
気
地
」
と
「
諦
め
」
と
の
三
契
機
を
示

し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
第
一
の
「
媚
態
」
は
そ
の
基
調
を
構
成
し
、
第
二
の
「
意
気
地
」
と
第
三
の

「
諦
め
」
の
二
つ
は
そ
の
民
族
的
、
歴
史
的
色
彩
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
お
よ
び
第
三
の
徴
表
は
、

第
一
の
徴
表
た
る
「
媚
態
」
と
一
見
相
容
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
真
に
相
容
れ
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
媚
態
の
原
本
的
存
在
規
定
は
二
元
的
可
能
性
に
あ
る
。
し
か
る
に
第
二

の
徴
表
た
る
「
意
気
地
」
は
理
想
主
義
の
齎
し
た
心
の
強
味
で
、
媚
態
の
二
元
的
可
能
性
に
一
層
の
緊
張

と
一
層
の
持
久
力
と
を
呈
供
し
、
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
終
始
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
意

気
地
」
は
媚
態
の
存
在
性
を
強
調
し
、
そ
の
光
沢
を
増
し
、
そ
の
角
度
を
鋭
く
す
る
。
媚
態
の
二
元
的
可

能
性
を
「
意
気
地
」
に
よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
は
、
畢
竟
、
自
由
の
擁
護
を
高
唱
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
の
徴
表
た
る
「
諦
め
」
も
決
し
て
媚
態
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
媚
態
は
そ
の
仮
想
的
目
的

を
達
せ
ざ
る
点
に
お
い
て
、
自
己
に
忠
実
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
媚
態
が
目
的
に
対
し
て
「
諦

め
」
を
有
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
媚
態
そ
の
も
の
の
原
本
的
存
在
性
を
開

示
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
媚
態
と
「
諦
め
」
と
の
結
合
は
、
自
由
へ
の
帰
依
が
運
命
に
よ
っ
て
強
要
さ

れ
、
可
能
性
の
措
定
が
必
然
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
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否
定
に
よ
る
肯
定
が
見
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
「
い
き
」
と
い
う
存
在
様
態
に
お
い
て
、
「
媚
態
」
は
、

武
士
道
の
理
想
主
義
に
基
づ
く
「
意
気
地
」
と
、
仏
教
の
非
現
実
性
を
背
景
と
す
る
「
諦
め
」
と
に
よ
っ

て
、
存
在
完
成
に
ま
で
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
い
き
」
は
媚
態
の
「
粋
」
｛
２
｝
で
あ

る
。
「
い
き
」
は
安
価
な
る
現
実
の
提
立
を
無
視
し
、
実
生
活
に
大
胆
な
る
括
弧
を
施
し
、
超
然
と
し
て

中
和
の
空
気
を
吸
い
な
が
ら
、
無
目
的
な
ま
た
無
関
心
な
自
律
的
遊
戯
を
し
て
い
る
。
一
言
に
し
て
い
え

ば
、
媚
態
の
た
め
の
媚
態
で
あ
る
。
恋
の
真
剣
と
妄
執
と
は
、
そ
の
現
実
性
と
そ
の
非
可
能
性
に
よ
っ
て

「
い
き
」
の
存
在
に
悖
る
。
「
い
き
」
は
恋
の
束
縛
に
超
越
し
た
自
由
な
る
浮
気
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
月
の
漏
る
よ
り
闇
が
よ
い
」
と
い
う
の
は
恋
に
迷
っ
た
暗
が
り
の
心
で
あ
る
。
「
月
が
よ
い
と
の
言
草
」

が
す
な
わ
ち
恋
人
に
と
っ
て
は
腹
の
立
つ
「
粋
な
心
」
で
あ
る
。
「
粋
な
浮
世
を
恋
ゆ
え
に
野
暮
に
く
ら

す
も
心
か
ら
」
と
い
う
と
き
も
、
恋
の
現
実
的
必
然
性
と
、
「
い
き
」
の
超
越
的
可
能
性
と
の
対
峙
が
明

示
さ
れ
て
い
る
。
「
粋
と
云
は
れ
て
浮
い
た
同
士
」
が
「
つ
ひ
岡
惚
の
浮
気
か
ら
」
い
つ
し
か
恬
淡
洒
脱

の
心
を
失
っ
て
行
っ
た
場
合
に
は
「
ま
た
い
と
し
さ
が
弥
増
し
て
、
深
く
鳴
子
の
野
暮
ら
し
い
」
こ
と
を

託
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
蓮
の
浮
気
は
一
寸
惚
れ
」
と
い
う
時
は
未
だ
「
い
き
」
の
領
域
に
い
た
。
「
野

暮
な
事
ぢ
や
が
比
翼
紋
、
離
れ
ぬ
中
」
と
な
っ
た
時
に
は
既
に
「
い
き
」
の
境
地
を
遠
く
去
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
「
意
気
な
お
方
に
つ
り
合
ぬ
、
野
暮
な
や
の
字
の
屋
敷
者
」
と
い
う
皮
肉
な
嘲
笑
を
甘
ん
じ
て
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受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
お
よ
そ
「
胸
の
煙
は
瓦
焼
く
竈
に
ま
さ
る
」
の
は
「
粋
な
小
梅
の
名
に
も
似
ぬ
」

の
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
の
い
わ
ゆ
る am

our-passion 

の
陶
酔
は
ま
さ
し
く
「
い
き
」
か
ら
の
背
離

で
あ
る
。
「
い
き
」
に
左
袒
す
る
者
は 

〔am
our-gou^t

〕
の
淡
い
空
気
の
う
ち
で
蕨
を
摘
ん
で
生
き
る

解
脱
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
い
き
」
は
ロ
コ
コ
時
代
に
見
る
よ
う
な
「
影

に
至
る
ま
で
も
一
切
が
薔﹅
薇﹅
色﹅
の
絵
｛
３
｝
」
で
は
な
い
。
「
い
き
」
の
色
彩
は
お
そ
ら
く
「
遠
つ
昔
の

伊
達
姿
、
白
茶
苧
袴
」
の
白﹅
茶﹅
色﹅
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
「
い
き
」
と
は
、
わ
が
国
の
文
化
を
特
色
附
け
て
い
る
道
徳
的
理
想
主
義
と
宗
教
的
非
現
実

性
と
の
形
相
因
に
よ
っ
て
、
質
料
因
た
る
媚
態
が
自
己
の
存
在
実
現
を
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
「
い
き
」
は
無
上
の
権
威
を
恣
に
し
、
至
大
の
魅
力
を
振
う
の
で
あ
る
。

「
粋
な
心
に
つ
い
た
ら
さ
れ
て
、
嘘
と
知
り
て
も
ほ
ん
ま
に
受
け
て
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
消
息
を
簡
明

に
語
っ
て
い
る
。
ケ
レ
ル
マ
ン
が
そ
の
著
『
日
本
に
於
け
る
散
歩
』
の
う
ち
で
、
日
本
の
或
る
女
に
つ
い

て
「
欧
羅
巴
の
女
が
か
つ
て
到
達
し
な
い
愛
嬌
を
も
っ
て
彼
女
は
媚
を
呈
し
た
｛
４
｝
」
と
い
っ
て
い
る

の
は
、
お
そ
ら
く
「
い
き
」
の
魅
惑
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
最
後
に
、
こ
の
豊
か
な
特
彩
を
も

つ
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
、
理
想
性
と
非
現
実
性
と
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を
実
現
す
る
媚
態
と

し
て
の
「
い
き
」
を
定
義
し
て
「
垢﹅
抜﹅
し﹅
て﹅
（
諦
）
、
張﹅
の﹅
あ﹅
る﹅
（
意
気
地
）
、
色﹅
っ﹅
ぽ﹅
さ﹅
（
媚
態
）
」
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と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
｛
１
｝
『
春
色
辰
巳
園
』
巻
之
七
に
「
さ
ぞ
意
気
な
年
増
に
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
と
、
今
ツ
か
ら
楽
し

み
だ
わ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ま
た
『
春
色
梅
暦
』
巻
之
二
に
「
素
顔
の
意
気
な
中
年
増
」
と
い
う
こ

と
も
あ
る
。
ま
た
同
書
巻
之
一
に
「
意
気
な
美
し
い
お
か
み
さ
ん
が
居
る
と
言
ひ
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
ぢ

や
ア
違
ツ
た
か
と
思
つ
て
、
猶
く
は
し
く
聞
い
た
れ
ば
、
お
ま
は
ん
の
年
よ
り
お
か
み
さ
ん
の
方
が
、
年

う
へ
の
や
う
だ
と
い
ひ
ま
す
し
云
々
」
の
言
葉
が
あ
る
が
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
「
い
き
」
と
形
容
さ

れ
て
い
る
女
は
、
男
よ
り
も
年
上
で
あ
る
。
一
般
に
「
い
き
」
は
知
見
を
含
む
も
の
で
、
し
た
が
っ
て

「
年
の
功
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
「
い
き
」
の
所
有
者
は
、
「
垢
の
ぬ
け
た
る
苦
労
人
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
｛
２
｝
我
々
が
問
題
を
見
て
い
る
地
平
に
あ
っ
て
は
、
「
い
き
」
と
「
粋
」
と
を
同
一
の
意
味
内
容
を

有
す
る
も
の
と
考
え
て
も
差
支
な
い
と
思
う
。
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』
第
二
編
巻
之
上
で
、
染
色
に

関
し
て
、
江
戸
の
女
と
上
方
の
女
と
の
間
に
次
の
問
答
が
あ
る
。
江
戸
女
「
薄
紫
と
い
ふ
や
う
な
あ
ん
ば

い
で
意﹅
気﹅
だ
ね
え
」
上
方
女
「
い
つ
か
う
粋﹅
ぢ
や
。
こ
ち
や
江
戸
紫
な
ら
大
好
〳
〵
」
。
す
な
わ
ち
、

「
い
き
」
と
「
粋
」
と
は
こ
の
場
合
全
然
同
意
義
で
あ
る
。
染
色
の
問
答
に
続
い
て
、
三
馬
は
こ
の
二
人
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の
女
に
江
戸
語
と
上
方
語
と
の
巧
み
な
使
い
別
け
を
さ
せ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
「
す
つ
ぽ
ん
」
と
「
ま

る
」
、
「
か
ら
」
と
「
さ
か
い
」
な
ど
の
よ
う
な
、
江
戸
語
と
上
方
語
と
の
相
違
に
つ
い
て
口
論
を
さ
せ

て
い
る
。
「
い
き
」
と
「
粋
」
と
の
相
違
は
、
同
一
内
容
に
対
す
る
江
戸
語
と
上
方
語
と
の
相
違
で
あ
る

ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
語
の
発
達
を
時
代
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
（
『
元
禄

文
学
辞
典
』
『
近
松
語
彙
』
参
照
）
。
も
っ
と
も
単
に
土
地
や
時
代
の
相
違
の
み
な
ら
ず
、
意
識
現
象
に

は
好
ん
で
「
粋
」
の
語
を
用
い
、
客
観
的
表
現
に
は
主
と
し
て
「
い
き
」
の
語
を
使
う
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
『
春
色
梅
暦
』
巻
之
七
に
出
て
い
る
流
行
唄
に
「
気
だ
て
が
粋﹅
で
、
な
り
ふ
り

ま
で
も
意﹅
気﹅
で
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
同
書
巻
之
九
に
「
意﹅
気﹅
の
情
の
源
」
と
あ
る
よ
う
に
、
意
識

現
象
に
「
い
き
」
の
語
を
用
い
る
場
合
も
多
い
し
、
『
春
色
辰
巳
園
』
巻
之
三
に
「
姿
も
粋﹅
な
米
八
」
と

い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
客
観
的
表
現
に
「
粋
」
の
語
を
使
う
場
合
も
少
な
く
な
い
。
要
す
る
に
、
「
い
き
」

と
「
粋
」
と
は
意
味
内
容
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
見
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
一
は
特
に

意
識
現
象
に
、
他
は
専
ら
客
観
的
表
現
に
用
い
ら
れ
る
と
仮
定
し
て
も
、
客
観
的
表
現
と
は
意
識
現
象
の

客
観
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
両
者
は
結
局
そ
の
根
柢
に
お
い
て
は
同
一
意
味
内
容
を
も
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

　
｛
３
｝Stendhal, D

e l'am
our, livre I, chapitre I.
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｛
４
｝K

ellerm
ann, Ein Spaziergang in Japan, 1924, S. 256.
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三
「
い
き
」
の
外
延
的
構
造

　
前
節
に
お
い
て
、
我
々
は
「
い
き
」
の
包
含
す
る
徴
表
を
内
包
的
に
弁
別
し
て
、
「
い
き
」
の
意
味
を

判
明
な
ら
し
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
「
い
き
」
と
「
い
き
」
に
関
係
を
有
す
る
他
の
諸

意
味
と
の
区
別
を
考
察
し
て
、
外
延
的
に
「
い
き
」
の
意
味
を
明
晰
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
い
き
」
に
関
係
を
有
す
る
主
要
な
意
味
は
「
上
品
」
、
「
派
手
」
、
「
渋
味
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
そ
の
成
立
上
の
存
在
規
定
に
遡
っ
て
区
分
の
原
理
を
索
め
る
場
合
に
、
お
の
ず
か
ら
二
群
に
分
か
れ

る
。
「
上
品
」
や
「
派
手
」
が
存
在
様
態
と
し
て
成
立
す
る
公
共
圏
は
、
「
い
き
」
や
「
渋
味
」
が
存
在

様
態
と
し
て
成
立
す
る
公
共
圏
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
二
つ
の
公
共
圏
の
う
ち
、

「
上
品
」
お
よ
び
「
派
手
」
の
属
す
る
も
の
は
人﹅
性﹅
的﹅
一﹅
般﹅
存﹅
在﹅
で
あ
り
、
「
い
き
」
お
よ
び
「
渋
味
」

の
属
す
る
も
の
は
異﹅
性﹅
的﹅
特﹅
殊﹅
存﹅
在﹅
で
あ
る
と
断
定
し
て
も
お
そ
ら
く
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
意
味
は
大
概
み
な
そ
の
反
対
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
「
上
品
」
は
対
立
者
と
し
て
「
下
品
」

を
も
っ
て
い
る
。
「
派
手
」
は
対
立
者
に
「
地
味
」
を
有
す
る
。
「
い
き
」
の
対
立
者
は
「
野
暮
」
で
あ
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る
。
た
だ
、
「
渋
味
」
だ
け
は
判
然
た
る
対
立
者
を
も
っ
て
い
な
い
。
普
通
に
は
「
渋
味
」
と
「
派
手
」

と
を
対
立
さ
せ
て
考
え
る
が
、
「
派
手
」
は
相
手
と
し
て
「
地
味
」
を
も
っ
て
い
る
。
さ
て
、
「
渋
味
」

と
い
う
言
葉
は
お
そ
ら
く
柿
の
味
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
柿
は
「
渋
味
」
の
ほ
か
に
な

お
「
甘
味
」
を
も
も
っ
て
い
る
。
渋
柿
に
対
し
て
は
甘
柿
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
渋
味
」
の
対
立
者
と
し

て
は
「
甘
味
」
を
考
え
て
も
差
支
な
い
と
信
ず
る
。
渋
茶
、
甘
茶
、
渋
糟
、
甘
糟
、
渋
皮
、
甘
皮
な
ど
の

反
対
語
の
存
在
も
、
こ
の
対
立
関
係
を
裏
書
す
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
対
立
意
味
は
ど
う
い
う
内
容

を
も
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
「
い
き
」
と
い
か
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
。

　
（
一
）
　
上﹅
品﹅
　
下﹅
品﹅
と
は
価
値
判
断
に
基
づ
い
た
対
自
性
の
区
別
、
す
な
わ
ち
物
自
身
の
品
質
上
の

区
別
で
あ
る
。
言
葉
が
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
上
品
と
は
品
柄
の
勝
れ
た
も
の
、
下
品
と
は
品
柄
の
劣

っ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。
た
だ
し
品
の
意
味
は
一
様
で
は
な
い
。
上
品
、
下
品
と
は
ま
ず
物
品
に
関
す

る
区
別
で
あ
り
得
る
。
つ
い
で
人
事
に
も
こ
の
区
別
が
適
用
さ
れ
る
。
「
上
品
無
寒
門
、
下
品
無
勢
族
」

と
い
う
と
き
に
は
、
上
品
、
下
品
は
、
人
事
関
係
、
特
に
社
会
的
階
級
性
に
関
係
し
た
も
の
と
し
て
見
ら

れ
て
い
る
。
歌
麿
の
『
風
俗
三
段
娘
』
は
、
上
品
之
部
、
中
品
之
部
、
下
品
之
部
の
三
段
に
分
れ
て
い
る

が
、
当
時
の
婦
女
風
俗
を
上
流
、
中
流
、
下
流
の
三
に
分
っ
て
描
い
て
い
る
。
な
お
仏
教
語
と
し
て
品
を

呉
音
で
読
ん
で
極
楽
浄
土
の
階
級
性
を
表
わ
す
場
合
も
あ
る
が
、
広
義
に
お
け
る
人
事
関
係
と
見
て
差
支
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な
い
。
上
品
、
下
品
の
対
立
は
、
人
事
関
係
に
基
づ
い
て
更
に
人
間
の
趣
味
そ
の
も
の
の
性
質
を
表
明
す

る
よ
う
に
な
り
、
上
品
と
は
高
雅
な
こ
と
、
下
品
と
は
下
卑
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
し
か
ら
ば
「
い
き
」
と
こ
れ
ら
の
意
味
と
は
い
か
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
品
は
人

性
的
一
般
存
在
の
公
共
圏
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
媚
態
と
は
交
渉
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
春
色

梅
暦
』
に
藤
兵
衛
の
母
親
に
関
し
て
「
さ
も
上
品
な
る
そ
の
い
で
た
ち
」
と
い
う
形
容
が
あ
る
が
、
こ
の

母
親
は
既
に
後
家
に
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
「
歳
の
こ
ろ
、
五
十
歳
あ
ま
り
の
尼
御
前
」
で
あ
る
。
そ

う
し
て
、
藤
兵
衛
の
情
婦
お
由
の
示
す
媚
態
と
は
絶
好
の
対
照
を
な
し
て
い
る
。
し
か
る
に
ま
た
「
い
き
」

は
、
そ
の
徴
表
中
に
「
意
気
地
」
と
「
諦
め
」
と
を
有
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
趣
味
の
卓
越
と
し
て
理

解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
い
き
」
と
上
品
と
の
関
係
は
、
一
方
に
趣
味
の
卓
越
と
い
う
意
味
で
有
価

値
的
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
有
し
、
他
方
に
媚
態
の
有
無
と
い
う
差
異
点
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
下
品
は
そ
れ
自
身
媚
態
と
何
ら
関
係
な
い
こ
と
は
上
品
と
同
様
で
あ
る
が
、
た
だ
媚
態
と
一

定
の
関
係
に
置
か
れ
や
す
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
「
い
き
」
と
下
品
と
の
関
係
を
考
え
る

場
合
に
は
、
共
通
点
と
し
て
は
媚
態
の
存
在
、
差
異
点
と
し
て
は
趣
味
の
上
下
優
劣
を
理
解
す
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
「
い
き
」
が
有
価
値
的
で
あ
る
に
対
し
て
下
品
は
反
価
値
的
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
場
合
、

し
ば
し
ば
、
両
者
に
共
通
の
媚
態
そ
の
も
の
が
趣
味
の
上
下
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
様
態
を
取
る
も
の
と
し
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て
思
惟
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
意
気
に
し
て
賤
し
か
ら
ず
」
と
か
、
ま
た
は
「
意
気
で
人
柄
が
よ
く
て
、

下
卑
た
事
と
云
つ
た
ら
是
計
も
な
い
」
な
ど
と
い
っ
て
い
る
場
合
、
「
い
き
」
と
下
品
と
の
関
係
が
言
表

わ
さ
れ
て
い
る
。

　
「
い
き
」
が
一
方
に
上
品
と
、
他
方
に
下
品
と
、
か
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

何
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
「
い
き
」
が
上
品
と
下
品
と
の
中
間
者
と
見
做
さ
れ
る
か
の
理
由
が
わ
か
っ
て
来
る
。

一
般
に
上
品
に
或
る
も
の
を
加
え
て
「
い
き
」
と
な
り
、
更
に
加
え
て
或
る
程
度
を
越
え
る
と
下
品
に
な

る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
上
品
と
「
い
き
」
と
は
共
に
有
価
値
的
で
あ
り
な
が
ら
或
る
も
の
の
有
無
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
或
る
も
の
を
「
い
き
」
は
反
価
値
的
な
下
品
と
共
有
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に

「
い
き
」
は
上
品
と
下
品
と
の
中
間
者
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
者
の
関
係
を
か
よ

う
に
直
線
的
に
見
る
の
は
二
次
的
に
起
っ
た
こ
と
で
、
存
在
規
定
上
、
原
本
的
で
は
な
い
。

　
（
二
）
　
派﹅
手﹅
　
地﹅
味﹅
と
は
対
他
性
の
様
態
上
の
区
別
で
あ
る
。
他
に
対
す
る
自
己
主
張
の
強
度
ま
た

は
有
無
の
差
で
あ
る
。
派
手
と
は
葉
が
外
へ
出
る
の
で
あ
る
。
「
葉
出
」
の
義
で
あ
る
。
地
味
と
は
根
が

地
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
「
地
の
味
」
の
義
で
あ
る
。
前
者
は
自
己
か
ら
出
て
他
へ
行
く
存
在
様
態
、
後

