
第
四
章

風
の
音
を
聞
く

ー
永
続
と
個

I



第I部 古代文芸の思想 104 

（
萬
葉
集
巻
十
九、
四
二
九一
）

天
平
勝
宝
五
年
（
七
五――-）
一一
月
ニ――一
日
の
夕
刻、
大
伴
家
持
は
風
の
音
を
聞
い
た。
右
は、
そ
の
「
聞
く」
と
い

う
行
為
の
実
態
を
浮
き
立
た
せ
る
歌
で、
同
日
の
作、

ゆ
ふ
か
げ

春
の
野
に
か
す
み
た
な
び
き
う
ら
悲
し
こ
の
夕
影
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

（
同
右、
四
二
九
0)

と
と
も
に、
景
情一
体
的
な
境
位
を
披
漉
す
る。
春
の
野
に
霞
た
な
び
く
折
し
も、
近
景
の
な
か
に
う
ぐ
い
す
を
と
ら

え
た
家
持
の
情
が、
眼
前
に
展
開
す
る
景
全
体
と
融
合
す
る
態
様、
い
い
か
え
れ
ば、
内
部
が
悲
愁
に
い
ろ
ど
ら
れ
る

が
ゆ
え
に
外
部
（
世
界）
も
ま
た
悲
し
み
の
相
貌
を
に
な
う
と
い
う
態
様
を、
四
二
九
0
は
端
的
に
語
り
い
だ
し
て
い

る。
同
様
に、
四
二
九一
の
「
い
さ
さ
群
竹」
に
吹
く
風
が
奏
で
る
「
か
そ
け
き」
音
色
は、
内
奥
に
泌
み
い
る
よ
う

な
家
持
の
心
の
か
細
さ
を
映
し
出
す。
家
持
の
心
底
に
巣
く
う
情
調
を
「
春
愁」
と
い
う
語
を
も
っ
て
い
い
表
わ
す
こ

と
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば、
四
二
九
0
と
四
二
九一
の
二
首
は、
春
愁
の
絶
唱
と
し
て
連
を
な
す
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

、
つ

四
二
九一
は、
四
二
九
0
と
同
じ
よ
う
に、
何
ご
と
か
に
ま
つ
わ
る
愁
い
を
表
出
す
る。
愁
い
の
直
因
と
な
っ
た
事

む
ら
た
け

ゆ
ふ
へ

わ
が
や
ど
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
か
も
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一
株
の
松
の
下
に
集
ひ
て
飲
む
歌
二
首」
と
い

態
や
心
象
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を、
二
首
の
歌
は
何
も
語
ら
な
い。
作
者
が
語
り
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
な
い
も

の
•
こ
と
へ
の
穿
繋
は、
お
そ
ら
く
推
測
の
域
を
出
な
い
だ
ろ
う。
だ
が、
家
持
が
語
ら
な
か
っ
た
地
平
に
ま
で
歩
を

進
め、
彼
の
内
奥
に
肉
薄
し
な
い
か
ぎ
り、
歌
に
こ
め
ら
れ
た
思
念
は
ど
こ
ま
で
も
謎
に
包
ま
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し

ま
う。
家
持
は、
何
に
苦
し
み、
ど
の
よ
う
な
思
考
の
脈
を
た
ど
っ
て
春
の
愁
い
を
内
部
に
定
位
さ
せ
る
に
至
っ
た
の

か。
本
章
で
は、
四
二
九一
に
焦
点
を
定
め、
そ
こ
に
明
示
さ
れ
る
「
風
の
音
を
聞
く」
と
い
う
境
位
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
追
う
こ
と
を
と
お
し
て、
こ
の
問
題
に
迫
っ
て
み
た
い。

さ
し
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
は、
「
風
の
音
を
聞
く」
こ
と
に
全
霊
を
投
ず
る
態
度
を
貰
く
歌
が、
当
面
の一
首
を

含
め
て、
わ
ず
か
に
二
首
し
か
萬
葉
集
に
あ
ら
わ
れ
な
い
点
で
あ
る。
古
今
和
歌
集
ま
で
下
れ
ば、

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
お
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る

も
み
ぢ
せ
ぬ
常
盤
の
山
は
吹
く
風
の
音
に
や
秋
を
聞
き
わ
た
る
ら
む

の
よ
う
な、
微
妙
な
風
の
音
に
注
意
を
傾
け
る
歌
が
散
見
さ
れ
る
け
れ
ど
も、
そ
れ
ら
は、
風
の
音
そ
の
も
の
に
作
者