者
は
自
己
の
素
質
の
う
ち
へ
沈
む
存
在
様
態
で
あ
る
。
自
己
か
ら
出
て
他
へ
行
く
も
の
は
華
美
を
好
み
、

花
や
か
に
飾
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
う
ち
へ
沈
む
も
の
は
飾
り
を
示
す
べ
き
相
手
を
も
た
な
い
か
ら
、
飾
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ら
な
い
の
で
あ
る
。
豊
太
閤
は
、
自
己
を
朝
鮮
に
ま
で
も
主
張
す
る
性
情
に
基
づ
い
て
、
桃
山
時
代
の
豪

華
燦
爛
た
る
文
化
を
致
し
た
。
家
康
は
「
上
を
見
な
」
「
身
の
程
を
知
れ
」
の
「
五
字
七
字
」
を
秘
伝
と

ま
で
考
え
た
か
ら
、
家
臣
の
美
服
を
戒
め
鹵
簿
の
倹
素
を
命
じ
た
。
そ
こ
に
趣
味
の
相
違
が
現
わ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
派
手
、
地
味
の
対
立
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
何
ら
価
値
判
断
を
含
ん
で
い
な
い
非
価

値
的
の
も
の
で
あ
る
。
対
立
の
意
味
は
積
極
的
と
消
極
的
と
の
差
別
に
存
し
て
い
る
。

　
「
い
き
」
と
の
関
係
を
い
え
ば
、
派
手
は
「
い
き
」
と
同
じ
に
他
に
対
し
て
積
極
的
に
媚
態
を
示
し
得

る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
「
派
手
な
浮
名
が
嬉
し
う
て
」
の
言
葉
で
も
わ
か
る
。
ま
た
「
う
ら
は
づ
か

し
き
派
手
姿
も
、
み
な
こ
れ
男
を
思
ふ
よ
り
」
と
い
う
と
き
に
も
、
派
手
と
媚
態
と
の
可
能
的
関
係
が
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
派
手
の
特
色
た
る
き
ら
び
や
か
な
衒
い
は
「
い
き
」
の
も
つ
「
諦
め
」
と
相
容

れ
な
い
。
江
戸
褄
の
下
か
ら
加
茂
川
染
の
襦
袢
を
見
せ
る
と
い
う
の
で
「
派
手
娘
江
戸
の
下
よ
り
京
を
見

せ
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
、
調
和
も
統
一
も
考
え
な
い
で
単
に
華
美
濃
艶
を
衒
う
「
派
手
娘
」
の
心
事
と
、

「
つ
や
な
し
結
城
の
五
ほ
ん
て
縞
、
花
色
裏
の
ふ
き
さ
へ
も
、
た
ん
と
は
だ
さ
ぬ
」
粋
者
の
意
中
と
に
は

著
し
い
隔
り
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
派
手
は
品
質
の
検
校
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
往
々
趣
味
の
下
劣
が
暴

露
さ
れ
て
下
品
の
極
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
地
味
は
原
本
的
に
消
極
的
対
他
関
係
に
立
つ
た
め
に

「
い
き
」
の
有
す
る
媚
態
を
も
ち
得
な
い
。
そ
の
代
り
に
樸
素
な
地
味
は
、
一
種
の
「
さ
び
」
を
見
せ
て
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「
い
き
」
の
う
ち
の
「
諦
め
」
に
通
う
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
地
味
が
品
質
の
検
校
を
受
け
て
し
ば
し

ば
上
品
の
列
に
加
わ
る
の
は
、
さ
び
た
心
の
奥
床
し
さ
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
意﹅
気﹅
　
野﹅
暮﹅
は
異
性
的
特
殊
性
の
公
共
圏
内
に
お
け
る
価
値
判
断
に
基
づ
い
た
対
自
性
の
区

別
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
成
立
上
の
存
在
規
定
が
異
性
的
特
殊
性
で
あ
る
限
り
、
「
い
き
」
の
う
ち
に

は
異
性
に
対
す
る
措
定
が
言
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
い
き
」
が
野
暮
と
一
対
の
意
味
と
し
て
強
調

し
て
い
る
客
観
的
内
容
は
、
対
他
性
の
強
度
ま
た
は
有
無
で
は
な
く
、
対
自
性
に
関
す
る
価
値
判
断
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
い
き
」
と
野
暮
と
の
対
立
に
あ
っ
て
は
、
或
る
特
殊
な
洗
練
の
有
無
が
断
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
い
き
」
は
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
字
通
り
の
「
意
気
」
で
あ
る
。
「
気
象
」
で
あ
る
。

そ
う
し
て
「
気
象
の
精
粋
」
の
意
味
と
と
も
に
、
「
世
態
人
情
に
通
暁
す
る
こ
と
」
「
異
性
的
特
殊
社
会

の
こ
と
に
明
る
い
こ
と
」
「
垢
抜
し
て
い
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
き
て
い
る
。
野
暮
は
「
野
夫
」
の
音
転

で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
通
人
粋
客
に
対
し
て
、
世
態
に
通
じ
な
い
、
人
情
を
解
し
な
い
野
人
田
夫
の

意
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
惹
い
て
、
「
鄙
び
た
こ
と
」
「
垢
抜
の
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
意
味
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
『
春
告
鳥
』
の
う
ち
に
「
生
質
野
夫
に
て
世
間
の
事
を
す
こ
し
も
知
ら
ず
、
青
楼
妓
院
は

夢
に
も
見
た
る
事
な
し
。
さ
れ
ば
通
君
子
の
謗
り
す
く
な
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ま
た
『
英
対

暖
語
』
の
う
ち
に
「
唄
女
と
か
い
ふ
意
気
な
の
で
な
い
と
、
お
気
に
は
入
ら
な
い
と
聞
い
て
居
ま
し
た
。

32「いき」の構造



ど
う
し
て
私
の
や
う
な
、
お
や
し
き
の
野
暮
な
風
で
、
お
気
に
は
入
り
ま
せ
ん
の
サ
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。

　
も
と
よ
り
、
「
私
は
野
暮
で
す
」
と
い
う
と
き
に
は
、
多
く
の
場
合
に
野
暮
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
自

負
が
裏
面
に
言
表
さ
れ
て
い
る
。
異
性
的
特
殊
性
の
公
共
圏
内
の
洗
練
を
経
て
い
な
い
こ
と
に
関
す
る
誇

り
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
負
に
価
す
る
何
ら
か
の
も
の
が
存
し
て
い
る
。
「
い
き
」
を
好
む

か
、
野
暮
を
択
ぶ
か
は
趣
味
の
相
違
で
あ
る
。
絶
対
的
な
価
値
判
断
は
客
観
的
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
化
的
存
在
規
定
を
内
容
と
す
る
一
対
の
意
味
が
、
一
は
肯
定
的
に
言
表
さ
れ
、
他
は

否
定
的
の
言
葉
を
冠
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
成
立
上
に
お
け
る
原
本
性
お
よ
び
非
原
本
性
に
関
し
て

断
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
味
内
容
の
成
立
し
た
公
共
圏
内
に
お
け
る
相
対
的
な
価

値
判
断
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
合
理
、
不
合
理
と
い
う
語
は
、
理
性
を
標
準
と
す
る
公
共
圏
内
で

で
き
た
語
で
あ
る
。
信
仰
、
無
信
仰
は
、
宗
教
的
公
共
圏
を
成
立
規
定
に
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ

れ
ら
の
語
は
そ
の
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
公
共
圏
内
に
あ
っ
て
は
明
ら
か
に
価
値
判
断
を
担
っ
て
い
る
。

さ
て
、
意
気
と
い
い
粋
と
い
い
、
い
ず
れ
も
肯
定
的
に
い
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
て
野
暮
は

同
義
語
と
し
て
、
否
定
的
に
言
表
さ
れ
た
不
意
気
と
不
粋
と
を
有
す
る
。
我
々
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
い
き
」

が
原
本
的
で
、
つ
い
で
野
暮
が
そ
の
反
対
意
味
と
し
て
発
生
し
た
こ
と
を
知
り
得
る
と
と
も
に
、
異
性
的
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特
殊
性
の
公
共
圏
内
に
あ
っ
て
は
「
い
き
」
は
有
価
値
的
と
し
て
、
野
暮
は
反
価
値
的
と
し
て
判
断
さ
れ

る
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
玄
人
か
ら
見
れ
ば
素
人
は
不
粋
で
あ
る
。
自
分
に
近
接
し
て
い
る

「
町
風
」
は
「
い
き
」
と
し
て
許
さ
れ
る
が
、
自
分
か
ら
疎
隔
し
て
い
る
「
屋
敷
風
」
は
不
意
気
で
あ
る
。

う
ぶ
な
恋
も
野
暮
で
あ
る
。
不
器
量
な
女
の
厚
化
粧
も
野
暮
で
あ
る
。
「
不
粋
な
こ
な
さ
ん
ぢ
や
有
る
ま

い
し
、
色
里
の
諸
わ
け
を
ば
知
ら
ぬ
野
暮
で
も
あ
る
ま
い
し
」
と
い
う
場
合
に
も
、
異
性
的
特
殊
性
の
公

共
圏
内
に
お
け
る
価
値
判
断
の
結
果
と
し
て
、
不
粋
と
野
暮
と
に
よ
っ
て
反
価
値
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
四
）
　
渋﹅
味﹅
　
甘﹅
味﹅
は
対
他
性
か
ら
見
た
区
別
で
、
か
つ
ま
た
、
そ
れ
自
身
に
は
何
ら
の
価
値
判
断

を
含
ん
で
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
対
他
性
が
積
極
的
で
あ
る
か
、
消
極
的
で
あ
る
か
の
区
別
が
言
表
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
渋
味
は
消
極
的
対
他
性
を
意
味
し
て
い
る
。
柿
が
肉
の
中
に
渋
味
を
蔵
す
る
の
は

烏
に
対
し
て
自
己
を
保
護
す
る
の
で
あ
る
。
栗
が
渋
い
内
皮
を
も
っ
て
い
る
の
は
昆
虫
類
に
対
す
る
防
禦

で
あ
る
。
人
間
も
渋
紙
で
物
を
包
ん
で
水
の
浸
入
に
備
え
た
り
、
渋
面
を
し
て
他
人
と
の
交
渉
を
避
け
た

り
す
る
。
甘
味
は
そ
の
反
対
に
積
極
的
対
他
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
甘
え
る
者
と
甘
え
ら
れ
る
者
と
の
間

に
は
、
常
に
積
極
的
な
通
路
が
開
け
て
い
る
。
ま
た
、
人
に
取
入
ろ
う
と
す
る
者
は
甘
言
を
提
供
し
、
下

心
あ
る
者
は
進
ん
で
甘
茶
を
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
。

　
対
他
性
上
の
区
別
で
あ
る
渋
味
と
甘
味
と
は
、
そ
れ
自
身
に
は
何
ら
一
定
の
価
値
判
断
を
担
っ
て
い
な
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い
。
価
値
的
意
味
は
そ
の
場
合
そ
の
場
合
の
背
景
に
よ
っ
て
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
「
し
ぶ
か
は
に
ま

あ
だ
い
そ
れ
た
江
戸
の
み
づ
」
の
渋
皮
は
反
価
値
的
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
し
ぶ
う
る
か
と

い
う
場
合
、
う
る
か
は
味
の
渋
さ
を
賞
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
渋
味
は
有
価
値
的
意
味
を
表
現
し
て
い

る
。
甘
味
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
茶
の
う
ち
で
は
玉
露
に
「
甘
い
優
美
な
趣
味
」
が
あ
る
と
か
、
政

よ
ろ
し
き
を
得
れ
ば
天
が
甘
露
を
降
ら
す
と
か
、
ま
た
は
快
く
承
諾
す
る
こ
と
を
甘
諾
と
い
っ
た
り
す
る

時
に
は
、
甘
味
は
有
価
値
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
「
あ
ま
っ
ち
ょ
」
「
甘
っ
た
る
い
物
の

言
い
方
」
「
甘
い
文
学
」
な
ど
い
う
場
合
に
は
、
甘
味
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
反
価
値
性
が
言
表
さ
れ
て
い

る
。

　
さ
て
、
渋
味
と
甘
味
と
が
対
他
性
上
の
消
極
的
ま
た
は
積
極
的
の
存
在
様
態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合

に
は
、
両
者
は
勝
義
に
お
い
て
異
性
的
特
殊
性
の
公
共
圏
に
属
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
公

共
圏
内
の
対
他
的
関
係
の
常
態
は
甘
味
で
あ
る
。
「
甘
え
て
す
ね
て
」
と
か
「
甘
え
る
す
が
た
色
ふ
か
し
」

な
ど
い
う
言
葉
に
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
渋
味
は
甘
味
の
否
定
で
あ
る
。
荷
風
は
『
歓
楽
』
の
中

で
、
「
其
の
土
地
で
は
一
口
に
姐
さ
ん
で
通
る
か
と
思
ふ
年
頃
の
渋
い
つ
く
り
の
女
」
に
出
逢
っ
て
、
そ

の
女
が
十
年
前
に
自
分
と
死
の
う
と
約
束
し
た
小
菊
と
い
う
芸
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
そ
の
女
の
も
っ
て
い
た
昔
の
甘
味
は
否
定
さ
れ
て
渋
味
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
渋
味
は
し
ば
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し
ば
派
手
の
反
対
意
味
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
渋
味
の
存
在
性
を
把
握
す
る
に
妨

害
を
す
る
。
派
手
の
反
対
意
味
と
し
て
は
地
味
が
あ
る
。
渋
味
を
も
地
味
を
も
斉
し
く
派
手
に
対
立
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
渋
味
と
地
味
と
を
混
同
す
る
結
果
を
来
た
す
。
渋
味
と
地
味
と
は
共
に
消
極
的
対
他

性
を
表
わ
す
点
に
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
が
、
重
要
な
る
相
違
点
は
、
地
味
が
人
性
的
一
般
性
を
公
共
圏

と
し
て
甘
味
と
は
始
め
よ
り
何
ら
関
係
な
く
成
立
し
て
い
る
に
反
し
て
、
渋
味
は
異
性
的
特
殊
性
を
公
共

圏
と
し
て
甘
味
の
否
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
渋
味
は
地

味
よ
り
も
豊
富
な
過
去
お
よ
び
現
在
を
も
っ
て
い
る
。
渋
味
は
甘
味
の
否
定
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
の
否

定
は
忘
却
と
と
も
に
回
想
を
可
能
と
す
る
否
定
で
あ
る
。
逆
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
渋
味
に
は
艶
が
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
渋
味
お
よ
び
甘
味
は
「
い
き
」
と
は
い
か
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
。
三
者
と
も
異
性

的
特
殊
存
在
の
様
態
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
甘
味
を
常
態
と
考
え
て
、
対
他
的
消
極
性
の
方
向
へ
移
り
行

く
と
き
に
、
「
い
き
」
を
経
て
渋
味
に
到
る
路
が
あ
る
こ
と
に
気
附
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

甘
味
と
「
い
き
」
と
渋
味
と
は
直
線
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
「
い
き
」
は
肯
定
よ
り
否
定
へ

の
進
路
の
中
間
に
位
し
て
い
る
｛
１
｝
。

　
独
断
の
「
甘
い
」
夢
が
破
ら
れ
て
批
判
的
知
見
に
富
ん
だ
「
い
き
」
が
目
醒
め
る
こ
と
は
、
「
い
き
」

の
内
包
的
構
造
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
。
ま
た
、
「
い
き
」
が
「
媚
態
の
た
め
の
媚
態
」
も
し
く
は
「
自
律
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的
遊
戯
」
の
形
を
取
る
の
は
「
否
定
に
よ
る
肯
定
」
と
し
て
可
能
で
あ
る
こ
と
も
言
っ
た
。
そ
れ
は
甘
味

か
ら
「
い
き
」
へ
の
推
移
に
つ
い
て
語
っ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
更
に
否
定
が
優
勢
を
示
し

て
極
限
に
近
づ
く
時
に
は
「
い
き
」
は
渋
味
に
変
ず
る
の
で
あ
る
。
荷
風
の
「
渋
い
つ
く
り
の
女
」
は
、

甘
味
か
ら
「
い
き
」
を
経
て
渋
味
に
行
っ
た
に
相
違
な
い
。
歌
沢
の
或
る
も
の
の
う
ち
に
味
わ
わ
れ
る
渋

味
も
畢
竟
、
清
元
な
ど
の
う
ち
に
存
す
る
「
い
き
」
の
様
態
化
で
あ
ろ
う
。
辞
書
『
言
海
』
の
「
し
ぶ
し
」

の
条
下
に
「
く
す
み
て
い
き
な
り
」
と
説
明
し
て
あ
る
が
、
渋
味
が
「
い
き
」
の
様
態
化
で
あ
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ま
た
、
こ
の
直
線
的
関
係
に
お
い
て
「
い
き
」
が
甘
味
へ
逆
戻
り

を
す
る
場
合
も
考
え
得
る
。
す
な
わ
ち
「
い
き
」
の
う
ち
の
「
意
気
地
」
や
「
諦
め
」
が
存
在
を
失
っ
て
、

砂
糖
の
よ
う
な
甘
っ
た
る
い
甘
味
の
み
が
「
甘
口
」
な
人
間
の
特
徴
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
国
貞
の
女

が
清
長
や
歌
麿
か
ら
生
れ
た
の
は
こ
う
い
う
径
路
を
取
っ
て
い
る
。

　
以
上
に
お
い
て
我
々
は
ほ
ぼ
「
い
き
」
の
意
味
を
他
の
主
要
な
る
類
似
意
味
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
信
ず
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
類
似
意
味
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
が
、

単
に
意
味
と
し
て
の
客
観
性
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
趣﹅
味﹅
と
し
て
価
値
判
断
の
主
体
お
よ
び
客
体
と
な

る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
た
と
思
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
我
々
は
、
「
い
き
」
を
或
る
趣
味
体
系
の
一
員
と
し

て
他
の
成
員
と
の
関
係
に
お
い
て
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
す
な
わ
ち
左
の
と
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お
り
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
趣
味
は
そ
の
場
合
そ
の
場
合
に
は
何
ら
か
の
主
観
的
価
値
判
断
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し

そ
の
判
断
が
客
観
的
に
明
瞭
に
主
張
さ
れ
る
場
合
と
、
主
観
内
に
止
ま
っ
て
曖
昧
な
形
よ
り
取
ら
な
い
場

合
と
が
あ
る
。
い
ま
仮
り
に
前
者
を
価
値
的
と
い
い
、
後
者
を
非
価
値
的
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
関
係
は
、
左
図
の
よ
う
に
、
直
六
面
体
の
形
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
図
に
お
い
て
、
正
方
形
を
な
す
上
下
の
両
面
は
、
こ
こ
に
取
扱
う
趣
味
様
態
の
成
立
規
定
た
る
両
公

共
圏
を
示
す
。
底
面
は
人
性
的
一
般
性
、
上
面
は
異
性
的
特
殊
性
を
表
わ
す
。
八
個
の
趣
味
を
八
つ
の
頂

点
に
置
く
。
上
面
お
よ
び
底
面
上
に
て
対
角
線
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
頂
点
に
位
置
を
占
む
る
趣
味

は
相
対
立
す
る
一
対
を
示
す
。
も
と
よ
り
何
と
何
と
を
一
対
と
し
て
考
え
る
か
は
絶
対
的
に
は
決
定
さ
れ

て
い
な
い
。
上
面
と
底
面
に
お
い
て
、
正
方
形
の
各
辺
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
頂
点
（
例
え
ば
意
気

と
渋
味
）
、
側
面
の
矩
形
に
お
い
て
、
対
角
線
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
頂
点
（
例
え
ば
意
気
と
派
手
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）
、
直
六
面
体
の
側
稜
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
頂
点
（
例
え
ば
意
気
と
上
品
）
、
直
六
面
体
の
対
角

線
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
頂
点
（
例
え
ば
意
気
と
下
品
）
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
常
に
何
ら
か
の
対
立

を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
頂
点
は
互
い
に
対
立
関
係
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
上
面
と
底

面
に
お
い
て
、
正
方
形
の
対
角
線
に
よ
っ
て
対
立
す
る
頂
点
は
そ
の
う
ち
で
対
立
性
の
最
も
顕
著
な
も
の

で
あ
る
。
そ
の
対
立
の
原
理
と
し
て
、
我
々
は
、
各
公
共
圏
に
お
い
て
、
対
自
性
と
対
他
性
と
を
考
え
た
。

対
自
性
上
の
対
立
は
価
値
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
、
対
立
者
は
有
価
値
的
と
反
価
値
的
と
の
対
照
を
示
し

た
。
対
他
性
上
の
対
立
は
価
値
と
は
関
係
な
い
対
立
で
、
対
立
者
は
積
極
的
と
消
極
的
と
に
分
れ
た
。
六

面
体
で
は
、
対
自
性
上
の
価
値
的
対
立
と
、
対
他
性
上
の
非
価
値
的
対
立
と
は
、
上
下
の
正
方
形
の
二
対

の
対
角
線
が
六
面
体
を
垂
直
に
截
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
二
つ
の
互
に
垂
直
に
交
わ
る
矩
形
に
よ
っ
て

表
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
品
、
意
気
、
野
暮
、
下
品
を
角
頂
に
も
つ
矩
形
は
対
自
性
上
の
対
立

を
示
し
、
派
手
、
甘
味
、
渋
味
、
地
味
を
角
頂
と
す
る
矩
形
は
対
他
性
上
の
対
立
を
表
わ
し
て
い
る
。
い

ま
、
底
面
の
正
方
形
の
二
つ
の
対
角
線
の
交
点
を
Ｏ
と
し
、
上
面
の
正
方
形
の
二
つ
の
対
角
線
の
交
点
を

Ｐ
と
し
、
こ
の
二
点
を
結
び
付
け
る
法
線
Ｏ
Ｐ
を
引
い
て
み
る
。
こ
の
法
線
Ｏ
Ｐ
は
対
自
性
的
矩
形
面
と

対
他
性
的
矩
形
面
と
の
相
交
る
直
線
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
の
趣
味
体
系
内
に
あ
っ
て
の
具
体
的
普
遍

者
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
内
面
的
発
展
に
よ
っ
て
外
囲
に
特
殊
の
趣
味
が
現
わ
れ
て
来
る
。
さ
て
こ
の
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法
線
Ｏ
Ｐ
は
、
対
自
性
的
矩
形
と
、
対
他
性
的
矩
形
と
の
お
の
お
の
を
垂
直
に
二
等
分
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
と
し
て
で
き
た
Ｏ
、
Ｐ
、
意
気
、
上
品
の
矩
形
は
有
価
値
性
を
表
わ
し
、
Ｏ
、
Ｐ
、
野
暮
、
下
品
の

矩
形
は
反
価
値
性
を
表
わ
す
。
ま
た
、
Ｏ
、
Ｐ
、
甘
味
、
派
手
の
矩
形
は
積
極
性
、
Ｏ
、
Ｐ
、
渋
味
、
地

味
の
矩
形
は
消
極
性
を
表
わ
し
て
い
る
。

　
な
お
こ
の
直
六
面
体
は
、
他
の
同
系
統
の
種
々
の
趣
味
を
そ
の
表
面
ま
た
は
内
部
の
一
定
点
に
含
有
す

る
と
考
え
て
も
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
す
こ
し
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
「
さ
び
」
と
は
、
Ｏ
、
上
品
、
地
味
の
つ
く
る
三
角
形
と
、
Ｐ
、
意
気
、
渋
味
の
つ
く
る
三
角
形
と
を

両
端
面
に
有
す
る
三
角
※
の
名
称
で
あ
る
。
わ
が
大
和
民
族
の
趣
味
上
の
特
色
は
、
こ
の
三
角
※
が
三
角

※
の
形
で
現
勢
的
に
存
在
す
る
点
に
あ
る
。

　
「
雅
」
は
、
上
品
と
地
味
と
渋
味
と
の
作
る
三
角
形
を
底
面
と
し
、
Ｏ
を
頂
点
と
す
る
四
面
体
の
う
ち

に
求
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
「
味
」
と
は
、
甘
味
と
意
気
と
渋
味
と
の
つ
く
る
三
角
形
を
指
し
て
い
う
。
甘
味
、
意
気
、
渋
味
が
異

性
的
特
殊
存
在
の
様
態
化
と
し
て
直
線
的
関
係
を
も
つ
ご
と
く
考
え
得
る
可
能
性
は
、
こ
の
直
角
三
角
形

の
斜
辺
な
ら
ざ
る
二
辺
上
に
お
い
て
、
甘
味
よ
り
意
気
を
経
て
渋
味
に
至
る
運
動
を
考
え
る
こ
と
に
存
し

て
い
る
。
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「
乙
」
と
は
、
こ
の
同
じ
三
角
形
を
底
面
と
し
、
下
品
を
頂
点
と
す
る
四
面
体
の
う
ち
に
位
置
を
占
め

て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
き
ざ
」
は
、
派
手
と
下
品
と
を
結
び
付
け
る
直
線
上
に
位
し
て
い
る
。

　
「
い
ろ
っ
ぽ
さ
」
す
な
わ
ち coquet 

は
、
上
面
の
正
方
形
内
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
底
面
上

に
射
影
を
投
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
上
面
の
正
方
形
に
お
い
て
は
、
甘
味
と
意
気
と
を
結
び
付
け
て
い
る
直

線
に
平
行
し
て
Ｐ
を
通
る
直
線
が
正
方
形
の
二
辺
と
交
わ
る
二
点
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
交
点
と
甘
味
と

意
気
と
の
つ
く
る
矩
形
全
体
が
い
ろ
っ
ぽ
さ
で
あ
る
。
底
面
上
に
射
影
を
投
ず
る
場
合
に
は
、
派
手
と
下

品
と
を
結
び
付
け
る
直
線
に
平
行
し
て
Ｏ
を
通
る
直
線
が
正
方
形
の
二
辺
と
交
わ
る
二
つ
の
交
点
と
、
派

手
と
、
下
品
と
が
つ
く
る
矩
形
が
い
ろ
っ
ぽ
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。
上
品
と
意
気
と
下
品
と
を
直
線
的
に

考
え
る
の
は
、
い
ろ
っ
ぽ
さ
の
射
影
を
底
面
上
に
仮
定
し
た
後
、
上
品
と
意
気
と
下
品
の
三
点
を
結
ん
で

一
の
三
角
形
を
作
り
、
上
品
か
ら
出
発
し
て
意
気
を
経
て
下
品
へ
行
く
運
動
を
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
影
は
往
々
実
物
よ
り
も
暗
い
も
の
で
あ
る
。

　chic 

と
は
、
上
品
と
意
気
と
の
二
頂
点
を
結
び
付
け
る
直
線
全
体
を
漠
然
と
指
し
て
い
る
。

　
〔raffine'

〕
と
は
、
意
気
と
渋
味
と
を
結
び
付
け
る
直
線
が
六
面
体
の
底
面
に
向
っ
て
垂
直
に
運
動
し
、

間
も
な
く
静
止
し
た
時
に
、
そ
の
運
動
が
描
い
た
矩
形
の
名
称
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
こ
の
直
六
面
体
の
図
式
的
価
値
は
、
他
の
同
系
統
の
趣
味
が
こ
の
六
面
体
の
表
面
お
よ
び

内
部
の
一
定
点
に
配
置
さ
れ
得
る
可
能
性
と
函
数
的
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

　
｛
１
｝
『
船
頭
部
屋
』
に
「
こ
こ
も
都
の
辰
巳
と
て
、
喜
撰
は
朝
茶
の
梅
干
に
、
栄
代
団
子
の
角
と
れ

て
、
酸
い
も
甘
い
も
か
み
わ
け
た
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
「
い
き
」
す
な
わ
ち
粋﹅
の
味
は
酸﹅
い﹅

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
自
然
界
に
お
け
る
関
係
の
如
何
は
別
と
し
て
、
意
識
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
酸

味
は
甘
味
と
渋
味
と
の
中
間
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
渋
味
は
、
自
然
界
に
あ
っ
て
は
不
熟
の
味
で
あ
る

場
合
が
多
い
が
、
精
神
界
に
あ
っ
て
は
し
ば
し
ば
円
熟
し
た
趣
味
で
あ
る
。
広
義
の
擬
古
主
義
が
蒼
古
的

様
式
の
古
拙
性
を
尊
ぶ
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
渋
味
に
関
し
て
、
正
、
反
、
合
の
形
式
を
と
っ
て
弁
証
法

が
行
わ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
鶯
の
声
ま
だ
渋
く
聞
ゆ
な
り
、
す
だ
ち
の
小
野
の
春
の
曙
」
と

い
う
と
き
の
渋
味
は
、
渋
滞
の
意
で
第
一
段
た
る
「
正
」
の
段
階
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
甘

味
は
第
二
段
た
る
「
反
」
の
段
階
を
形
成
す
る
。
そ
う
し
て
「
無
地
表
、
裏
模
様
」
の
渋
味
、
す
な
わ
ち

趣
味
と
し
て
の
渋
味
は
、
甘
味
を
止
揚
し
た
も
の
で
、
第
三
段
た
る
「
合
」
の
段
階
を
表
わ
し
て
い
る
。
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四
「
い
き
」
の
自
然
的
表
現

　
今
ま
で
は
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
を
考
察
し
て
き
た
。
今
度
は
客
観
的
表
現
の
形
を
取
っ
た

「
い
き
」
を
、
理
解
さ
る
べ
き
存
在
様
態
と
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
意
味
と
し
て
の
「
い
き
」
の
把
握

は
、
後
者
を
前
者
の
上
に
基
礎
附
け
、
同
時
に
全
体
の
構
造
を
会
得
す
る
可
能
性
に
懸
っ
て
い
る
。
さ
て

「
い
き
」
の
客
観
的
表
現
は
、
自﹅
然﹅
形﹅
式﹅
と
し
て
の
表
現
、
す
な
わ
ち
自
然
的
表
現
と
、
芸﹅
術﹅
形﹅
式﹅
と
し

て
の
表
現
、
す
な
わ
ち
芸
術
的
表
現
と
の
二
つ
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
両
表
現
形
式
が
は
た

し
て
截
然
た
る
区
別
を
許
す
か
の
問
題
｛
１
｝
、
す
な
わ
ち
自
然
形
式
と
は
畢
竟
芸
術
形
式
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
は
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
触
れ
ず
に
、

単
に
便
宜
上
、
通
俗
の
考
え
方
に
従
っ
て
自
然
形
式
と
芸
術
形
式
と
の
二
つ
に
分
け
て
み
る
。
ま
ず
自
然

形
式
と
し
て
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
自
然
形
式
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
象
徴
的
感
情
移
入
」

の
形
で
自
然
界
に
自﹅
然﹅
象﹅
徴﹅
を
見
る
場
合
、
た
と
え
ば
柳
や
小
雨
を
「
い
き
」
と
感
ず
る
ご
と
き
場
合
を

も
意
味
し
得
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
「
本
来
的
感
情
移
入
」
の
範
囲
に
属
す
る
身﹅
体﹅
的﹅
発﹅
表﹅
を
自
然
形
式
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と
考
え
て
お
く
。

　
身
体
的
発
表
と
し
て
の
「
い
き
」
の
自
然
形
式
は
、
聴﹅
覚﹅
と
し
て
は
ま
ず
言
葉
づ
か
い
、
す
な
わ
ち
も

の
の
言
振
り
に
表
わ
れ
る
。
「
男
へ
対
し
そ
の
も
の
い
ひ
は
、
あ
ま
え
ず
し
て
色
気
あ
り
」
と
か
「
言
の

葉
草
も
野
暮
な
ら
ぬ
」
と
か
い
う
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
「
い
き
」
は
普
通
は
一
語
の
発
音

の
仕
方
、
語
尾
の
抑
揚
な
ど
に
特
色
を
も
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
一
語
を
普
通
よ
り
も
や
や
長
く
引
い

て
発
音
し
、
し
か
る
後
、
急
に
抑
揚
を
附
け
て
言
い
切
る
こ
と
は
言
葉
遣
と
し
て
の
「
い
き
」
の
基
礎
を

な
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
長
く
引
い
て
発
音
し
た
部
分
と
、
急
に
言
い
切
っ
た
部
分
と
に
、
言
葉
の
リ
ズ

ム
の
上
の
二
元
的
対
立
が
存
在
し
、
か
つ
、
こ
の
二
元
的
対
立
が
「
い
き
」
の
う
ち
の
媚
態
の
二
元
性
の

客
観
的
表
現
と
解
さ
れ
る
。
音
声
と
し
て
は
、
甲
走
っ
た
最
高
音
よ
り
も
、
や
や
さ
び
の
加
わ
っ
た
次
高

音
の
方
が
「
い
き
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
の
二
元
的
対
立
が
次
高
音
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
場
合
に
、
「
い
き
」
の
質
料
因
と
形
相
因
と
が
完
全
に
客
観
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
体

的
発
表
と
し
て
の
「
い
き
」
の
表
現
の
自
然
形
式
は
視﹅
覚﹅
に
お
い
て
最
も
明
瞭
な
か
つ
多
様
な
形
で
見
ら

れ
る
｛
２
｝
。

　
視
覚
に
関
す
る
自
然
形
式
と
し
て
の
表
現
と
は
、
姿
勢
、
身
振
そ
の
他
を
含
め
た
広
義
の
表
情
と
、
そ

の
表
情
の
支
持
者
た
る
基
体
と
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
全
身
に
関
し
て
は
、
姿﹅
勢﹅
を﹅
軽﹅
く﹅
崩﹅
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す﹅
こ
と
が
「
い
き
」
の
表
現
で
あ
る
。
鳥
居
清
長
の
絵
に
は
、
男
姿
、
女
姿
、
立
姿
、
居
姿
、
後
姿
、
前

向
、
横
向
な
ど
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
表
情
が
驚
く

べ
き
感
受
性
を
も
っ
て
捉
え
て
あ
る
。
「
い
き
」
の
質
料
因
た
る
二
元
性
と
し
て
の
媚
態
は
、
姿
体
の
一

元
的
平
衡
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
性
へ
向
う
能
動
性
お
よ
び
異
性
を
迎
う
る
受
動
性
を
表
現
す
る
。

し
か
し
「
い
き
」
の
形
相
因
た
る
非
現
実
的
理
想
性
は
、
一
元
的
平
衡
の
破
却
に
抑
制
と
節
度
と
を
加
え

て
、
放
縦
な
る
二
元
性
の
措
定
を
妨
止
す
る
。
「
白
楊
の
枝
の
上
で
体
を
ゆ
す
ぶ
る
」
セ
イ
レ
ネ
ス
の
妖

態
や
「
サ
チ
ロ
ス
仲
間
に
気
に
入
る
」
バ
ッ
ク
ス
祭
尼
の
狂
態
、
す
な
わ
ち
腰
部
を
左
右
に
振
っ
て
現
実

の
露
骨
の
う
ち
に
演
ず
る
西
洋
流
の
媚
態
は
、
「
い
き
」
と
は
極
め
て
縁
遠
い
。
「
い
き
」
は
異
性
へ
の

方
向
を
ほ
の
か
に
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
姿
勢
の
相
称
性
が
打
破
せ
ら
る
る
場
合
に
、
中
央
の
垂
直
線

が
、
曲
線
へ
の
推
移
に
お
い
て
、
非
現
実
的
理
想
主
義
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
「
い
き
」
の
表
現
と
し
て

は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
全
身
に
関
し
て
「
い
き
」
の
表
現
と
見
ら
れ
る
の
は
う﹅
す﹅
も﹅
の﹅
を﹅
身﹅
に﹅
纏﹅
う﹅
こ
と
で
あ
る
。

「
明
石
か
ら
ほ
の
ぼ
の
と
す
く
緋
縮
緬
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
、
明
石
縮
を
着
た
女
の
緋
の
襦
袢
が
透
い

て
見
え
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
う
す
も
の
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
し
ば
し
ば
浮
世
絵
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
う

し
て
こ
の
場
合
、
「
い
き
」
の
質
料
因
と
形
相
因
と
の
関
係
が
、
う
す
も
の
の
透
か
し
に
よ
る
異
性
へ
の
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通
路
開
放
と
、
う
す
も
の
の
覆
い
に
よ
る
通
路
封
鎖
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ェ
ヌ
ス

は
裸
体
に
加
え
た
両
手
の
位
置
に
よ
っ
て
特
に
媚
態
を
言
表
し
て
い
る
が
、
言
表
の
仕
方
が
あ
ま
り
に
あ

か
ら
さ
ま
に
過
ぎ
て
「
い
き
」
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
巴
里
の
ル
ヴ
ュ
ー
に
見
る
裸
体
が
「
い
き
」
に

対
し
て
何
ら
の
関
心
を
も
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
い
き
」
な
姿
と
し
て
は
湯﹅
上﹅
り﹅
姿﹅
も
あ
る
。
裸
体
を
回
想
と
し
て
近
接
の
過
去
に
も
ち
、
あ
っ
さ
り

し
た
浴
衣
を
無
造
作
に
着
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
媚
態
と
そ
の
形
相
因
と
が
表
現
を
完
う
し
て
い
る
。
「
い

つ
も
立
寄
る
湯
帰
り
の
、
姿
も
粋
な
」
と
は
『
春
色
辰
巳
園
』
の
米
八
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

「
垢
抜
」
し
た
湯
上
り
姿
は
浮
世
絵
に
も
多
い
画
面
で
あ
る
。
春
信
も
湯
上
り
姿
を
描
い
た
。
そ
れ
の
み

な
ら
ず
、
既
に
紅
絵
時
代
に
お
い
て
さ
え
奥
村
政
信
や
鳥
居
清
満
な
ど
に
よ
っ
て
画
か
れ
て
い
る
こ
と
を

思
え
ば
、
い
か
に
特
殊
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
歌
麿
も
『
婦
女
相
学
十
躰
』
の
一
つ
と
し

て
浴
後
の
女
を
描
く
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
西
洋
の
絵
画
で
は
、
湯
に
入
っ
て
い
る
女
の
裸

体
姿
は
往
々
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
湯
上
り
姿
は
ほ
と
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
表
情
の
支
持
者
た
る
基
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
姿﹅
が﹅
細﹅
っ﹅
そ﹅
り﹅
し
て
柳
腰
で
あ
る
こ
と
が
、
「
い
き
」

の
客
観
的
表
現
の
一
と
考
え
得
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
狂
信
的
な
信
念
を
声
明
し
て
い
る
の
は

歌
麿
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
文
政
の
美
人
の
典
型
も
元
禄
美
人
に
対
し
て
特
に
こ
の
点
を
主
張
し
た
。
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『
浮
世
風
呂
』
に
「
細
く
て
、
お
綺
麗
で
、
意
気
で
」
と
い
う
形
容
詞
の
一
聯
が
あ
る
。
「
い
き
」
の
形

相
因
は
非
現
実
的
理
想
性
で
あ
る
。
一
般
に
非
現
実
性
、
理
想
性
を
客
観
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

い
き
お
い
細
長
い
形
を
取
っ
て
く
る
。
細
長
い
形
状
は
、
肉
の
衰
え
を
示
す
と
と
も
に
霊
の
力
を
語
る
。

精
神
自
体
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
グ
レ
コ
は
、
細
長
い
絵
ば
か
り
描
い
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
の
彫
刻
も
細
長
い

こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
我
々
の
想
像
す
る
幽
霊
も
常
に
細
長
い
形
を
も
っ
て
い
る
。
「
い
き
」
が
霊

化
さ
れ
た
媚
態
で
あ
る
限
り
、
「
い
き
」
な
姿
は
細
っ
そ
り
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
以
上
は
全
身
に
関
す
る
「
い
き
」
で
あ
っ
た
が
、
な
お
顔
面
に
関
し
て
も
、
基
体
と
し
て
の
顔
面
と
、

顔
面
の
表
情
と
の
二
方
面
に
「
い
き
」
が
表
現
さ
れ
る
。
基
体
と
し
て
の
顔
面
、
す
な
わ
ち
顔
面
の
構
造

の
上
か
ら
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
丸
顔
よ
り
も
細﹅
お﹅
も﹅
て﹅
の
方
が
「
い
き
」
に
適
合
し
て
い
る
。
「
当
世

顔
は
少
し
丸
く
」
と
西
鶴
が
言
っ
た
元
禄
の
理
想
の
豊
麗
な
丸
顔
に
対
し
て
、
文
化
文
政
が
細
面
の
瀟
洒

を
善
し
と
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
理
由
が
、
姿
全
体
の
場
合
と
同
様
の

根
拠
に
立
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
顔
面
の
表
情
が
「
い
き
」
な
る
た
め
に
は
、
眼﹅
と﹅
口﹅
と﹅
頬﹅
と﹅
に﹅
弛﹅
緩﹅
と﹅
緊﹅
張﹅
と
を
要
す
る
。
こ
れ
も
全

身
の
姿
勢
に
軽
微
な
平
衡
破
却
が
必
要
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
理
由
か
ら
理
解
で
き
る
。
眼﹅
に
つ
い
て
は
、

流
眄
が
媚
態
の
普
通
の
表
現
で
あ
る
。
流
眄
、
す
な
わ
ち
流
し
目
と
は
、
瞳
の
運
動
に
よ
っ
て
、
媚
を
異
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性
に
む
か
っ
て
流
し
遣
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
様
態
化
と
し
て
は
、
横
目
、
上
目
、
伏
目
が
あ
る
。
側
面

に
異
性
を
置
い
て
横
目
を
送
る
の
も
媚
で
あ
り
、
下
を
向
い
て
上
目
ご
し
に
正
面
の
異
性
を
見
る
の
も
媚

で
あ
る
。
伏
目
も
ま
た
異
性
に
対
し
て
色
気
あ
る
恥
か
し
さ
を
暗
示
す
る
点
で
媚
の
手
段
に
用
い
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
異
性
へ
の
運
動
を
示
す
た
め
に
、
眼
の
平
衡
を
破
っ
て
常
態

を
崩
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
「
色
目
」
だ
け
で
は
未
だ
「
い
き
」
で
は
な
い
。
「
い
き
」
で
あ

る
た
め
に
は
、
な
お
眼
が
過
去
の
潤
い
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
の
一
種
の
光
沢
を
帯
び
、
瞳
は
か
ろ
ら
か
な

諦
め
と
凛
乎
と
し
た
張
り
と
を
無
言
の
う
ち
に
有
力
に
語
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
口﹅
は
、
異
性
間
の

通
路
と
し
て
の
現
実
性
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
と
、
運
動
に
つ
い
て
大
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と

と
に
基
づ
い
て
、
「
い
き
」
の
表
現
た
る
弛
緩
と
緊
張
と
を
極
め
て
明
瞭
な
形
で
示
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

「
い
き
」
の
無
目
的
な
目
的
は
、
唇
の
微
動
の
リ
ズ
ム
に
客
観
化
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
口
紅
は
唇
の
重
要

性
に
印
を
押
し
て
い
る
。
頬﹅
は
、
微
笑
の
音
階
を
司
っ
て
い
る
点
で
、
表
情
上
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
微

笑
と
し
て
の
「
い
き
」
は
、
快
活
な
長
音
階
よ
り
は
む
し
ろ
や
や
悲
調
を
帯
び
た
短
音
階
を
択
ぶ
の
が
普

通
で
あ
る
。
西
鶴
は
頬
の
色
の
「
薄
花
桜
」
で
あ
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
が
、
「
い
き
」
な
頬
は
吉