の
全
神
経
を
集
注
さ
せ
る
作
と
い
う
よ
り
も、
む
し
ろ、
風
の
音
を
媒
介
と
し
て
秋
と
い
う
季
節
の
到
来
を
感
得
す
る

こ
と
に
主
眼
を
置
く
作
に
ほ
か
な
ら
な
い。
古
代
和
歌
史
に
お
い
て、
風
の
音
そ
の
も
の
に
集
注
的
に
聞
き
入
り、
そ

こ
に
内
部
の
情
調
を
重
ね
合
わ
せ
た
歌
人
は、
家
持
を
含
め
て
二
人
だ
け
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。

風
の
音
を
聞
い
た
も
う一
人
の
歌
人
は、
市
原
王
で
あ
っ
た。

萬
葉
集
巻
六
は、
「
同
じ
き
月
の
十一
日
に、
活
道
の
岡
に
登
り、

（
秋
歌
上、
一
六
九

藤
原
敏
行）

（
秋
歌
下、
二
五一

紀
淑
望）
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い

く

よ

―
つ
松
幾
代
か
経
ぬ
る
吹
く
風
の
音
の
清
き
は
年
深
み
か
も

右
の一
首
は
市
原
王
が
作

た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と
ぞ
思
ふ

右
の一
首
は
大
伴
宿
祢
家
持
が
作

題
詞
に
い
う
「
同
じ
き
年
の
十一
日」
と
は、
巻
六
の
配
列
情
況
か
ら
見
て、
天
平一
六
年
（
七
四
四）
正
月一
―

日
の
こ
と
と
推
断
さ
れ
る。
諸
家
が
説
く
よ
う
に、
「
活
道
の
岡」
は
安
積
皇
子
と
密
接
に
関
わ
る
地
で、
当
面
の

歌
々
が
詠
ま
れ
た
の
は、
安
積
皇
子
を
中
心
に
据
え
た
正
月
の
賀
宴
で
あ
っ
た
か
と
も
推
察
さ
れ
る
（
前
掲
川
崎
庸
之

『
記
紀
萬
葉
の
世
界』、
山
本
健
吉
『
大
伴
家
持』
筑
摩
書
房、
一
九
七一
年
等
参
照）
が、
た
し
か
な
こ
と
は
わ
か
ら

な
い。
誰
が
中
心
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の、
賀
宴
が、
集
う
人
々
の
安
寧
と
弥
栄
と
を
予
祝
す
る
意
図
に

貰
か
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い。
市
原
王
は、
予
祝
の
意
を
こ
め
て一
0
四
二
の
歌
を
詠
ん
だ
に
違
い
な
い。
王

は、
松
籟
に
聞
き
入
り、
そ
の
清
ら
か
さ
に
松
の
年
輪
の
深
さ
を
感
知
す
る。
内
に
年
輪
を
刻
み
こ
ん
だ
松
は、
そ
の

い
に
し
え

「
古
」
か
ら
の
連
続
性
に
よ
っ
て、
そ
れ
に
接
す
る
者
の
永
続
性
の
暗
喩
と
な
り
う
る
（
古
代
思
想
に
お
け
る
「
古」

の
意
味
に
つ
い
て
は、
前
掲
拙
著
『
こ
と
ば
と
時
間
ー
古
代
日
本
人
の
思
想
ー』
参
照）。
王
は、
爾
々
と
吹
き
わ

た
る
風
に
触
れ
て
微
音
を
奏
で
る
松
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て、
賀
宴
に
集
う
者
の
生
命
の
不
朽
を
象
徴
的
に
示
唆
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い。

う
題
詞
の
も
と
に、
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
々
を
伝
え
る。

(1
0
四
二）

(1
0
四
三）
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家
持
は、
市
原
王
の
こ
の
歌
を
承
け
て
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず

」
(1
0
四――-）
と
詠
じ
た。
家
持
歌
が

ど
の
よ
う
な
意
味
で
王
の
歌
に
和
す
る
歌
と
な
り
う
る
の
か
は
詳
細
に
論
ず
る
べ
き
問
題
で
は
あ
る
が、
王
の
歌
に
接

し
た
記
憶
が、
九
年
後
に、
家
持
の
心
を
動
か
し、
「
わ
が
や
ど
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
ー|
'」
の
歌
（
四
二
九一
）

を
生
ん
だ
こ
と
だ
け
は
疑
い
え
な
い。
別
言
す
れ
ば、
王
は
「
風
の
音
を
聞
く」
と
い
う
境
位
を
初
発
の
も
の
と
し
て

歌
の
世
界
に
持
ち
こ
み、
家
持
は、
そ
の、
い
わ
ば
新
機
軸
に
呼
応
し
た
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う。
な
ら
ば、