井
勇
が
「
う
つ
く
し
き
女
な
れ
ど
も
小
夜
子
は
も
凄
艶
な
れ
ば
秋
に
た
と
へ
む
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な

秋
の
色
を
帯
び
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
顔
面
に
お
け
る
「
い
き
」
の
表
現
は
、
片
目
を
塞
い
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だ
り
、
口
部
を
突
出
さ
せ
た
り
、
「
双
頬
で
ジ
ャ
ズ
を
演
奏
す
る
」
な
ど
の
西
洋
流
の
野
暮
さ
と
絶
縁
す

る
こ
と
を
予
件
と
し
て
い
る
。

　
な
お
一
般
に
顔
の
粧
い
に
関
し
て
は
、
薄﹅
化﹅
粧﹅
が
「
い
き
」
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は

京
阪
の
女
は
濃
艶
な
厚
化
粧
を
施
し
た
が
、
江
戸
で
は
そ
れ
を
野
暮
と
卑
し
ん
だ
。
江
戸
の
遊
女
や
芸
者

が
「
婀
娜
」
と
い
っ
て
貴
ん
だ
の
も
薄
化
粧
の
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
ら
ひ
粉
に
て
磨
き
あ
げ
た
る
貌
へ
、

仙
女
香
を
す
り
こ
み
し
薄
化
粧
は
、
こ
と
さ
ら
に
奥
ゆ
か
し
」
と
春
水
も
い
っ
て
い
る
。
ま
た
西
沢
李
叟

は
江
戸
の
化
粧
に
関
し
て
「
上
方
の
如
く
白
粉
べ
た
べ
た
と
塗
る
事
な
く
、
至
つ
て
薄
く
目
立
た
ぬ
を
よ

し
と
す
、
元
来
女
は
男
め
き
た
る
気
性
あ
る
所
の
故
な
る
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
い
き
」
の
質
料
因

と
形
相
因
と
が
、
化
粧
を
施
す
と
い
う
媚
態
の
言
表
と
、
そ
の
化
粧
を
暗
示
に
止
め
る
と
い
う
理
想
性
の

措
定
と
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　
髪﹅
は﹅
略﹅
式﹅
の﹅
も﹅
の﹅
が
「
い
き
」
を
表
現
す
る
。
文
化
文
政
に
は
正
式
な
髪
は
丸
髷
と
島
田
髷
と
で
あ
っ

た
。
か
つ
島
田
髷
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
文
金
高
髷
に
限
ら
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
「
い
き
」
と
見
ら
れ

た
結
振
り
は
銀
杏
髷
、
楽
屋
結
な
ど
略
式
の
髪
か
、
さ
も
な
く
ば
島
田
で
も
潰
し
島
田
、
投
げ
島
田
な
ど

正
形
の
崩
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
特
に
粋
を
標
榜
し
て
い
た
深
川
の
辰
巳
風
俗
と
し
て
は
、
油
を
用

い
な
い
水
髪
が
喜
ば
れ
た
。
「
後
ろ
を
引
詰
め
、
た
ぼ
は
上
の
方
へ
あ
げ
て
水
髪
に
ふ
つ
く
り
と
少
し
出
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し
」
た
姿
は
、
「
他
所
へ
出
し
て
も
あ
た
ま
許
り
で
辰
巳
仕
入
と
見
え
た
り
」
と
『
船
頭
深
話
』
は
い
っ

て
い
る
。
正
式
な
平
衡
を
破
っ
て
、
髪
の
形
を
崩
す
と
こ
ろ
に
異
性
へ
向
っ
て
動
く
二
元
的
「
媚
態
」
が

表
わ
れ
て
く
る
。
ま
た
そ
の
崩
し
方
が
軽
妙
で
あ
る
点
に
「
垢
抜
」
が
表
現
さ
れ
る
。
「
結
ひ
そ
そ
く
れ

し
お
く
れ
髪
」
や
「
ゆ
ふ
べ
ほ
つ
る
る
鬢
の
毛
」
が
も
つ
「
い
き
」
も
同
じ
理
由
か
ら
来
て
い
る
。
し
か

る
に
メ
リ
サ
ン
ド
が
長
い
髪
を
窓
外
の
ペ
レ
ア
ス
に
投
げ
か
け
る
所
作
に
は
「
い
き
」
な
と
こ
ろ
は
少
し

も
な
い
。
ま
た
一
般
に
ブ
ロ
ン
ド
の
髪
の
け
ば
け
ば
し
い
黄
金
色
よ
り
は
、
黒
髪
の
み
ど
り
の
方
が
「
い

き
」
の
表
現
に
適
合
性
を
も
っ
て
い
る
。

　
な
お
「
い
き
」
な
も
の
と
し
て
は
抜﹅
き﹅
衣﹅
紋﹅
が
江
戸
時
代
か
ら
屋
敷
方
以
外
で
一
般
に
流
行
し
た
。
襟

足
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
媚
態
が
あ
る
。
喜
田
川
守
貞
の
『
近
世
風
俗
志
』
に
「
首
筋
に
白
粉
ぬ
る
こ
と
一

本
足
と
号
つ
て
、
際
立
た
す
」
と
い
い
、
ま
た
特
に
遊
女
、
町
芸
者
の
白
粉
に
つ
い
て
「
頸
は
極
て
濃
粧

す
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
首
筋
の
濃
粧
は
主
と
し
て
抜
き
衣
紋
の
媚
態
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
こ
の
抜
き
衣
紋
が
「
い
き
」
の
表
現
と
な
る
理
由
は
、
衣
紋
の
平
衡
を
軽
く
崩
し
、
異
性
に
対
し
て

肌
へ
の
通
路
を
ほ
の
か
に
暗
示
す
る
点
に
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
洋
の
デ
コ
ル
テ
の
よ
う
に
、
肩
か
ら

胸
部
と
背
部
と
の
一
帯
を
露
出
す
る
野
暮
に
陥
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
抜
き
衣
紋
の
「
い
き
」
と
し
て
の
味

が
あ
る
の
で
あ
る
。
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左﹅
褄﹅
を
取
る
こ
と
も
「
い
き
」
の
表
現
で
あ
る
。
「
歩
く
拍
子
に
紅
の
は
つ
ち
と
浅
黄
縮
緬
の
下
帯
が

ひ
ら
り
ひ
ら
り
と
見
え
」
と
か
「
肌
の
雪
と
白
き
浴
衣
の
間
に
ち
ら
つ
く
緋
縮
緬
の
湯
も
じ
を
蹴
出
す
う

つ
く
し
さ
」
と
か
は
、
確
か
に
「
い
き
」
の
条
件
に
適
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
『
春
告
鳥
』
の
中
で

「
入
り
来
る
婀
娜
者
」
は
「
褄
を
と
つ
て
白
き
足
を
見
せ
」
て
い
る
。
浮
世
絵
師
も
種
々
の
方
法
に
よ
っ

て
脛
を
露
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
お
よ
そ
裾
さ
ば
き
の
も
つ
媚
態
を
ほ
の
か
な
形
で
象
徴
化
し
た

も
の
が
す
な
わ
ち
左
褄
で
あ
る
。
西
洋
近
来
の
流
行
が
、
一
方
に
は
裾
を
短
く
し
て
ほ
と
ん
ど
膝
ま
で
出

し
、
他
方
に
は
肉
色
の
靴
下
を
は
い
て
錯
覚
の
効
果
を
予
期
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、
「
ち
よ
い
と
手
が

る
く
褄
を
と
り
」
と
い
う
の
は
、
遙
か
に
媚
態
と
し
て
の
繊
巧
を
示
し
て
い
る
。

　
素﹅
足﹅
も
ま
た
「
い
き
」
の
表
現
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
「
素
足
も
、
野
暮
な
足
袋
ほ
し
き
、
寒
さ
も
つ

ら
や
」
と
い
い
な
が
ら
、
江
戸
芸
者
は
冬
も
素
足
を
習
と
し
た
。
粋
者
の
間
に
は
そ
れ
を
真
似
て
足
袋
を

履
か
な
い
者
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
着
物
に
包
ん
だ
全
身
に
対
し
て
足
だ
け
を
露
出
さ
せ
る
の
は
、
確
か

に
媚
態
の
二
元
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
着
物
と
素
足
と
の
関
係
は
、
全
身
を
裸
に
し
て
足

だ
け
に
靴
下
ま
た
は
靴
を
履
く
西
洋
風
の
露
骨
さ
と
反
対
の
方
向
を
採
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
ま
た
素
足
の

「
い
き
」
た
る
所
以
が
あ
る
。

　
手
は
媚
態
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
「
い
き
」
の
無
関
心
な
遊
戯
が
男
を
魅
惑
す
る
「
手
管
」
は
、
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単
に
「
手
附
」
に
存
す
る
場
合
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
「
い
き
」
な
手
附
は
手﹅
を﹅
軽﹅
く﹅
反﹅
ら﹅
せ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅

や﹅
曲﹅
げ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
。
歌
麿
の
絵
の
う
ち
に
は
、
全
体
の
重
心
が
手
一
つ

に
置
か
れ
て
い
る
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
手
は
顔
に
次
い
で
、
個
人
の
性
格
を
表

わ
し
、
過
去
の
体
験
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
ロ
ダ
ン
が
何
故
に
し
ば
し
ば
手
だ
け
を
作
っ
た
か
を

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
手
判
断
は
決
し
て
無
意
味
な
も
の
で
は
な
い
。
指
先
ま
で
響
い
て
い
る
余

韻
に
よ
っ
て
魂
そ
の
も
の
を
判
断
す
る
の
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
、
手
が
「
い
き
」
の
表
現
と

な
り
得
る
可
能
性
も
畢
竟
こ
の
一
点
に
懸
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
「
い
き
」
の
身
体
的
発
表
｛
３
｝
を
、
特
に
そ
の
視
覚
的
発
表
を
、
全
身
、
顔
面
、
頭
部
、
頸
、

脛
、
足
、
手
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
お
よ
そ
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
は
、
異
性
に
対
す
る
二
元
的

措
定
と
し
て
の
媚
態
が
、
理
想
主
義
的
非
現
実
性
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
客
観
的

表
現
で
あ
る
自
然
形
式
の
要
点
は
、
一
元
的
平
衡
を
軽
妙
に
打
破
し
て
二
元
性
を
暗
示
す
る
と
い
う
形
を

採
る
も
の
と
し
て
闡
明
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
平
衡
を
打
破
し
て
二
元
性
を
措
定
す
る
点
に
「
い
き
」
の

質
料
因
た
る
媚
態
が
表
現
さ
れ
、
打
破
の
仕
方
の
も
つ
性
格
に
形
相
因
た
る
理
想
主
義
的
非
現
実
性
が
認

め
ら
れ
た
。
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｛
１
｝
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、U

titz, G
rundlegung der allgem

einen K
unstw

issenschaft, 1914, I,

 S. 74ff. 

お
よ
び V

olkelt, System
 der A

esthetik, 1925, III, S. 3f. 

参
照
。

　
｛
２
｝
味
覚
、
嗅
覚
、
触
覚
に
関
す
る
「
い
き
」
は
、
「
い
き
」
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
相
当
の

重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
味
覚
と
し
て
の
「
い
き
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
第
一
に
、

「
い
き
」
な
味
と
は
、
味
覚
が
味
覚
だ
け
で
独
立
し
た
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
米
八
が
『
春
色

恵
の
花
』
の
う
ち
で
「
そ
ん
な
色
気
の
な
い
も
の
を
た
べ
て
」
と
貶
し
た
「
附
焼
団
子
」
は
味
覚
の
効
果

を
ほ
と
ん
ど
味
覚
だ
け
に
限
っ
て
い
る
。
「
い
き
」
な
味
と
は
、
味
覚
の
上
に
、
例
え
ば
「
き
の
め
」
や

柚
の
嗅
覚
や
、
山
椒
や
山
葵
の
触
覚
の
よ
う
な
も
の
の
加
わ
っ
た
、
刺
戟
の
強
い
、
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
点
と
し
て
、
「
い
き
」
な
味
は
、
濃
厚
な
も
の
で
は
な
い
。
淡
白
な
も
の
で
あ
る
。
味
覚
と
し
て

の
「
い
き
」
は
「
け
も
の
店
の
山
鯨
」
よ
り
も
「
永
代
の
白
魚
」
の
方
向
に
、
「
あ
な
ご
の
天
麩
羅
」
よ

り
も
「
目
川
の
田
楽
」
の
方
向
に
索
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
「
い
き
」
な
味
と
は
、

味
覚
の
ほ
か
に
嗅
覚
や
触
覚
も
共
に
働
い
て
有
機
体
に
強
い
刺
戟
を
与
え
る
も
の
、
し
か
も
、
あ
っ
さ
り

し
た
淡
白
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
味
覚
、
嗅
覚
、
触
覚
な
ど
は
身
体
的
発
表
と
し
て
「
い
き
」

の
表
現
と
な
る
の
で
は
な
い
。
「
象
徴
的
感
情
移
入
」
に
よ
っ
て
一
種
の
自
然
象
徴
が
現
出
さ
れ
る
に
過

ぎ
な
い
。
身
体
的
発
表
と
し
て
の
「
い
き
」
の
自
然
形
式
は
、
聴
覚
と
視
覚
に
関
す
る
も
の
と
考
え
て
差
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支
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
視
覚
に
関
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
の
巻
頭
に
い
っ
て

い
る
言
葉
が
こ
こ
に
も
妥
当
す
る
。
曰
く
「
こ
の
感
覚
は
他
の
感
覚
よ
り
も
我
々
に
も
の
を
最
も
よ
く
認

識
さ
せ
、
ま
た
多
く
の
差
異
を
示
す
」(A

ristoteles, M
etaphysica A

 1, 980a)

　
｛
３
｝
「
い
き
」
の
身
体
的
発
表
は
お
の
ず
か
ら
舞
踊
へ
移
っ
て
行
く
。
そ
の
推
移
に
は
何
ら
の
作
為

も
無
理
も
な
い
。
舞
踊
と
な
っ
た
と
き
に
初
め
て
芸
術
と
名
付
け
て
、
身
振
と
舞
踊
と
の
間
に
境
界
を
立

て
る
こ
と
に
か
え
っ
て
作
為
と
無
理
と
が
あ
る
。
ア
ル
ベ
ー
ル
・
メ
ー
ボ
ン
は
そ
の
著
『
日
本
の
演
劇
』

の
う
ち
で
、
日
本
の
芸
者
が
「
装
飾
的
お
よ
び
叙
述
的
身
振
に
巧
妙
で
あ
る
」
こ
と
を
語
っ
た
後
に
、
日

本
の
舞
踊
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
身
振
に
よ
っ
て
思
想
お
よ
び
感
情
を
翻
訳
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
日
本
派
の
も
っ
て
い
る
知
識
は
無
尽
蔵
で
あ
る
。
…
…
足
と
脛
と
は
拍
子
の
主
調
を
明
ら
か

に
し
、
か
つ
保
つ
役
を
す
る
。
躯
幹
、
肩
、
頸
、
首
、
腕
、
手
、
指
は
心
的
表
現
の
道
具
で
あ
る
」
（A

l

bert M
aybon, 

〔Le the'a^tre japonais

〕, 1925, pp. 75-76

）
。
我
々
は
い
ま
便
宜
上
、
「
い
き
」
の
身

体
的
発
表
を
自
然
形
式
と
見
て
、
舞
踊
か
ら
離
し
て
取
扱
っ
た
。
し
か
し
、
な
お
こ
の
上
に
舞
踊
の
う
ち

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
い
き
」
の
芸
術
形
式
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
「
い
き
」
の
自
然
形
式
の

考
察
を
繰
返
す
こ
と
に
終
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
些
少
の
変
更
を
加
え
る
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
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五
「
い
き
」
の
芸
術
的
表
現

　
「
い
き
」
の
芸
術
形
式
の
考
察
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
い
き
」
の
表
現
と
芸
術
と
の
関
係
は
、

客
観
的
芸
術
と
主
観
的
芸
術
と
に
よ
っ
て
表
現
の
仕
方
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
。
お
よ
そ
芸
術
は
、
表
現

の
手
段
に
よ
っ
て
空
間
芸
術
と
時
間
芸
術
と
に
分
け
得
る
ほ
か
に
、
表
現
の
対
象
に
よ
っ
て
主
観
的
芸
術

と
客
観
的
芸
術
と
に
分
け
得
る
。
芸
術
が
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
芸
術
の
内
容
が
具
体
的
表
象
そ

の
も
の
に
規
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
主
観
的
で
あ
る
と
は
、
具
体
的
表
象
に
規
定
さ
れ
ず
、
芸
術
の
形

成
原
理
が
自
由
に
抽
象
的
に
作
動
す
る
場
合
で
あ
る
。
絵
画
、
彫
刻
、
詩
は
前
者
に
属
し
、
模
様
、
建
築
、

音
楽
は
後
者
に
属
す
る
。
前
者
は
模
倣
芸
術
と
呼
ば
れ
、
後
者
は
自
由
芸
術
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

さ
て
、
客
観
的
芸
術
に
あ
っ
て
は
、
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
、
ま
た
は
客
観
的
表
現
の
自
然
形
式

と
し
て
の
「
い
き
」
が
、
具
体
的
な
形
の
ま
ま
で
芸
術
の
内
容
を
形
成
し
て
来
る
。
す
な
わ
ち
、
絵
画
お

よ
び
彫
刻
は
「
い
き
」
の
表
現
の
自
然
形
式
を
そ
の
ま
ま
内
容
と
し
て
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き

に
「
い
き
」
な
身
振
ま
た
は
表
情
を
述
べ
た
時
に
、
し
ば
し
ば
浮
世
絵
の
例
を
引
く
こ
と
が
で
き
た
の
は

55



そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
広
義
の
詩
、
す
な
わ
ち
文
学
的
生
産
一
般
は
「
い
き
」
の
表
情
、
身
振
を
描
写

し
得
る
ほ
か
に
、
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
を
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
意
識
現
象
と
し

て
の
「
い
き
」
の
闡
明
に
際
し
て
、
文
学
上
の
例
に
拠
る
こ
と
の
で
き
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
客
観
的
芸
術
が
か
よ
う
に
「
い
き
」
を
内
容
と
し
て
取
扱
う
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
純
粋

な
る
芸
術
形
式
と
し
て
の
「
い
き
」
の
完
全
な
る
成
立
に
は
妨
害
を
す
る
。
既
に
内
容
と
し
て
具
体
的
な

「
い
き
」
を
取
扱
っ
て
い
る
か
ら
、
「
い
き
」
を
芸
術
形
式
と
し
て
客
観
化
す
る
こ
と
に
は
さ
ほ
ど
の
関

心
と
要
求
と
を
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
客
観
的
、
主
観
的
の
別
は
、
必
ず
し
も
厳
密
に
は
立

て
ら
れ
な
い
む
し
ろ
便
宜
上
の
区
別
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
芸
術
に
あ
っ
て
も
「
い
き
」
の
芸

術
形
式
が
形
成
原
理
と
し
て
全
然
存
在
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
絵
画
に
つ
い
て
は
輪
廓
本
位

の
線
画
で
あ
る
こ
と
、
色
彩
が
濃
厚
で
な
い
こ
と
、
構
図
の
煩
雑
で
な
い
こ
と
な
ど
が
「
い
き
」
の
表
現

に
適
合
す
る
形
式
上
の
条
件
と
な
り
得
る
。
ま
た
、
詩
、
す
な
わ
ち
文
学
的
生
産
に
あ
っ
て
は
、
特
に
狭

義
の
詩
の
う
ち
に
、
リ
ズ
ム
の
性
質
に
お
い
て
、
「
い
き
」
の
芸
術
形
式
を
索
め
得
な
い
こ
と
は
な
い
。

俳
句
の
リ
ズ
ム
と
都
々
逸
の
リ
ズ
ム
と
が
、
「
い
き
」
の
表
現
に
対
し
て
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
か
は

問
題
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
芸
術
に
あ
っ
て
は
、
「
い
き
」
の

芸
術
形
式
は
必
ず
し
も
鮮
明
な
一
義
的
な
形
を
も
っ
て
は
表
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
主
観
的
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芸
術
は
具
体
的
な
「
い
き
」
を
内
容
と
し
て
取
扱
う
可
能
性
を
多
く
も
た
な
い
た
め
に
、
抽
象
的
な
形
式

そ
の
も
の
に
表
現
の
全
責
任
を
託
し
、
そ
の
結
果
、
「
い
き
」
の
芸
術
形
式
は
か
え
っ
て
鮮
や
か
な
形
を

も
っ
て
表
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
い
き
」
の
表
現
の
芸
術
形
式
は
主
と
し
て
主
観
的
芸

術
、
す
な
わ
ち
自
由
芸
術
の
形
成
原
理
の
う
ち
に
索
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
自
由
芸
術
と
し
て
第
一
に
模﹅
様﹅
は
「
い
き
」
の
表
現
と
重
大
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
模

様
と
し
て
の
「
い
き
」
の
客
観
化
は
い
か
な
る
形
を
取
っ
て
い
る
か
。
ま
ず
何
ら
か
「
媚
態
」
の
二
元
性

が
表
わ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
そ
の
二
元
性
は
「
意
気
地
」
と
「
諦
め
」
の
客
観
化
と
し
て

一
定
の
性
格
を
備
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
さ
て
、
幾
何
学
的
図
形
と
し
て
は
、
平
行
線

ほ
ど
二
元
性
を
善
く
表
わ
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
永
遠
に
動
き
つ
つ
永
遠
に
交
わ
ら
ざ
る
平
行
線
は
、

二
元
性
の
最
も
純
粋
な
る
視
覚
的
客
観
化
で
あ
る
。
模
様
と
し
て
縞
が
「
い
き
」
と
看
做
さ
れ
る
の
は
決

し
て
偶
然
で
は
な
い
。
『
昔
々
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
昔
は
普
通
の
女
が
縫
箔
の
小
袖
を
着
る
に
対
し
て
、

遊
女
が
縞
物
を
着
た
と
い
う
。
天
明
に
至
っ
て
武
家
に
縞
物
着
用
が
公
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
文

化
文
政
の
遊
士
通
客
は
縞
縮
緬
を
最
も
好
ん
だ
。
『
春
告
鳥
』
は
「
主
女
に
対
す
る
客
人
の
い
で
立
ち
」

を
叙
し
て
「
上
着
は
媚
茶
の
…
…
縞﹅
の
南
部
縮
緬
、
羽
織
は
唐
桟
の
…
…
ご
ま
が
ら
縞﹅
、
…
…
そ
の
外
持

物
懐
中
も
の
、
こ
れ
に
準
じ
て
意
気
な
る
こ
と
と
、
知
り
た
ま
ふ
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
『
春
色
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梅
暦
』
で
は
、
丹
次
郎
を
尋
ね
て
来
る
米
八
の
衣
裳
に
つ
い
て
「
上
田
太
織
の
鼠
の
棒
縞﹅
、
黒
の
小
柳
に

紫
の
山
ま
ゆ
縞﹅
の
縮
緬
を
鯨
帯
と
し
」
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
い
か
な
る
種
類
の
縞
が
特
に
「
い

き
」
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
横
縞
よ
り
も
縦
縞
の
方
が
「
い
き
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
着
物
の
縞
柄
と
し
て
は
宝
暦
ご
ろ
ま

で
は
横
縞
よ
り
な
か
っ
た
。
縞
の
こ
と
を
織
筋
と
い
っ
た
が
、
織
筋
は
横
を
意
味
し
て
い
た
。
「
熨
斗
目
」

の
腰
に
織
り
出
し
て
あ
る
横
縞
や
、
「
取
染
」
の
横
筋
は
い
ず
れ
も
宝
暦
前
の
趣
味
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

宝
暦
、
明
和
ご
ろ
か
ら
縦
縞
が
流
行
し
出
し
て
、
文
化
文
政
に
は
縦
縞
の
み
が
専
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
縦
縞
は
文
化
文
政
の
「
い
き
」
な
趣
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
何
故
、
横
縞
よ
り
も
縦

縞
の
方
が
「
い
き
」
で
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
横
縞
よ
り
も
縦
縞
の
方
が
平
行
線
を

平
行
線
と
し
て
容
易
に
知
覚
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
両
眼
の
位
置
は
左
右
に
、
水
平
に

並
ん
で
い
る
か
ら
、
や
は
り
左
右
に
、
水
平
に
平
行
関
係
の
基
礎
の
存
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
左
右
に
並

ん
で
垂
直
に
走
る
縦
縞
の
方
が
容
易
に
平
行
線
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
平
行
関
係
の
基
礎
が
上
下
に
、
垂

直
に
存
し
て
水
平
に
走
る
横
縞
を
、
平
行
線
と
し
て
知
覚
す
る
に
は
両
眼
は
多
少
の
努
力
を
要
す
る
。
換

言
す
れ
ば
、
両
眼
の
位
置
に
基
づ
い
て
、
水
平
は
一
般
に
事
物
の
離
合
関
係
を
明
瞭
に
表
わ
す
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
縦
縞
に
あ
っ
て
は
二
線
の
乖
離
的
対
立
が
明
晰
に
意
識
さ
れ
、
横
縞
に
あ
っ
て
は
一
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線
の
継
起
的
連
続
が
判
明
に
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
縦
縞
の
方
が
二
元
性
の
把
握
に
適
合
し

た
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
な
お
ま
た
、
他
の
理
由
と
し
て
は
、
重
力
の
関
係
も
あ
る
に
相
違
な
い
。
横
縞

に
は
重
力
に
抗
し
て
静
止
す
る
地
層
の
重
味
が
あ
る
。
縦
縞
に
は
重
力
と
と
も
に
落
下
す
る
小
雨
や
「
柳

条
」
の
軽
味
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
、
横
縞
は
左
右
に
延
び
て
場
面
の
幅
を
広
く
太
く
見
せ
、

縦
縞
は
上
下
に
走
っ
て
場
面
を
細
長
く
見
せ
る
。
要
す
る
に
、
横
縞
よ
り
も
縦
縞
の
方
が
「
い
き
」
で
あ

る
の
は
、
平
行
線
と
し
て
の
二
元
性
が
一
層
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
た
め
と
、
軽
巧
精
粋
の
味
が
一
層
多

く
出
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
横
縞
が
特
に
「
い
き
」
と
感
ぜ
ら
れ
る
場
合
も
な
い
こ
と
は

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
種
々
特
殊
な
制
約
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
う
い
う
場
合
は
、
縦
縞

と
相
対
的
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
縦
縞
に
く
く
り
を
附
け
て
い
る
よ
う
な
と
き
に
、
横
縞
は

特
に
「
い
き
」
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
例
え
ば
縦
縞
の
着
物
に
対
し
て
横
縞
の
帯
を
用
い
る
と
か
、
下
駄
の
木

目
ま
た
は
塗
り
方
に
縦
縞
が
表
わ
れ
て
い
る
と
き
緒
に
横
縞
を
用
い
る
と
か
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

第
二
に
、
場
面
全
体
の
形
状
と
相
対
的
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
す
ら
り
と
し
た
姿
の
女
が
横
縞

の
着
物
を
着
た
よ
う
な
場
合
、
そ
の
横
縞
は
特
に
「
い
き
」
で
あ
る
。
お
よ
そ
横
縞
は
場
面
を
広
く
太
く

見
せ
る
か
ら
、
肥
っ
た
女
は
横
縞
の
着
物
を
着
る
に
堪
え
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
す
ら
り
と
細
い
女
に

は
横
縞
の
着
物
も
よ
く
似
合
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
横
縞
そ
の
も
の
が
縦
縞
よ
り
「
い
き
」
で
あ
る
の
で
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は
な
い
。
全
身
の
基
体
に
お
い
て
既
に
「
い
き
」
の
特
徴
を
も
っ
た
人
間
が
、
横
縞
に
背
景
を
提
供
す
る

と
き
に
初
め
て
、
横
縞
が
特
に
「
い
き
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
感
覚
お
よ
び
感
情
の
耐
時
性
と

関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
縦
縞
が
感
覚
お
よ
び
感
情
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
陳
腐
な
も
の
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
場
合
、
換
言
す
れ
ば
感
覚
お
よ
び
感
情
が
縦
縞
に
対
し
て
鈍
痲
し
た
場
合
に
、
横
縞
が
清
新
な
味

を
も
っ
て
特
に
「
い
き
」
と
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
最
近
、
流
行
界
に
お
け
る
横
縞
の
復
興

が
、
横
縞
の
う
ち
に
特
に
「
い
き
」
の
性
質
を
見
さ
せ
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
こ
の
理

由
に
基
づ
い
て
い
る
。
縦
縞
と
横
縞
と
の
「
い
き
」
に
対
す
る
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
種

々
の
特
殊
な
制
約
を
全
く
離
れ
て
、
両
者
の
縞
模
様
と
し
て
の
絶
対
価
値
に
つ
い
て
判
断
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
縦
縞
の
う
ち
で
は
万
筋
、
千
筋
の
如
く
細
密
を
極
め
た
も
の
や
、
子
持
縞
、
や

た
ら
縞
の
ご
と
く
筋
の
大
小
広
狭
に
あ
ま
り
変
化
の
多
い
も
の
は
、
平
行
線
と
し
て
の
二
元
性
が
明
瞭
を

欠
く
た
め
に
「
い
き
」
の
効
果
を
十
分
に
奏
し
な
い
。
「
い
き
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
縞
が
適
宜
の
荒
さ

と
単
純
さ
と
を
備
え
て
、
二
元
性
が
明
晰
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　
垂
直
の
平
行
線
と
水
平
の
平
行
線
と
が
結
合
し
た
場
合
は
、
模
様
と
し
て
縦
横
縞
が
生
じ
て
く
る
。
縦

横
縞
は
概
し
て
縦
縞
よ
り
も
横
縞
よ
り
も
「
い
き
」
で
な
い
。
平
行
線
の
把
握
が
容
易
の
度
を
減
じ
た
か

ら
で
あ
る
。
縦
横
縞
の
う
ち
で
も
縞
の
荒
い
い
わ
ゆ
る
碁
盤
縞
は
「
い
き
」
の
表
現
で
あ
り
得
る
こ
と
が
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あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
我
々
の
眼
が
水
平
の
平
行
線
の
障
碍
を
苦
に
し
な
い
で
、
垂
直
の
平
行

線
の
二
元
性
を
ひ
と
む
き
に
追
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
碁
盤
縞
が
そ
の
ま
ま
左
右
い
ず
れ
へ
か
回
転
し

て
、
垂
直
線
と
四
十
五
度
の
角
を
な
し
て
静
止
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
垂
直
の
平
行
線
と
水
平
の
平
行

線
と
が
垂
直
性
お
よ
び
水
平
性
を
失
っ
て
共
に
斜
に
平
行
線
の
二
系
統
を
形
成
す
る
場
合
、
碁
盤
縞
は
そ

の
具
有
し
て
い
た
「
い
き
」
を
失
う
の
を
常
と
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
眼
は
も
は
や
、
平
行
線
の
二
元
性

を
停
滞
な
く
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
正
面
よ
り
直
視
す
る
限
り
は
、
系
統
を
異
に
す
る
二
様
の

平
行
線
の
交
点
の
み
を
注
視
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
正
方
形
の
碁
盤
縞
が
長
方
形
に
変

じ
た
場
合
は
格
子
縞
と
な
る
。
格
子
縞
は
そ
の
細
長
さ
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
碁
盤
縞
よ
り
も
「
い
き
」
で

あ
る
。

　
縞
の
或
る
部
分
を
か
す
り
取
る
場
合
に
、
か
す
り
取
ら
れ
た
部
分
が
縞
に
対
し
て
比
較
的
微
小
な
る
と

き
は
、
縞
筋
に
か
す
り
を
交
え
た
形
と
な
り
、
比
較
的
強
大
な
る
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
絣
を
生
ず
る
。
こ

の
種
の
模
様
が
「
い
き
」
に
対
す
る
関
係
は
、
抹
殺
を
免
れ
た
縞
の
部
分
的
存
在
が
い
か
な
る
程
度
で
平

行
線
の
無
限
的
二
元
性
を
暗
示
し
得
る
か
に
帰
す
る
。

　
縞
模
様
の
う
ち
で
も
放
射
状
に
一
点
に
集
中
し
た
縞
は
「
い
き
」
で
は
な
い
。
例
え
ば
轆
轤
に
集
中
す

る
傘
の
骨
、
要
に
向
っ
て
走
る
扇
の
骨
、
中
心
を
有
す
る
蜘
蛛
の
巣
、
光
を
四
方
へ
射
出
す
る
旭
日
な
ど
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か
ら
暗
示
を
得
た
縞
模
様
は
「
い
き
」
の
表
現
と
は
な
ら
な
い
。
「
い
き
」
を
現
わ
す
に
は
無
関
心
性
、

無
目
的
性
が
視
覚
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
放
射
状
の
縞
は
中
心
点
に
集
ま
っ
て
目
的
を

達
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
「
い
き
」
と
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
も
し
こ
の
種
の
縞
が
「
い
き
」
と

感
ぜ
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
放
射
性
が
覆
わ
れ
て
平
行
線
で
あ
る
か
の
ご
と
き
錯
覚
を
伴
う
場

合
で
あ
る
。

　
模
様
が
平
行
線
と
し
て
の
縞
か
ら
遠
ざ
か
る
に
従
っ
て
、
次
第
に
「
い
き
」
か
ら
も
遠
ざ
か
る
。
枡
、

目
結
、
雷
、
源
氏
香
図
な
ど
の
模
様
は
、
平
行
線
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
な
い
。

殊
に
縦
に
連
繋
し
た
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
「
い
き
」
で
あ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
、
籠
目
、
麻
葉
、
鱗
な
ど
の
模
様
は
、
三
角
形
に
よ
っ
て
成
立
す
る
た
め
に
「
い
き
」
か
ら
は

遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
な
お
一
般
に
複
雑
な
模
様
は
「
い
き
」
で
な
い
。
亀
甲
模
様
は
三
対
の
平
行
線
の
組

合
せ
と
し
て
六
角
形
を
示
し
て
い
る
が
、
「
い
き
」
で
あ
る
に
は
煩
雑
に
過
ぎ
る
。
万
字
は
垂
直
線
と
水

平
線
と
の
結
合
し
た
十
字
形
の
先
端
が
直
角
状
に
屈
折
し
て
い
る
の
で
複
雑
な
感
を
与
え
る
。
し
た
が
っ

て
模
様
と
し
て
は
万
字
繋
は
「
い
き
」
で
は
な
い
。
亜
字
模
様
に
至
っ
て
は
ま
す
ま
す
複
雑
で
あ
る
。
亜

字
は
支
那
太
古
の
官
服
の
模
様
と
し
て
「
取
臣
民
背
悪
向
善
、
亦
取
合
離
之
義
去
就
之
義
」
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
勧
善
懲
悪
や
合
離
去
就
が
あ
ま
り
執
拗
に
象
徴
化
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
。
直
角
的
屈
折
を
六
回
ま
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で
も
し
て
「
両
己
相
背
」
い
て
い
る
亜
字
に
は
、
瀟
洒
な
と
こ
ろ
は
微
塵
も
な
い
。
亜
字
模
様
は
支
那
趣

味
の
悪
い
方
面
を
代
表
し
て
、
「
い
き
」
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
一
般
に
曲
線
を
有
す
る
模
様
は
、
す
っ
き
り
し
た
「
い
き
」
の
表
現
と
は
な
ら
な
い
の
が
普
通
で

あ
る
。
格
子
縞
に
曲
線
が
螺
旋
状
に
絡
み
付
け
ら
れ
た
場
合
、
格
子
縞
は
「
い
き
」
の
多
く
を
失
っ
て
し

ま
う
。
縦
縞
が
全
体
に
波
状
曲
線
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
「
い
き
」
を
見
出
す
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
直
線

か
ら
成
る
割
菱
模
様
が
曲
線
化
し
て
花
菱
模
様
に
変
ず
る
と
き
、
模
様
は
「
派
手
」
に
は
な
る
が
「
い
き
」

は
跡
形
も
な
く
な
る
。
扇
紋
は
畳
扇
と
し
て
直
線
の
み
で
成
立
し
て
い
る
間
は
「
い
き
」
を
も
ち
得
な
い

こ
と
は
な
い
が
、
開
扇
と
し
て
弧
を
描
く
と
同
時
に
「
い
き
」
は
薫
を
さ
え
も
留
め
な
い
。
ま
た
、
奈
良

朝
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
唐
草
模
様
は
蕨
手
に
巻
曲
し
た
線
を
有
す
る
た
め
、
天
平
時
代
の
唐
花
模
様
も
大

体
曲
線
か
ら
成
立
し
て
い
る
た
め
、
「
い
き
」
と
は
甚
だ
縁
遠
い
も
の
で
あ
る
。
藤
原
時
代
の
輪
違
模
様
、

桃
山
か
ら
元
禄
へ
か
け
て
流
行
し
た
丸
尽
し
模
様
な
ど
も
同
様
に
曲
線
で
あ
る
た
め
に
「
い
き
」
の
条
件

に
適
合
し
な
い
。
元
来
、
曲
線
は
視
線
の
運
動
に
合
致
し
て
い
る
た
め
、
把
握
が
軽
易
で
、
眼
に
快
感
を

与
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
理
由
に
基
づ
い
て
、
波
状
線
の
絶
対
美
を
説
く
者
も
あ
る
。
し

か
し
、
曲
線
は
、
す
っ
き
り
し
た
、
意
気
地
あ
る
「
い
き
」
の
表
現
に
は
適
し
な
い
。
「
す
べ
て
の
温
か

い
も
の
、
す
べ
て
の
愛
は
円
か
楕
円
か
の
形
を
も
ち
、
螺
旋
状
そ
の
他
の
曲
線
を
描
い
て
ゆ
く
。
冷
た
い
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も
の
、
無
関
心
な
も
の
の
み
が
直
線
で
稜
を
も
つ
。
兵
隊
を
縦
列
に
配
置
し
な
い
で
環
状
に
組
立
て
た
な

ら
ば
、
闘
争
を
し
な
い
で
舞
踏
を
す
る
で
あ
ろ
う
｛
１
｝
」
と
い
っ
た
者
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
い
き
」

の
う
ち
に
は
「
慮
外
な
が
ら
揚
巻
で
御
座
ん
す
」
と
い
う
、
曲
線
で
は
表
わ
せ
な
い
峻
厳
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
冷
た
い
無
関
心
が
あ
る
。
「
い
き
」
の
芸
術
形
式
が
い
わ
ゆ
る
「
美
的
小
｛
２
｝
」
と
異
な
っ
た
方

向
に
赴
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
お
の
ず
か
ら
明
白
で
あ
る
。

　
な
お
幾
何
学
的
模
様
に
対
し
て
絵
画
的
模
様
な
る
も
の
は
決
し
て
「
い
き
」
で
は
な
い
。
「
金
銀
に
て

蝶
々
を
縫
ひ
し
野
暮
な
る
半
襟
を
か
け
」
と
『
春
告
鳥
』
に
も
あ
る
。
三
筋
の
糸
を
垂
直
に
場
面
の
上
か

ら
下
ま
で
描
き
、
そ
の
側
に
三
筋
の
柳
の
枝
を
垂
ら
し
、
糸
の
下
部
に
三
味
線
の
撥
を
添
え
、
柳
の
枝
に

は
桜
の
花
を
三
つ
ば
か
り
交
え
た
模
様
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
描
か
れ
た
内
容
自
身
か
ら
、
ま
た
平
行
線

の
応
用
か
ら
推
し
て
「
い
き
」
な
模
様
で
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
実
際
の
印
象
は
何
ら
「
い
き
」
な
と
こ

ろ
の
な
い
極
め
て
上
品
な
も
の
で
あ
っ
た
。
絵
画
的
模
様
は
そ
の
性
質
上
、
二
元
性
を
す
っ
き
り
と
言
表

わ
す
と
い
う
可
能
性
を
、
幾
何
学
的
模
様
ほ
ど
に
は
も
っ
て
い
な
い
。
絵
画
的
模
様
が
模
様
と
し
て
「
い

き
」
で
あ
り
得
な
い
理
由
は
そ
の
点
に
存
し
て
い
る
。
光
琳
模
様
、
光
悦
模
様
な
ど
が
「
い
き
」
で
な
い

わ
け
も
主
と
し
て
こ
の
点
に
よ
っ
て
い
る
。
「
い
き
」
が
模
様
と
し
て
客
観
化
さ
れ
る
の
は
幾
何
学
的
模

様
の
う
ち
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
幾
何
学
的
模
様
が
真
の
意
味
の
模
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
界
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の
具
体
的
表
象
に
規
定
さ
れ
な
い
で
、
自
由
に
形
式
を
創
造
す
る
自
由
芸
術
の
意
味
は
、
模
様
と
し
て
は
、

幾
何
学
的
模
様
に
の
み
存
し
て
い
る
。

　
模
様
の
形
式
は
形
状
の
ほ
か
に
な
お
色
彩
の
方
面
を
も
っ
て
い
る
。
碁
盤
縞
が
市
松
模
様
と
な
る
の
は

碁
盤
の
目
が
二
種
の
異
な
っ
た
色
彩
に
よ
っ
て
交
互
に
充
填
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
模
様
の
も

つ
色
彩
は
い
か
な
る
場
合
に
「
い
き
」
で
あ
る
か
。
ま
ず
、
西
鶴
の
い
わ
ゆ
る
「
十
二
色
の
た
た
み
帯
」
、

だ
ん
だ
ら
染
、
友
禅
染
な
ど
元
禄
時
代
に
起
っ
た
も
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
あ
ま
り
雑
多
な
色
取
を
も
つ

こ
と
は
「
い
き
」
で
は
な
い
。
形
状
と
色
彩
と
の
関
係
は
、
色
調
を
異
に
し
た
二
色
ま
た
は
三
色
の
対
比

作
用
に
よ
っ
て
形
状
上
の
二
元
性
を
色
彩
上
に
も
言
表
わ
す
か
、
ま
た
は
一
色
の
濃
淡
の
差
あ
る
い
は
一

定
の
飽
和
度
に
お
け
る
一
色
が
形
状
上
の
二
元
的
対
立
に
特
殊
な
情
調
を
与
え
る
役
を
演
ず
る
か
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
そ
の
際
用
い
ら
れ
る
色
は
い
か
な
る
色
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
「
い
き
」
を
表
わ
す
の
は
決
し

て
派
手
な
色
で
は
あ
り
得
な
い
｛
３
｝
。
「
い
き
」
の
表
現
と
し
て
色
彩
は
二
元
性
を
低
声
に
主
張
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
『
春
色
恋
白
浪
』
に
「
鼠﹅
色﹅
の
御
召
縮
緬
に
黄﹅
柄﹅
茶﹅
の
糸
を
以
て
細
く
小
さ

く
碁
盤
格
子
を
織
出
し
た
る
上
着
、
…
…
帯
は
古
風
な
本
国
織
に
紺﹅
博
多
の
独
鈷
な
し
媚﹅
茶﹅
の
二
本
筋
を

織
た
る
と
を
腹
合
せ
に
縫
ひ
た
る
を
結
び
、
…
…
衣
裳
の
袖
口
は
上
着
下
着
と
も
に
松﹅
葉﹅
色﹅
の
様
な
る
御﹅

納﹅
戸﹅
の
繻
子
を
付
け
仕
立
も
念
を
入
て
申
分
な
く
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
に
出
て
く
る
色
彩
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は
三
つ
の
系
統
に
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
鼠
色
、
第
二
に
褐
色
系
統
の
黄
柄
茶
と
媚
茶
、
第

三
に
青
系
統
の
紺
と
御
納
戸
と
で
あ
る
。
ま
た
『
春
告
鳥
』
に
「
御﹅
納﹅
戸﹅
と
媚﹅
茶﹅
と
鼠﹅
色﹅
の
染
分
け
に
せ

し
、
五
分
ほ
ど
の
手
綱
染
の
前
垂
」
そ
の
他
の
こ
と
を
叙
し
た
後
に
「
意
気
な
こ
し
ら
へ
で
御
座
い
ま
せ

う
」
と
い
っ
て
あ
る
。
「
い
き
」
な
色
彩
と
は
、
ま
ず
灰
色
、
褐
色
、
青
色
の
三
系
統
の
い
ず
れ
に
か
属

す
る
も
の
と
考
え
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
鼠
色
は
「
深
川
ね
ず
み
辰
巳
ふ
う
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
い
き
」
な
も
の
で
あ
る
。
鼠
色
、

す
な
わ
ち
灰
色
は
白
か
ら
黒
に
推
移
す
る
無
色
感
覚
の
段
階
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
色
彩
感
覚
の
す
べ
て

の
色
調
が
飽
和
の
度
を
減
じ
た
究
極
は
灰
色
に
な
っ
て
し
ま
う
。
灰
色
は
飽
和
度
の
減
少
、
す
な
わ
ち
色

の
淡
さ
そ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
光
覚
で
あ
る
。
「
い
き
」
の
う
ち
の
「
諦
め
」
を
色
彩
と
し
て
表
わ

せ
ば
灰
色
ほ
ど
適
切
な
も
の
は
ほ
か
に
な
い
。
そ
れ
故
に
灰
色
は
江
戸
時
代
か
ら
深
川
鼠
、
銀
鼠
、
藍
鼠
、

漆
鼠
、
紅
掛
鼠
な
ど
種
々
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
「
い
き
」
な
色
と
し
て
貴
ば
れ
た
。
も
と
よ
り
色
彩

だ
け
を
抽
象
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、
灰
色
は
あ
ま
り
に
「
色
気
」
が
な
く
て
「
い
き
」
の
媚
態
を
表
わ

し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
メ
フ
ィ
ス
ト
の
言
う
よ
う
に
「
生
」
に
背
い
た
「
理
論
」
の
色
に
過
ぎ
な
い
か
も

し
れ
ぬ
。
し
か
し
具
体
的
な
模
様
に
お
い
て
は
、
灰
色
は
必
ず
二
元
性
を
主
張
す
る
形
状
に
伴
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
そ
の
場
合
、
多
く
は
形
状
が
「
い
き
」
の
質
料
因
た
る
二
元
的
媚
態
を
表
わ
し
、
灰
色
が
形
相
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因
た
る
理
想
主
義
的
非
現
実
性
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
褐
色
す
な
わ
ち
茶
色
ほ
ど
「
い
き
」
と
し
て
好
ま
れ
る
色
は
ほ
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
思

ひ
そ
め
茶
の
江
戸
褄
に
」
と
い
う
言
葉
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
茶
色
は
種
々
の
色
調
に
応
じ
て
実
に

無
数
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
用
い
ら
れ
た
名
称
を
挙
げ
て
も
、
ま
ず
色
そ
の
も
の
の
抽
象

的
性
質
に
よ
っ
て
名
附
け
た
も
の
に
は
、
白
茶
、
御
納
戸
茶
、
黄
柄
茶
、
燻
茶
、
焦
茶
、
媚
茶
、
千
歳
茶

な
ど
が
あ
り
、
色
を
も
つ
対
象
の
側
か
ら
名
附
け
た
も
の
に
は
、
鶯
茶
、
鶸
茶
、
鳶
色
、
煤
竹
色
、
銀
煤

色
、
栗
色
、
栗
梅
、
栗
皮
茶
、
丁
子
茶
、
素
海
松
茶
、
藍
海
松
茶
、
か
わ
ら
け
茶
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
一

定
の
色
合
を
嗜
好
す
る
俳
優
の
名
か
ら
来
た
も
の
に
は
、
芝
翫
茶
、
璃
寛
茶
、
市
紅
茶
、
路
考
茶
、
梅
幸

茶
な
ど
が
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
茶
色
と
は
い
か
な
る
色
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
赤
か
ら
橙
を
経
て
黄
に
至

る
派
手
や
か
な
色
調
が
、
黒
味
を
帯
び
て
飽
和
の
度
の
減
じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
光
度
の
減
少
の

結
果
生
じ
た
色
で
あ
る
。
茶
色
が
「
い
き
」
で
あ
る
の
は
、
一
方
に
色
調
の
華
や
か
な
性
質
と
、
他
方
に

飽
和
度
の
減
少
と
が
、
諦
め
を
知
る
媚
態
、
垢
抜
し
た
色
気
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
青
系
統
の
色
は
何
故
「
い
き
」
で
あ
る
か
。
ま
ず
一
般
に
飽
和
の
減
少
し
て
い
な
い
鮮
や
か

な
色
調
と
し
て
い
か
な
る
色
が
「
い
き
」
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
に
、
何
ら
か
の
意
味
で

黒
味
に
適
す
る
よ
う
な
色
調
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
黒
味
に
適
す
る
色
と
は
い
か
な
る
色
か
と
い
う
に
、
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プ
ー
ル
キ
ン
エ
の
現
象
に
よ
っ
て
夕
暮
に
適
合
す
る
色
よ
り
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
赤
、
橙
、
黄
は

網
膜
の
暗
順
応
に
添
お
う
と
し
な
い
色
で
あ
る
。
黒
味
を
帯
び
て
ゆ
く
心
に
は
失
わ
れ
行
く
色
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
緑
、
青
、
菫
は
魂
の
薄
明
視
に
未
だ
残
っ
て
い
る
色
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
色
調
の
み

に
つ
い
て
い
え
ば
、
赤
、
黄
な
ど
い
わ
ゆ
る
異
化
作
用
の
色
よ
り
も
、
緑
、
青
な
ど
同
化
作
用
の
色
の
方

が
「
い
き
」
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
ま
た
、
赤
系
統
の
温
色
よ
り
も
、
青
中
心
の
冷
色
の
方
が
「
い
き
」

で
あ
る
と
い
っ
て
も
差
支
な
い
。
し
た
が
っ
て
紺
や
藍
は
「
い
き
」
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
紫
の
う
ち

で
は
赤
勝
の
京
紫
よ
り
も
、
青
勝
の
江
戸
紫
の
方
が
「
い
き
」
と
看
做
さ
れ
る
。
青
よ
り
緑
の
方
へ
接
近

し
た
色
は
「
い
き
」
で
あ
る
た
め
に
は
普
通
は
飽
和
の
度
と
関
係
し
て
く
る
。
「
松
葉
色
の
様
な
る
御
納

戸
」
と
か
、
木
賊
色
と
か
、
鶯
色
と
か
は
、
み
な
飽
和
度
の
減
少
に
よ
っ
て
特
に
「
い
き
」
の
性
質
を
備

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
「
い
き
」
な
色
と
は
い
わ
ば
華
や
か
な
体
験
に
伴
う
消
極
的
残
像
で
あ
る
。
「
い
き
」
は

過
去
を
擁
し
て
未
来
に
生﹅
き﹅
て
い
る
。
個
人
的
ま
た
は
社
会
的
体
験
に
基
づ
い
た
冷
や
か
な
知
見
が
可
能

性
と
し
て
の
「
い
き
」
を
支
配
し
て
い
る
。
温
色
の
興
奮
を
味
わ
い
尽
し
た
魂
が
補
色
残
像
と
し
て
冷
色

の
う
ち
に
沈
静
を
汲
む
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
い
き
」
は
色
気
の
う
ち
に
色
盲
の
灰
色
を
蔵
し
て
い
る
。

色
に
染
み
つ
つ
色
に
泥
ま
な
い
の
が
「
い
き
」
で
あ
る
。
「
い
き
」
は
色
っ
ぽ
い
肯
定
の
う
ち
に
黒
ず
ん
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だ
否
定
を
匿
し
て
い
る
。

　
以
上
を
概
括
す
れ
ば
、
「
い
き
」
が
模
様
に
客
観
化
さ
れ
る
に
当
っ
て
形
状
と
色
彩
と
の
二
契
機
を
具

備
す
る
場
合
に
は
、
形
状
と
し
て
は
、
「
い
き
」
の
質
料
因
た
る
二
元
性
を
表
現
す
る
た
め
に
平
行
線
が

使
用
さ
れ
、
色
彩
と
し
て
は
、
「
い
き
」
の
形
相
因
た
る
非
現
実
的
理
想
性
を
表
現
す
る
た
め
に
一
般
に

黒
味
を
帯
び
て
飽
和
弱
い
も
の
ま
た
は
冷
た
い
色
調
が
択
ば
れ
る
。

　
次
に
、
模
様
と
同
じ
く
自
由
芸
術
た
る
建﹅
築﹅
に
お
い
て
、
「
い
き
」
は
い
か
な
る
芸
術
形
式
を
取
っ
て

い
る
か
。
建
築
上
の
「
い
き
」
は
茶
屋
建
築
に
求
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
ま
ず
茶
屋
建
築
の
内

部
空
間
お
よ
び
外
形
の
合
目
的
的
形
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
お
よ
そ
異
性
的
特
殊
性
の
基
礎
は
原
本

的
意
味
に
お
い
て
は
多
元
を
排
除
す
る
二
元
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
二
元
の
た
め
に
、
特
に
二
元
の
隔
在

的
沈
潜
の
た
め
に
形
成
さ
る
る
内
部
空
間
は
、
排
他
的
完
結
性
と
求
心
的
緊
密
性
と
を
具
現
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
四
畳
半
の
小
座
し
き
の
、
縁
の
障
子
」
は
他
の
一
切
と
の
縁
を
断
っ
て
二
元
の
超
越
的

存
在
に
「
意
気
な
し
ん
ね
こ
四
畳
半
」
を
場
所
と
し
て
提
供
す
る
。
す
な
わ
ち
茶
屋
の
座
敷
と
し
て
は

「
四
畳
半
」
が
典
型
的
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
典
型
か
ら
あ
ま
り
遠
ざ
か
ら
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
ま

た
、
外
形
が
内
部
空
間
の
形
成
原
理
に
間
接
に
規
定
さ
る
る
限
り
、
茶
屋
の
外
形
全
体
は
一
定
度
の
大
き

さ
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
基
礎
的
予
件
と
し
て
、
茶
屋
建
築
は
「
い
き
」
の
客
観
化
を
い
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か
な
る
形
式
に
お
い
て
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
い
き
」
な
建
築
に
あ
っ
て
は
、
内
部
外
部
の
別
な
く
、
材
料
の
選
択
と
区
劃
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
媚

態
の
二
元
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
材
料
上
の
二
元
性
は
木
材
と
竹
材
と
の
対
照
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る

場
合
が
最
も
多
い
。
永
井
荷
風
は
『
江
戸
芸
術
論
』
の
う
ち
で
次
の
よ
う
な
観
察
を
し
て
い
る
。
「
家
は

腰
高
の
塗
骨
障
子
を
境
に
し
て
居
間
と
台
所
と
の
二
間
の
み
な
れ
ど
竹﹅
の
濡
縁
の
外
に
は
聊
か
な
る
小
庭

あ
り
と
覚
し
く
、
手
水
鉢
の
ほ
と
り
よ
り
竹﹅
の
板
目
に
は
蔦
を
か
ら
ま
せ
、
高
く
釣
り
た
る
棚
の
上
に
は

植
木
鉢
を
置
き
た
る
に
、
猶
表
側
の
見
付
を
見
れ
ば
入
口
の
庇
、
戸
袋
、
板
目
な
ぞ
も
狭
き
処
を
皆
そ
れ

ぞ
れ
に
意
匠
し
て
網
代
、
船
板
、
洒﹅
竹﹅
な
ど
を
用
ゐ
云
々
」
。
か
つ
ま
た
、
「
竹
材
を
用
ゆ
る
事
の
範
囲

並
に
其
の
美
術
的
価
値
を
論
ず
る
は
最
も
興
味
あ
る
事
」
で
あ
る
と
注
意
し
て
い
る
。
お
よ
そ
竹
材
に
は

「
竹
の
色
許
由
が
ひ
さ
ご
ま
だ
青
し
」
と
か
「
埋
ら
れ
た
お
の
が
涙
や
ま
だ
ら
竹
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ

れ
自
身
に
情
趣
の
深
い
色
っ
ぽ
さ
が
あ
る
。
し
か
し
「
い
き
」
の
表
現
と
し
て
の
竹
材
の
使
用
は
、
主
と

し
て
木
材
と
の
二
元
的
対
立
に
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
お
竹
の
ほ
か
に
は
杉
皮
も
二
元
的
対
立
の
一
方

の
項
を
成
す
も
の
と
し
て
「
い
き
」
な
建
築
が
好
ん
で
用
い
る
。
「
直
な
柱
も
杉
皮
附
、
つ
く
ろ
は
ね
ど

も
お
の
づ
か
ら
、
土
地
に
合
ひ
た
る
洒
落
造
り
」
と
は
『
春
色
辰
巳
園
』
巻
頭
の
叙
述
で
あ
る
。

　
室
内
の
区
劃
の
上
に
現
わ
る
る
二
元
性
と
し
て
は
、
ま
ず
天
井
と
牀
と
の
対
立
が
両
者
の
材
料
上
の
相
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違
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
。
天
井
に
丸
竹
を
並
べ
た
り
、
ひ
し
ぎ
竹
を
列
ね
た
り
す
る
い
わ
ゆ
る
竹
天
井

の
主
要
な
る
任
務
は
、
こ
の
種
の
材
料
に
よ
っ
て
天
井
と
牀
と
の
二
元
性
を
判
明
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

天
井
を
黒
褐
色
の
杉
皮
で
張
る
の
も
、
青
畳
と
の
対
比
関
係
に
関
心
を
置
い
て
い
る
。
ま
た
、
天
井
そ
の

も
の
も
二
元
性
を
表
わ
そ
う
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
不
均
等
に
二
分
し
て
、
大
な
る
部
分
を
棹
縁

天
井
と
な
し
、
小
な
る
部
分
を
網
代
天
井
と
す
る
。
或
い
は
更
に
二
元
性
を
強
調
し
て
、
一
部
分
に
は
平

天
井
を
用
い
、
他
の
部
分
に
は
懸
込
天
井
を
用
い
る
。
次
に
牀
自
身
も
二
元
性
を
表
わ
そ
う
と
す
る
。
床

の
間
と
畳
と
は
二
元
的
対
立
を
明
示
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
床
框
の
内
部
に
畳
ま
た

は
薄
縁
を
敷
く
こ
と
は
「
い
き
」
で
は
な
い
。
室
全
体
の
畳
敷
に
対
し
て
床
の
間
の
二
元
性
が
対
立
の
力

を
減
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
床
の
間
は
床
板
を
張
っ
て
室
内
の
他
部
と
判
明
に
対
立
す
る
こ
と
を
要
す
る
、

す
な
わ
ち
床
の
間
が
「
い
き
」
の
条
件
を
充
す
た
め
に
は
本
床
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
蹴
込
床
ま
た
は

敷
込
床
を
択
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
「
い
き
」
な
部
屋
で
は
、
床
の
間
と
床
脇
の
違
棚
と
に
も
二
元
的

対
立
を
見
せ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
床
板
に
は
黒
褐
色
の
も
の
を
用
い
、
違
棚
の
下
前
に
は
ひ
し
ぎ
竹

の
白
黄
色
の
も
の
を
敷
く
。
そ
れ
と
同
時
に
、
床
天
井
と
棚
天
井
と
に
竹
籠
編
と
鏡
天
井
と
の
ご
と
き
対

立
を
見
せ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
床
脇
の
有
無
が
し
ば
し
ば
、
茶
屋
建
築
の
「
い
き
」
と
茶
室
建
築
の

「
渋
味
」
と
の
相
違
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
床
柱
と
落
掛
と
の
二
元
的
対
立
の
程
度
の
相
違
に
も
、
茶
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屋
と
茶
室
の
構
造
上
の
差
別
が
表
わ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
い
き
」
な
建
築
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
二
元
性
の
主
張
は
も
と
よ
り
煩
雑
に
陥
っ
て

は
な
ら
な
い
。
な
お
一
般
に
瀟
洒
を
要
求
す
る
点
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
い
き
」
な
模
様
と
同
様
の
性

質
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
な
る
べ
く
曲
線
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
「
い
き
」
な
建
築
と
し

て
円
形
の
室
ま
た
は
円
天
井
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
い
き
」
な
建
築
は
火
灯
窓
や
木
瓜
窓
の

曲
線
を
好
ま
な
い
。
欄
間
と
し
て
も
櫛
形
よ
り
も
角
切
を
択
ぶ
。
し
か
し
こ
の
点
に
お
い
て
建
築
は
独
立

な
抽
象
的
な
模
様
よ
り
は
や
や
寛
大
で
あ
る
。
「
い
き
」
な
建
築
は
円
窓
と
半
月
窓
と
を
許
し
、
ま
た
床

柱
の
曲
線
と
下
地
窓
の
竹
に
纏
う
藤
蔓
の
彎
曲
と
を
咎
め
な
い
。
こ
れ
は
い
ず
れ
の
建
築
に
も
自
然
に
伴

う
直
線
の
強
度
の
剛
直
に
対
し
て
緩
和
を
示
そ
う
と
す
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
な

模
様
と
違
っ
て
全
体
の
う
ち
に
具
体
的
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
建
築
の
様
式
上
に
表
わ
る
る
媚
態
の
二
元
性
を
理
想
主
義
的
非
現
実
性
の
意
味
に
様
態
化
す
る

も
の
に
は
、
材
料
の
色
彩
と
採
光
照
明
の
方
法
と
が
あ
る
。
建
築
材
料
の
色
彩
の
「
い
き
」
は
畢
竟
、
模

様
に
お
け
る
色
彩
の
「
い
き
」
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
灰
色
と
茶
色
と
青
色
の
一
切
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
「
い
き
」
な
建
築
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
一
方
に
色
彩
の
上
の
こ
の
「
さ
び
」
が
存
す
れ

ば
こ
そ
、
他
方
に
形
状
と
し
て
建
築
が
二
元
性
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
し
建
築
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が
形
状
上
に
二
元
的
対
立
を
強
烈
に
主
張
し
、
し
か
も
派
手
な
色
彩
を
愛
用
す
る
な
ら
ば
、
ロ
シ
ア
の
室

内
装
飾
に
見
る
ご
と
き
一
種
の
野
暮
に
陥
っ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
。
採
光
法
、
照
明
法
も
材
料
の
色
彩

と
同
じ
精
神
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
四
畳
半
の
採
光
は
光
線
の
強
烈
を
求
む
べ
き
で
は
な
い
。
外
界

よ
り
の
光
を
庇
、
袖
垣
、
ま
た
は
庭
の
木
立
で
適
宜
に
遮
断
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
夜
間
の
照
明
も
強
い

灯
光
を
用
い
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
条
件
に
最
も
適
合
し
た
も
の
は
行
灯
で
あ
っ
た
。
機
械
文
明
は
電
灯
に

半
透
明
の
硝
子
を
用
い
る
か
、
或
い
は
間
接
照
明
法
と
し
て
反
射
光
線
を
利
用
す
る
か
に
よ
っ
て
こ
の
目

的
を
達
し
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
青
い
灯
、
赤
い
灯
」
は
必
ず
し
も
「
い
き
」
の
条
件
に
は
適
し
な

い
。
「
い
き
」
な
空
間
に
漂
う
光
は
「
た
そ
や
行
灯
」
の
淡
い
色
た
る
を
要
す
る
。
そ
う
し
て
魂
の
底
に

沈
ん
で
、
ほ
の
か
に
「
た
が
袖
」
の
薫
を
嗅
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
要
す
る
に
、
建
築
上
の
「
い
き
」
は
、
一
方
に
「
い
き
」
の
質
料
因
た
る
二
元
性
を
材
料
の
相
違
と
区

劃
の
仕
方
に
示
し
、
他
方
に
そ
の
形
相
因
た
る
非
現
実
的
理
想
性
を
主
と
し
て
材
料
の
色
彩
と
採
光
照
明

の
方
法
と
に
表
わ
し
て
い
る
。

　
建
築
は
凝
結
し
た
音
楽
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
音
楽
を
流
動
す
る
建
築
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
し
か

ら
ば
自
由
芸
術
た
る
音﹅
楽﹅
の
「
い
き
」
は
い
か
な
る
形
に
お
い
て
表
わ
れ
て
い
る
か
。
ま
ず
田
辺
尚
雄
氏

の
論
文
「
日
本
音
楽
の
理
論
附
粋
の
研
究
｛
４
｝
」
に
よ
れ
ば
、
音
楽
上
の
「
い
き
」
は
旋
律
と
リ
ズ
ム

73



の
二
方
面
に
表
わ
れ
て
い
る
。
旋
律
の
規
範
と
し
て
の
音
階
は
、
わ
が
国
に
は
都
節
音
階
と
田
舎
節
音
階

と
の
二
種
あ
る
が
、
前
者
は
技
巧
的
音
楽
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
支
配
す
る
律
旋
法
と
し
て
主
要
の
も
の
で

あ
る
。
そ
う
し
て
、
仮
り
に
平
調
を
以
て
宮
音
と
す
れ
ば
、
都
節
音
階
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い

る
。

　
　
平
調
　
壱
越
（
ま
た
は
神
仙
）
　
盤
渉
　
黄
鐘
　
双
調
（
ま
た
は
勝
絶
）
　
平
調

こ
の
音
階
に
あ
っ
て
宮
音
た
る
平
調
と
、
徴
音
た
る
盤
渉
と
は
、
主
要
な
る
契
機
と
し
て
常
に
整
然
た
る

関
係
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
他
の
各
音
は
実
際
に
あ
っ
て
は
理
論
と
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
。
理
論
的
関
係
に
対
し
て
多
少
の
差
異
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
理
想
体
に
対
し
て
一
定
の
変
位
を

来
た
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
「
い
き
」
は
正
に
こ
の
変
位
の
或
る
度
合
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
変

位
が
小
に
過
ぐ
れ
ば
「
上
品
」
の
感
を
生
じ
、
大
に
過
ぐ
れ
ば
「
下
品
」
の
感
を
生
ず
る
。
た
と
え
ば
、

上
行
し
て
盤
渉
よ
り
壱
越
を
経
て
平
調
に
至
る
旋
律
に
あ
っ
て
、
実
際
上
の
壱
越
は
理
論
上
の
高
さ
よ
り

も
や
や
低
い
の
で
あ
る
。
か
つ
そ
の
変
位
の
程
度
は
長
唄
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
大
で
な
い
が
、
清
元
お
よ

び
歌
沢
に
お
い
て
は
四
分
の
三
全
音
に
も
及
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
野
卑
な
端
唄
な
ど
に
て
は
一
全
音
を
越
え

る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
長
唄
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
物
語
体
の
と
こ
ろ
に
は
こ
の
変
位
少
な
く
、

「
い
き
」
な
箇
所
に
は
変
位
が
大
で
あ
る
。
そ
う
し
て
変
位
が
あ
ま
り
大
に
過
ぐ
る
と
き
は
下
品
の
感
を
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起
さ
せ
る
。
な
お
こ
の
関
係
は
、
勝
絶
よ
り
黄
鐘
を
経
て
盤
渉
に
至
る
と
き
の
黄
鐘
に
も
、
平
調
よ
り
双

調
を
経
て
黄
鐘
に
至
る
と
き
の
双
調
に
も
現
わ
れ
る
。
ま
た
平
調
よ
り
神
仙
を
経
て
盤
渉
に
至
る
旋
律
の

下
行
運
動
に
あ
っ
て
も
、
神
仙
の
位
置
に
同
様
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。

　
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
い
え
ば
、
伴
奏
器
楽
が
リ
ズ
ム
を
明
示
し
、
唄
は
そ
れ
に
よ
っ
て
リ
ズ
ム
性
を
保
有

す
る
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
音
楽
で
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
唄
の
リ
ズ
ム
と
伴
奏
器
楽
の
リ
ズ
ム
と

が
一
致
せ
ず
、
両
者
間
に
多
少
の
変
位
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
長
唄
に
お
い
て
「
せ
り
ふ
」
に
三
絃
を

附
し
た
と
こ
ろ
で
は
両
者
の
リ
ズ
ム
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
他
で
も
両
者
の
リ
ズ
ム
の
一
致
し
て
い
る

場
合
に
は
、
多
く
は
単
調
を
感
ぜ
し
め
る
。
「
い
き
」
な
音
曲
に
お
い
て
は
変
位
は
多
く
一
リ
ズ
ム
の
四

分
の
一
に
近
い
。

　
以
上
は
田
辺
氏
の
説
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
旋
律
上
の
「
い
き
」
は
、
音
階
の
理
想
体
の
一
元
的
平
衡

を
打
破
し
て
、
変
位
の
形
で
二
元
性
を
措
定
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
二
元
性
の
措
定
に
よ
っ
て
緊
張
が
生

じ
、
そ
う
し
て
そ
の
緊
張
が
「
い
き
」
の
質
料
因
た
る
「
色
っ
ぽ
さ
」
の
表
現
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

変
位
の
程
度
が
大
に
過
ぎ
ず
四
分
の
三
全
音
く
ら
い
で
自
己
に
拘
束
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
「
い
き
」
の
形

相
因
が
客
観
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
上
の
「
い
き
」
も
同
様
で
、
一
方
に
唄
と
三
絃
と
の
一

元
的
平
衡
を
破
っ
て
二
元
性
が
措
定
さ
れ
、
他
方
に
そ
の
変
位
が
一
定
の
度
を
越
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
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「
い
き
」
の
質
料
因
と
形
相
因
と
が
客
観
的
表
現
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
楽
曲
の
形
に
も
「
い
き
」
が
一
定
の
条
件
を
備
え
て
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
顕
著
に
高
い

音
を
も
っ
て
突
如
と
し
て
始
ま
っ
て
、
下
向
的
進
行
に
よ
っ
て
次
第
に
低
い
音
に
推
移
す
る
よ
う
な
楽
節

が
、
幾
つ
か
繰
返
さ
れ
た
場
合
は
多
く
「
い
き
」
で
あ
る
。
例
え
ば
歌
沢
の
「
新
紫
」
の
う
ち
の
「
紫
の

ゆ
か
り
に
」
の
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
形
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ム
ラ
サ
キ
。
ノ
。
ユ
カ
リ
。
ニ
」

と
四
節
に
分
か
れ
て
、
各
節
は
急
突
に
高
い
音
か
ら
始
ま
り
、
下
向
的
進
行
を
し
て
い
る
。
ま
た
「
音
に

ほ
だ
さ
れ
し
縁
の
糸
」
の
と
こ
ろ
も
同
様
に
「
ネ
ニ
ホ
。
ダ
。
サ
レ
。
シ
。
エ
ン
ノ
。
イ
ト
」
と
六
節
に

分
け
て
見
ら
れ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
清
元
の
「
十
六
夜
清
心
」
の
う
ち
の
「
梅
見
帰
り
の
船
の
唄
、
忍
ぶ

な
ら
忍
ぶ
な
ら
、
闇
の
夜
は
置
か
し
や
ん
せ
」
の
と
こ
ろ
も
同
様
の
形
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ウ
メ
ミ
。
ガ
ヘ
リ
ノ
。
フ
ネ
ノ
ウ
タ
。
シ
ノ
ブ
ナ
ラ
。
シ
ノ
ブ
ナ
ラ
。
ヤ
ミ
ノ
。
ヨ
ハ
オ
カ
シ
ヤ
ン
セ
」

と
七
節
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
こ
の
場
合
に
、
か
よ
う
な
楽
曲
が
「
い
き
」
の
表

現
で
あ
り
得
る
可
能
性
は
、
一
方
に
各
節
の
起
首
の
高
音
が
先
行
の
低
音
に
対
し
て
顕
著
な
色
っ
ぽ
い
二

元
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
、
他
方
に
各
節
と
も
下
向
的
進
行
に
よ
っ
て
漸
消
状
態
の
さ
び
し
さ
を
も
っ

て
い
る
こ
と
と
に
懸
っ
て
い
る
。
ま
た
起
首
の
示
す
二
元
性
と
、
全
節
の
下
向
的
進
行
と
の
関
係
は
、
あ

た
か
も
「
い
き
」
な
模
様
に
お
け
る
、
縞
柄
と
、
く
す
ん
だ
色
彩
と
の
関
係
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
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か
く
の
ご
と
く
し
て
、
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
客
観
的
表
現
の
芸
術
形
式
は
、
平
面
的
な
模

様
お
よ
び
立
体
的
な
建
築
に
お
い
て
空
間
的
発
表
を
な
し
、
無
形
的
な
音
楽
に
お
い
て
時
間
的
発
表
を
な

し
て
い
る
が
、
そ
の
発
表
は
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
一
方
に
二
元
性
の
措
定
と
、
他
方
に
そ
の
措

定
の
仕
方
に
伴
う
一
定
の
性
格
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
こ
の
芸
術
形
式
と
自
然
形
式
と
を
比
較
す

る
に
、
両
者
間
に
も
否
む
べ
か
ら
ざ
る
一
致
が
存
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
芸
術
形
式
お
よ
び
自
然

形
式
は
、
常
に
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
客
観
的
表
現
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
客
観
的
に
見
ら
れ
る
二
元
性
措
定
は
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
質
料
因
た
る
「
媚
態
」
に

基
礎
を
有
し
、
措
定
の
仕
方
に
伴
う
一
定
の
性
格
は
そ
の
形
相
因
た
る
「
意
気
地
」
と
「
諦
め
」
と
に
基

礎
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
我
々
は
「
い
き
」
の
客
観
的
表
現
を
、
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
に

還
元
し
、
両
存
在
様
態
の
相
互
関
係
を
明
瞭
に
す
る
と
と
も
に
、
意
味
と
し
て
の
「
い
き
」
の
構
造
を
闡

明
し
た
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

　
｛
１
｝D

essoir, A
esthetik und allgem

eine K
unstw

issenschaft, 1923, S. 361 

参
照
。

　
｛
２
｝
「
美
的
小
」
の
概
念
に
関
し
て
は Lipps, A

esthetik, 1914, I, S. 574 

参
照
。

　
｛
３
｝
米
国
国
旗
や
理
髪
店
の
看
板
が
縞
模
様
で
あ
り
な
が
ら
何
ら
の
「
い
き
」
を
も
も
っ
て
い
な
い
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の
は
、
他
に
も
理
由
が
あ
ろ
う
が
、
主
と
し
て
色
彩
が
派
手
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
婦
人
用
の

烟
管
の
吸
口
と
雁
首
に
附
け
た
金
具
に
、
銀
と
赤
銅
と
を
用
い
て
、
銀
白
色
の
帯
青
灰
色
と
の
横
縞
を
見

せ
て
い
る
の
が
あ
る
。
形
状
上
で
は
理
髪
店
の
看
板
と
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
が
、
色
彩
の
効
果
に
よ
っ
て

「
い
き
」
な
印
象
を
与
え
る
。

　
｛
４
｝
『
哲
学
雑
誌
』
、
第
二
十
四
巻
、
第
二
百
六
十
四
号
所
載
。
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六
　
結
　
　
論

　
「
い
き
」
の
存
在
を
理
解
し
そ
の
構
造
を
闡
明
す
る
に
当
っ
て
、
方
法
論
的
考
察
と
し
て
予
め
意
味
体

験
の
具
体
的
把
握
を
期
し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
思
索
の
必
然
的
制
約
と
し
て
、
概
念
的
分
析
に
よ
る

の
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
他
方
に
お
い
て
、
個
人
の
特
殊
の
体
験
と
同
様
に
民
族
の
特
殊
の
体
験

は
、
た
と
え
一
定
の
意
味
と
し
て
成
立
し
て
い
る
場
合
に
も
、
概
念
的
分
析
に
よ
っ
て
は
残
余
な
き
ま
で

完
全
に
言
表
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
具
体
性
に
富
ん
だ
意
味
は
厳
密
に
は
悟
得
の
形
で
味
会
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
は
、
生
来
の
盲
人
に
色
彩
の
何
た
る
か
を
説
明
す
べ
き
方
法
が
な
い

と
同
様
に
、
生
来
の
不
随
者
と
し
て
自
発
的
動
作
を
し
た
こ
と
の
な
い
者
に
努
力
の
何
た
る
か
を
言
語
を

も
っ
て
悟
ら
し
む
る
方
法
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
｛
１
｝
。
我
々
は
趣
味
と
し
て
の
意
味
体
験
に
つ
い
て

も
お
そ
ら
く
一
層
述
語
的
に
同
様
の
こ
と
を
い
い
得
る
。
「
趣
味
」
は
ま
ず
体
験
と
し
て
「
味
わ
う
」
こ

と
に
始
ま
る
。
我
々
は
文
字
通
り
に
「
味
を
覚
え
る
」
。
更
に
、
覚
え
た
味
を
基
礎
と
し
て
価
値
判
断
を

下
す
。
し
か
し
味
覚
が
純
粋
の
味
覚
で
あ
る
場
合
は
む
し
ろ
少
な
い
。
「
味
な
も
の
」
と
は
味
覚
自
身
の
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ほ
か
に
嗅
覚
に
よ
っ
て
嗅
ぎ
分
け
る
と
こ
ろ
の
一
種
の
匂
を
暗
示
す
る
。
捉
え
が
た
い
ほ
の
か
な
か
お
り

を
予
想
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
触
覚
も
加
わ
っ
て
い
る
。
味
の
う
ち
に
は
舌
ざ
わ
り
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
う
し
て
「
さ
わ
り
」
と
は
心
の
糸
に
触
れ
る
、
言
う
に
言
え
な
い
動
き
で
あ
る
。
こ
の
味
覚

と
嗅
覚
と
触
覚
と
が
原
本
的
意
味
に
お
け
る
「
体
験
」
を
形
成
す
る
。
い
わ
ゆ
る
高
等
感
覚
は
遠
官
と
し

て
発
達
し
、
物
と
自
己
と
を
分
離
し
て
、
物
を
客
観
的
に
自
己
に
対
立
さ
せ
る
。
か
く
し
て
聴
覚
は
音
の

高
低
を
判
然
と
聴
き
分
け
る
。
し
か
し
部
音
は
音
色
の
形
を
取
っ
て
簡
明
な
把
握
に
背
こ
う
と
す
る
。
視

覚
に
あ
っ
て
も
色
彩
の
系
統
を
立
て
て
色
調
の
上
か
ら
色
を
分
け
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
い
か
に
色
と
色
と

を
分
割
し
て
も
な
お
色
と
色
と
の
間
に
は
把
握
し
が
た
い
色
合
が
残
る
。
そ
う
し
て
聴
覚
や
視
覚
に
あ
っ

て
、
明
瞭
な
把
握
に
漏
れ
る
音
色
や
色
合
を
体
験
と
し
て
拾
得
す
る
の
が
、
感
覚
上
の
趣
味
で
あ
る
。
一

般
に
い
う
趣
味
も
感
覚
上
の
趣
味
と
同
様
に
、
も
の
の
「
色
合
」
に
関
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的

お
よ
び
美
的
評
価
に
際
し
て
見
ら
れ
る
人
格
的
お
よ
び
民
族
的
色
合
を
趣
味
と
い
う
の
で
あ
る
。
ニ
イ
チ

ェ
は
「
愛
し
な
い
も
の
を
直
ち
に
呪
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
う
て
、
「
そ
れ
は
悪
い
趣
味
と
思
う
」

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
を
「
下
品
」(

〔Po:bel-A
rt

〕)

だ
と
い
っ
て
い
る
｛
２
｝
。
我
々
は
趣
味
が

道
徳
の
領
域
に
お
い
て
意
義
を
も
つ
こ
と
を
疑
お
う
と
し
な
い
。
ま
た
芸
術
の
領
域
に
あ
っ
て
も
、
「
色

を
求
む
る
に
は
あ
ら
ず
、
た
だ
色
合
の
み
｛
３
｝
」
と
い
っ
た
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
と
と
も
に
我
々
は
趣
味
と
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し
て
の
色
合
の
価
値
を
信
ず
る
。
「
い
き
」
も
畢
竟
、
民
族
的
に
規
定
さ
れ
た
趣
味
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
「
い
き
」
は
勝
義
に
お
け
る sens intim

e 

に
よ
っ
て
味
会
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
い
き
」

を
分
析
し
て
得
ら
れ
た
抽
象
的
概
念
契
機
は
、
具
体
的
な
「
い
き
」
の
或
る
幾
つ
か
の
方
面
を
指
示
す
る

に
過
ぎ
な
い
。
「
い
き
」
は
個
々
の
概
念
契
機
に
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
逆
に
、
分
析
さ
れ
た
個

々
の
概
念
契
機
を
も
っ
て
「
い
き
」
の
存
在
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
媚
態
」
と
い
い
、
「
意

気
地
」
と
い
い
、
「
諦
め
」
と
い
い
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
「
い
き
」
の
部
分
で
は
な
く
て
契
機
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
故
に
概
念
的
契
機
の
集
合
と
し
て
の
「
い
き
」
と
、
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
と
の
間
に

は
、
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
間
隙
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
い
き
」
の
論
理
的
言
表
の
潜
勢
性
と
現

勢
性
と
の
間
に
は
截
然
た
る
区
別
が
あ
る
。
我
々
が
分
析
に
よ
っ
て
得
た
幾
つ
か
の
抽
象
的
概
念
契
機
を

結
合
し
て
「
い
き
」
の
存
在
を
構
成
し
得
る
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
既
に
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
と
、
そ
の
概
念
的
分
析
と
の
間
に
か
よ
う
な
乖
離
的
関
係
が
存
す
る
と

す
れ
ば
、
「
い
き
」
の
概
念
的
分
析
は
、
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
の
構
造
を
外
部
よ
り
了
得
せ
し

む
る
場
合
に
、
「
い
き
」
の
存
在
の
把
握
に
適
切
な
る
位
地
と
機
会
と
を
提
供
す
る
以
外
の
実
際
的
価
値

を
も
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
日
本
の
文
化
に
対
し
て
無
知
な
或
る
外
国
人
に
我
々
が
「
い
き
」
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の
存
在
の
何
た
る
か
を
説
明
す
る
場
合
に
、
我
々
は
「
い
き
」
の
概
念
的
分
析
に
よ
っ
て
、
彼
を
一
定
の

位
置
に
置
く
。
そ
れ
を
機
会
と
し
て
彼
は
彼
自
身
の
「
内
官
」
に
よ
っ
て
「
い
き
」
の
存
在
を
味
得
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
い
き
」
の
存
在
会
得
に
対
し
て
概
念
的
分
析
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
単
に

「
機
会
原
因
」
よ
り
ほ
か
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
概
念
的
分
析
の
価
値
は
実
際
的
価

値
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
体
験
さ
る
る
意
味
の
論
理
的
言
表
の
潜
勢
性
を
現
勢
性
に
化
せ
ん
と
す
る
概

念
的
努
力
は
、
実
際
的
価
値
の
有
無
ま
た
は
多
少
を
規
矩
と
す
る
功
利
的
立
場
に
よ
っ
て
評
価
さ
る
べ
き

は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
。
意
味
体
験
を
概
念
的
自
覚
に
導
く
と
こ
ろ
に
知
的
存
在
者
の
全
意
義
が

懸
っ
て
い
る
。
実
際
的
価
値
の
有
無
多
少
は
何
ら
の
問
題
で
も
な
い
。
そ
う
し
て
、
意
味
体
験
と
概
念
的

認
識
と
の
間
に
不
可
通
約
的
な
不
尽
性
の
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
意
識
し
つ
つ
、
し
か
も
な
お
論
理
的

言
表
の
現
勢
化
を
「
課
題
」
と
し
て
「
無
窮
」
に
追
跡
す
る
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
学
の
意
義
は
存
す
る
の

で
あ
る
。
「
い
き
」
の
構
造
の
理
解
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
意
義
を
も
つ
こ
と
を
信
ず
る
。

　
し
か
し
、
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
「
い
き
」
の
構
造
の
理
解
を
そ
の
客
観
的
表
現
に
基
礎
附
け
よ

う
と
す
る
こ
と
は
大
な
る
誤
謬
で
あ
る
。
「
い
き
」
は
そ
の
客
観
的
表
現
に
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
常
に
自

己
の
有
す
る
一
切
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
わ
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
客
観
化
は
種
々
の
制
約
の
拘
束
の

下
に
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
化
さ
れ
た
「
い
き
」
は
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
全
体
を
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そ
の
広
さ
と
深
さ
に
お
い
て
具
現
し
て
い
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
客
観
的
表
現
は
「
い
き
」
の
象
徴
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
「
い
き
」
の
構
造
は
、
自
然
形
式
ま
た
は
芸
術
形
式
の
み
か
ら
は
理
解
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
客
観
的
形
式
は
、
個
人
的
も
し
く
は
社
会
的
意
味
体
験
と
し
て
の

「
い
き
」
の
意
味
移
入
に
よ
っ
て
初
め
て
生
か
さ
れ
、
会
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
い
き
」
の
構
造
を

理
解
す
る
可
能
性
は
、
客
観
的
表
現
に
接
触
し
て quid 

を
問
う
前
に
、
意
識
現
象
の
う
ち
に
没
入
し
て

 quis 

を
問
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
お
よ
そ
芸
術
形
式
は
人
性
的
一
般
ま
た
は
異
性
的
特
殊
の
存
在
様

態
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
真
の
会
得
で
は
な
い
｛
４
｝
。
体
験
と
し
て
の
存
在
様
態
が
模
様
に

客
観
化
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
族
の
有
す
る
一
種
の
内
的
不
安
が
不
規
則
的
な
模
様
の
形
を
取

っ
て
、
既
に
民
族
移
住
時
代
か
ら
見
ら
れ
、
更
に
ゴ
シ
ッ
ク
お
よ
び
バ
ロ
ッ
ク
の
装
飾
に
も
顕
著
な
形
で

現
わ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
建
築
に
お
い
て
も
体
験
と
芸
術
形
式
と
の
関
係
を
否
み
得
な
い
。
ポ
ー
ル

・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
『
ユ
ー
パ
リ
ノ
ス
あ
る
い
は
建
築
家
』
の
う
ち
で
、
メ
ガ
ラ
生
れ
の
建
築
家
ユ
ー
パ
リ

ノ
ス
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
ヘ
ル
メ
ス
の
た
め
に
私
が
建
て
た
小
さ
い
神
殿
、
直
ぐ
そ
こ
の
、

あ
の
神
殿
が
私
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
は
い
ま
い
。
路
ゆ
く
者
は
優
美
な
御
堂
を
見
る
だ
け
だ

　
　
わ
ず
か
の
も
の
だ
、
四
つ
の
柱
、
き
わ
め
て
単
純
な
様
式
　
　
だ
が
私
は
私
の
一
生
の
う
ち
の
明
る

い
一
日
の
思
出
を
そ
こ
に
込
め
た
。
お
お
、
甘
い
変
身
よ
。
誰
も
知
る
人
は
な
い
が
、
こ
の
き
ゃ
し
ゃ
な

83



神
殿
は
、
私
が
嬉
し
く
も
愛
し
た
一
人
の
コ
リ
ン
ト
の
乙
女
の
数
学
的
形
像
だ
。
こ
の
神
殿
は
彼
女
独
自

の
釣
合
を
忠
実
に
現
わ
し
て
い
る
の
だ
｛
５
｝
」
。
音
楽
に
お
い
て
も
浪
漫
派
ま
た
は
表
現
派
の
名
称
を

も
っ
て
総
括
し
得
る
傾
向
は
す
べ
て
体
験
の
形
式
的
客
観
化
を
目
標
と
し
て
い
る
。
既
に
マ
シ
ョ
オ
は
恋

人
ペ
ロ
ン
ヌ
に
向
っ
て
「
私
の
も
の
は
す
べ
て
貴
女
の
感
情
で
で
き
た
」
と
告
げ
て
い
る
｛
６
｝
。
ま
た

シ
ョ
パ
ン
は
「
ヘ
」
短
調
司
伴
楽
の
第
二
楽
章
の
美
し
い
ラ
ル
ジ
ェ
ッ
ト
が
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ア
・
グ
ラ
コ

ウ
ス
カ
に
対
す
る
自
分
の
感
情
を
旋
律
化
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
語
っ
て
い
る
｛
７
｝
。
体
験
の
芸

術
的
客
観
化
は
必
ず
し
も
意
識
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
芸
術
的
衝
動
は
無
意
識
的
に
働

く
場
合
も
多
い
。
し
か
し
か
か
る
無
意
識
的
創
造
も
体
験
の
客
観
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
個
人

的
ま
た
は
社
会
的
体
験
が
、
無
意
識
的
に
、
し
か
し
自
由
に
形
成
原
理
を
選
択
し
て
、
自
己
表
現
を
芸
術

と
し
て
完
了
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
形
式
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
身
振
そ
の
他
の
自
然
形
式
は
し
ば

し
ば
無
意
識
の
う
ち
に
創
造
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
い
き
」
の
客
観
的
表
現
は
意
識
現
象
と
し

て
の
「
い
き
」
に
基
礎
附
け
て
初
め
て
真
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
客
観
的
表
現
を
出
発
点
と
し
て
「
い
き
」
の
構
造
を
闡
明
し
よ
う
と
す
る
者
の
ほ
と
ん
ど
常
に

陥
る
欠
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
き
」
の
抽
象
的
、
形
相
的
理
解
に
止
っ
て
、
具
体
的
、
解
釈
的
に

「
い
き
」
の
特
異
な
る
存
在
規
定
を
把
握
す
る
に
至
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
美
感
を
与
え
る
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対
象
」
と
し
て
の
芸
術
品
の
考
察
に
基
づ
い
て
「
粋
の
感
」
の
説
明
が
試
み
ら
れ
る
｛
８
｝
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
「
不
快
の
混
入
」
と
い
う
ご
と
き
極
め
て
一
般
的
、
抽
象
的
な
性
質
よ
り
捉
え
ら
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
「
い
き
」
は
漠
然
た
る 

〔raffine'

〕
の
ご
と
き
意
味
と
な
り
、
一
方
に
「
い
き
」
と
渋
味
と

の
区
別
を
立
て
得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
他
方
に
「
い
き
」
の
う
ち
の
民
族
的
色
彩
が
全
然
把
握
さ
れ
な
い
。

そ
う
し
て
仮
り
に
も
し
「
い
き
」
が
か
く
の
ご
と
き
漠
然
た
る
意
味
よ
り
も
っ
て
い
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、

西
洋
の
芸
術
の
う
ち
に
も
多
く
の
「
い
き
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
い
き
」

と
は
「
西
洋
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
」
「
現
代
人
の
好
む
」
何
も
の
か
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
イ
や
ド
ガ
ア
や
フ
ァ
ン
・
ド
ン
ゲ
ン
の
絵
が
果
し
て

「
い
き
」
の
有
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
具
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
サ
ン
サ
ン
ス
、
マ
ス
ネ
エ
、

ド
ゥ
ビ
ュ
ッ
シ
イ
、
リ
ヒ
ア
ル
ド
・
ス
ュ
ト
ラ
ウ
ス
な
ど
の
作
品
中
の
或
る
旋
律
を
捉
え
て
厳
密
な
る
意

味
に
お
い
て
「
い
き
」
と
名
附
け
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
肯
定
的
に
答
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
現
象
と
「
い
き
」
と
の
共
通
点
を
形
式
化
的
抽
象

に
よ
っ
て
見
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
相
的
方
法
を
採
る
こ
と
は
こ

の
種
の
文
化
存
在
の
把
握
に
適
し
た
方
法
論
的
態
度
で
は
な
い
。
し
か
る
に
客
観
的
表
現
を
出
発
点
と
し

て
「
い
き
」
の
闡
明
を
計
る
者
は
多
く
み
な
か
よ
う
な
形
相
的
方
法
に
陥
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
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「
い
き
」
の
研
究
を
そ
の
客
観
的
表
現
と
し
て
の
自
然
形
式
ま
た
は
芸
術
形
式
の
理
解
か
ら
始
め
る
こ
と

は
徒
労
に
近
い
。
ま
ず
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
の
意
味
を
民
族
的
具
体
に
お
い
て
解
釈
的
に
把
握

し
、
し
か
る
後
そ
の
会
得
に
基
づ
い
て
自
然
形
式
お
よ
び
芸
術
形
式
に
現
わ
れ
た
る
客
観
的
表
現
を
妥
当

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
「
い
き
」
の
研
究
は
民﹅
族﹅
的﹅
存﹅
在﹅
の﹅
解﹅

釈﹅
学﹅
と
し
て
の
み
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
民
族
的
存
在
の
解
釈
と
し
て
の
「
い
き
」
の
研
究
は
、
「
い
き
」
の
民
族
的
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る

に
当
っ
て
、
た
ま
た
ま
西
洋
芸
術
の
形
式
の
う
ち
に
も
「
い
き
」
が
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
発
見
に
よ

っ
て
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
客
観
的
表
現
が
「
い
き
」
そ
の
も
の
の
複
雑
な
る
色
彩
を
必
ず
し
も
完
全

に
表
わ
し
得
な
い
と
す
れ
ば
、
「
い
き
」
の
芸
術
形
式
と
同
一
の
も
の
を
た
と
え
西
洋
の
芸
術
中
に
見
出

す
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
直
ち
に
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
の
客
観
的
表
現
と
看
做
し
、
西

洋
文
化
の
う
ち
に
「
い
き
」
の
存
在
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
芸
術
形
式
に
よ
っ
て
我

々
が
事
実
上
「
い
き
」
を
感
じ
得
る
場
合
が
仮
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
既
に
民
族
的
色
彩
を
帯

び
た
我
々
の
民
族
的
主
観
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
式
そ
の
も
の
が
果
し
て
「
い
き
」
の
客
観
化
で

あ
る
か
否
か
は
全
く
の
別
問
題
で
あ
る
。
問
題
は
畢
竟
、
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
が
西
洋
文
化
の

う
ち
に
存
在
す
る
か
否
か
に
帰
着
す
る
。
し
か
ら
ば
意
識
現
象
と
し
て
の
「
い
き
」
を
西
洋
文
化
の
う
ち
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に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
洋
文
化
の
構
成
契
機
を
商
量
す
る
と
き
に
、
こ
の
問
は
否
定

的
の
答
を
期
待
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
事
実
と
し
て
、
た
と
え
ば
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
呼
ば
る
る
意

味
は
、
そ
の
具
体
的
な
る
意
識
層
の
全
範
囲
に
亙
っ
て
果
し
て
「
い
き
」
と
同
様
の
構
造
を
示
し
、
同
様

の
薫
と
同
様
の
色
合
と
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
『
悪
の
華
』
一
巻
は
し
ば
し
ば

「
い
き
」
に
近
い
感
情
を
言
表
わ
し
て
い
る
。
「
空
無
の
味
」
の
う
ち
に
「
わ
が
心
、
諦
め
よ
」
と
か
、

「
恋
は
は
や
味
わ
い
を
も
た
ず
」
と
か
、
ま
た
は
「
讃
む
べ
き
春
は
薫
を
失
い
ぬ
」
な
ど
の
句
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
諦
め
の
気
分
を
十
分
に
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
「
秋
の
歌
」
の
う
ち
で
「
白
く
灼
く
る
夏
を
惜

し
み
つ
つ
、
黄
に
柔
か
き
秋
の
光
を
味
わ
わ
し
め
よ
」
と
い
っ
て
人
生
の
秋
の
黄
色
い
淡
い
憂
愁
を
描
い

て
い
る
。
「
沈
潜
」
の
う
ち
に
も
過
去
を
擁
す
る
止
揚
の
感
情
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
ボ
オ

ド
レ
エ
ル
自
身
の
説
明
｛
９
｝
に
よ
れ
ば
、
「
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
は
頽
廃
期
に
お
け
る
英
雄
主
義
の
最
後
の

光
で
あ
っ
て
…
…
熱
が
な
く
、
憂
愁
に
み
ち
て
、
傾
く
日
の
よ
う
に
壮
美
で
あ
る
」
。
ま
た
「
〔e'le'gan

ce

〕
の
教
説
」
と
し
て
「
一
種
の
宗
教
」
で
あ
る
。
か
よ
う
に
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
は
「
い
き
」
に
類
似
し
た

構
造
を
も
っ
て
い
る
に
は
相
違
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
シ
ー
ザ
ー
と
カ
テ
ィ
リ
ナ
と
ア
ル
キ
ビ
ア
デ

ス
と
が
顕
著
な
典
型
を
提
供
す
る
」
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
男
性
に
限
り
適
用
さ
れ
る
意
味
内
容
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
「
英
雄
主
義
」
が
、
か
弱
い
女
性
、
し
か
も
「
苦
界
」
に
身
を
沈
め
て
い
る
女
性
に
よ
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っ
て
ま
で
も
呼
吸
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
い
き
」
の
特
彩
が
あ
る
。
ま
た
ニ
イ
チ
ェ
の
い
う
「
高
貴
」

と
か
「
距
離
の
熱
情
」
な
ど
も
一
種
の
「
意
気
地
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
騎
士
気
質
か
ら
出
た

も
の
と
し
て
、
武
士
道
か
ら
出
た
「
意
気
地
」
と
差
別
し
が
た
い
類
似
を
も
っ
て
い
る
｛
１
０
｝
。
し
か

し
な
が
ら
、
一
切
の
肉
を
独
断
的
に
呪
っ
た
基
督
教
の
影
響
の
下
に
生
立
っ
た
西
洋
文
化
に
あ
っ
て
は
、

尋
常
の
交
渉
以
外
の
性
的
関
係
は
、
早
く
も
唯
物
主
義
と
手
を
携
え
て
地
獄
に
落
ち
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
と
し
て
、
理
想
主
義
を
予
想
す
る
「
意
気
地
」
が
、
媚
態
を
そ
の
全
延
長
に
亙
っ
て
霊
化
し
て
、
特

殊
の
存
在
様
態
を
構
成
す
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
女
の
許
へ
行
く
か
。
笞
を
忘

る
る
な
｛
１
１
｝
」
と
は
老
婆
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
与
え
た
勧
告
で
あ
っ
た
。
な
お
一
歩
を
譲
っ
て
、

例
外
的
に
特
殊
の
個
人
の
体
験
と
し
て
西
洋
の
文
化
に
も
「
い
き
」
が
現
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
仮

定
し
て
も
、
そ
れ
は
公
共
圏
に
民
族
的
意
味
の
形
で
「
い
き
」
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
全
然
意
義
を

異
に
す
る
。
一
定
の
意
味
と
し
て
民
族
的
価
値
を
も
つ
場
合
に
は
必
ず
言
語
の
形
で
通
路
が
開
か
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
い
き
」
に
該
当
す
る
語
が
西
洋
に
な
い
と
い
う
事
実
は
、
西
洋
文
化
に
あ
っ
て
は

「
い
き
」
と
い
う
意
識
現
象
が
一
定
の
意
味
と
し
て
民
族
的
存
在
の
う
ち
に
場
所
を
も
っ
て
い
な
い
証
拠

で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
が
わ
が
国
の
民
族
的
存
在
規
定
の
特
殊
性
の
下
に
成
立
す
る
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に
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
抽
象
的
、
形
相
的
の
空
虚
の
世
界
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
「
い
き
」
の
幻
影

に
出
逢
う
場
合
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。
そ
う
し
て
、
喧
し
い
饒
舌
や
空
し
い
多
言
は
、
幻
影
を
実
有
の
ご

と
く
に
語
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
か
か
る
「
出
来
合
」
の
類
概
念
に
よ
っ
て
取
交
さ
れ
る flat

us vocis 
に
迷
わ
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
我
々
は
か
か
る
幻
影
に
出
逢
っ
た
場
合
、
「
か
つ
て
我﹅
﹅々

の﹅
精
神

が
見
た
も
の
｛
１
２
｝
」
を
具
体
的
な
如
実
の
姿
に
お
い
て
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
、
こ

の
想
起
は
、
我
々
を
し
て
「
い
き
」
が
我﹅
﹅々

の﹅
も﹅
の﹅
で
あ
る
こ
と
を
解
釈
的
に
再
認
識
せ
し
め
る
地
平
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
想
起
さ
る
べ
き
も
の
は
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ト
ン
的
実
在
論
の
主
張
す
る
が
ご
と

き
類
概
念
の
抽
象
的
一
般
性
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
唯
名
論
の
唱
道
す
る
個
別
的
特
殊
の
一
種
な
る
民
族

的
特
殊
性
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
論
の
倒
逆
的
転
換
が
敢
え
て
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
こ
の
意
味
の
想
起
の
可
能
性
を
何
に
よ
っ
て
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
。
我
々
の
精

神
的
文
化
を
忘
却
の
う
ち
に
葬
り
去
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
我
々
の
理
想
主
義
的
非
現

実
的
文
化
に
対
し
て
熱
烈
な
る
エ
ロ
ス
を
も
ち
続
け
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
「
い
き
」
は
武
士
道
の
理
想

主
義
と
仏
教
の
非
現
実
性
と
に
対
し
て
不
離
の
内
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
運
命
に
よ
っ
て
「
諦
め
」
を

得
た
「
媚
態
」
が
「
意
気
地
」
の
自
由
に
生﹅
き﹅
る
｛
１
３
｝
の
が
「
い
き
」
で
あ
る
。
人
間
の
運
命
に
対

し
て
曇
ら
ざ
る
眼
を
も
ち
、
魂
の
自
由
に
向
っ
て
悩
ま
し
い
憧
憬
を
懐
く
民
族
な
ら
ず
し
て
は
媚
態
を
し
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て
「
い
き
」
の
様
態
を
取
ら
し
む
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
い
き
」
の
核
心
的
意
味
は
、
そ
の
構
造
が
わ﹅

が﹅
民﹅
族﹅
存﹅
在﹅
の
自
己
開
示
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
き
に
、
十
全
な
る
会
得
と
理
解
と
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
｛
１
｝M

aine de B
iran, Essai sur les fondem

ents de la psychologie(

〔O
euvres ine'dites

〕, N
avil

le, I, p. 208)
。

　
｛
２
｝N

ietzsche, A
lso sprach Zarathustra, Teil IV

, 

〔V
om

 ho:heren M
enschen

〕.

　
｛
３
｝V

erlaine, 

〔A
rt poe'tique

〕.

　
｛
４
｝
ベ
ッ
カ
ー
曰
く
「
美
的
な
も
の
の
存
在
学
は
、
美
的
（
す
な
わ
ち
、
芸
術
的
）
に
創
作
す
る
、

ま
た
美
的
に
享
楽
す
る
現
実
存
在
の
分
析
か
ら
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」(O

skar B
ecker, 

〔V
on d

er H
infa:lligkeit des Scho:nen und der A

benteuerlichkeit des K
u:nstlers

〕; 

〔Jahrbuch fu:r Philoso

phie und pha:nom
enologische Forschung
〕, 
〔Erga:nzungsband

〕: H
usserl-Festschrift, 1929, S. 4

0

）　
｛
５
｝
〔Paul V

ale'ry

〕, Eupalinos ou l'architecte, 
〔15e e'd

〕., p.104.

　
｛
６
｝Jahrbuch der M

usikbibliothek Peters, 1926, S. 67.

　
｛
７
｝
〔Lettre a` Titus W

oyciechow
ski

〕, le 3 octobre 1829.
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｛
８
｝
高
橋
穣
『
心
理
学
』
改
訂
版
、
三
二
七
　
三
二
八
頁
参
照
。

　
｛
９
｝B

audelaire, Le peintre de la vie m
oderne, IX

, Le dandy. 

な
お
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
に
関
し
て
は

左
の
諸
書
参
照
。

　
　
　
　H

azlitt, The dandy school, Exam
iner, 1828.

　
　
　
　Sieveking, D

andysm
 and B

rum
m

ell. The C
ontem

porary R
eview

, 1912.

　
　
　
　O

tto M
ann, D

er m
oderne D

andy, 1925.

　
｛
１
０
｝N

ietzsche, 
〔Jenseits von G

ut und B
o:se

〕, IX
, W

as ist vornehm
? 

参
照
。

　
｛
１
１
｝N

ietzsche, A
lso sprach Zarathustra, Teil I, V

on alten und jungen W
eiblein.

　
｛
１
２
｝
α
　
π
ο
τ
’
　
ε
ι
δ
ε
ν
　
η
μ
ω
ν
　
η
　
ψ
υ
χ
η(Platon, Phaidros 249c).

　
強
調
は
η
μ
ω
ν
の
上
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
α
ν
α
μ
ν
η
σ
ι
σ
は
こ
の
場
合

二
様
の
意
味
で
自
己
認
識
で
あ
る
。
第
一
に
は
η
μ
ω
ν
の
尖
端
的
強
調
に
よ
る
民
族
的
自
我
の
自
覚
で

あ
る
。
第
二
に
は
ψ
υ
χ
η
と
「
意
気
」
と
の
間
に
原
本
的
関
係
が
存
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
自
我
の

理
想
性
が
自
己
認
識
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
｛
１
３
｝
「
い
き
」
の
語
源
の
研
究
は
、
生﹅
、
息﹅
、
行﹅
、
意﹅
気﹅
の
関
係
を
存
在
学
的
に
闡
明
す
る
こ
と

と
相
俟
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
生
」
が
基
礎
的
地
平
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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さ
て
、
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
第
一
に
は
生﹅
理﹅
的﹅
に
「
生
き
る
」
こ
と
で

あ
る
。
異
性
的
特
殊
性
は
そ
れ
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
い
き
」
の
質
料
因
た
る
「
媚

態
」
は
こ
の
意
味
の
「
生
き
る
」
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
「
息
」
は
「
生
き
る
」
た
め
の
生
理
的
条
件

で
あ
る
。
「
春
の
梅
、
秋
の
尾
花
の
も
つ
れ
酒
、
そ
れ
を
小
意
気
に
呑
み
な
ほ
す
」
と
い
う
場
合
の
「
い

き
」
と
「
息
」
と
の
関
係
は
単
な
る
音
韻
上
の
偶
然
的
関
係
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
い
き
ざ
し
」

と
い
う
語
形
は
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
「
そ
の
い
き
ざ
し
は
、
夏
の
池
に
、
く
れ
な
ゐ
の
は
ち
す
、

始
め
て
開
け
た
る
に
や
と
見
ゆ
」
と
い
う
場
合
の
「
意
気
ざ
し
」
は
、
「
息
ざ
し
も
せ
ず
窺
へ
ば
」
の

「
息
差
」
か
ら
来
た
も
の
に
相
違
な
い
。
ま
た
「
行
」
も
「
生
き
る
」
こ
と
と
不
離
の
関
係
を
も
っ
て
い

る
。am

bulo 

が sum
 

の
認
識
根
拠
で
あ
り
得
る
か
を
デ
カ
ル
ト
も
論
じ
た
。
そ
う
し
て
、
「
意
気
方
」

お
よ
び
「
心
意
気
」
の
語
形
で
、
「
い
き
」
は
明
瞭
に
「
行
」
と
発
音
さ
れ
る
。
「
意
気
方
よ
し
」
と
は

「
行
き
か
た
善
し
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
好
い
た
殿
御
へ
心
意
気
」
「
お
七
さ
ん
へ
の
心
意
気
」

の
よ
う
に
、
心
意
気
は
「
…
…
へ
の
心
意
気
」
の
構
造
を
も
っ
て
、
相
手
へ
「
行
く
」
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
さ
て
、
「
息
」
は
「
意
気
ざ
し
」
の
形
で
、
「
行
」
は
「
意
気
方
」
と
「
心
意
気
」
の
形
で
、
い
ず

れ
も
「
生
き
る
」
こ
と
の
第
二
の
意
味
を
予
料
し
て
い
る
。
そ
れ
は
精﹅
神﹅
的﹅
に
「
生
き
る
」
こ
と
で
あ
る
。

「
い
き
」
の
形
相
因
た
る
「
意
気
地
」
と
「
諦
め
」
と
は
、
こ
の
意
味
の
「
生
き
る
」
こ
と
に
根
ざ
し
て
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い
る
。
そ
う
し
て
、
「
息
」
お
よ
び
「
行
」
は
、
「
意
気
」
の
地
平
に
高
め
ら
れ
た
と
き
に
、
「
生
」
の

原
本
性
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
意
気
」
が
原
本
的
意
味
に
お
い
て
「
生
き
る
」
こ
と
で

あ
る
。
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