家
持
は、
王
の
新
機
軸
の
な
か
に
何
を
読
み
取
り、
そ
れ
に
ど
う
反
応
し
た
の
か。
四
二
九一
に
関
し
て
何
ら
か
の
解

釈
を
展
開
す
る
た
め
に
は、
当
然
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い。

市
原
王
の一
0
四
二
は、
単
な
る
属
目
詠
で
は
な
い。
そ
れ
は、
「
長
い
星
霜
を
し
の
い
で
立
つ
色
も
変
わ
ら
ぬ
常

磐
の
孤
松
を
と
ら
え、
そ
の
消
ら
か
な
松
韻
を
讃
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
賀
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
歌
で

あ
っ
て、
一
同
に
対
す
る
祝
意
を
含
む」
（
橋
本
達
雄
「
活
道
の
岡
宴
歌」
『
萬
葉
集
を
学
ぶ
（
第
四
集）』
有
斐
閣一

九
七
八
年）
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る。
だ
が、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き、
王
の
歌
を
承
け
て
詠
ま
れ
た
家
持
の一
〇

四
三
は、
常
識
を
踏
み
外
す一
面
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る。
家
持
は
い
う、
「
人
の
寿
命
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い」

（
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず）
と。
市
原
王
は、
賀
宴
に
集
う
人
々
の
弥
栄
を
願
っ
た
は
ず
だ。
そ
れ
に
対
し
て、
命

の
は
か
な
さ
を
指
摘
す
る
家
持
の
言
説
は、
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
ど
こ
ろ
か、
祝
意
に
満
ち
た
場
の
雰
囲
気
を
破
壊
す
る

も
の
の
よ
う
に
見
え
る。
ま
し
て、
諸
家
が
説
く
よ
う
に、
賀
宴
が
安
積
皇
子
臨
席
の
も
と
で
催
さ
れ、
そ
の
趣
旨
が
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皇
子
の
生
命
の
長
久
を
願
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
家
持
歌
は、
不
吉
を
予
言
し
つ
つ
そ
の
願
い
を
嘲
笑
す
る
も

の
で
さ
え
あ
る
と
い
え
よ
う。

し
か
し、
こ
う
し
た
見
か
た
は
妥
当
で
は
な
い。
家
持
歌
の
眼
目
は、
「
松
の
枝
を
結
ぶ
の
は
お
互
い
の
生
命
長
か

れ
と
願
っ
て
の
こ
と
だ」
（
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と
ぞ
思
ふ）
と
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ。
家
持
は、
人
生

の
無
常
を
強
調
す
る
あ
ま
り、
生
命
の
長
久
を
願
う
営
み
を
む
な
し
い
行
為
と
し
て
斥
け
て
い
る
の
で
は
な
い。
無
常

の
宿
命
の
な
か
で
の
最
大
限
の
長
寿
を
祈
る
と
こ
ろ
に、
家
持
の
真
意
は
あ
る。
そ
の
祈
り
は、
無
常
の
宿
命
に
目
を

閉
ざ
し
な
が
ら
永
続
を
希
求
す
る
素
振
り
を
見
せ
る
だ
け
の、
表
層
的
で
形
式
的
な
賀
歌
に
は
認
め
ら
れ
な
い、
現
実

に
即
し
た
真
摯
さ
に
よ
っ
て
貰
か
れ
て
い
る。

ち
な
み
に、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八）
二
月
に
催
さ
れ
た
中
臣
消
麻
呂
宅
の
宴
で、
家
持
は、

（
萬
葉
集
巻
二
十、
四
五
〇一
）

と
詠
じ
て
い
る。
花
々
の
「
う
つ
ろ
ひ」
に
無
常
の
相
を
認
め、
そ
の
認
識
を
冒
頭
に
押
し
立
て
る
言
説
は、
一
見、

宴
席
の
和
や
か
な
空
気
を
無
み
す
る
か
に
見
え
て、
そ
の
じ
つ、
常
磐
の
松
の
永
続
性
を
き
わ
だ
た
せ、
そ
の
枝
を
結

ぶ
人
々
の
幸
を
強
調
す
る
機
能
を
に
な
っ
て
い
る。
一
座
の
な
か
に、
一
首
を
不
吉
と
観
ず
る
者
は
い
な
か
っ
た
は
ず

だ。
同
様
に、
一
0
四
三
も、
祝
意
に
貫
か
れ
た
詠
と
し
て、
賀
宴
に
集
う
人
々
に
よ
っ
て
何
の
抵
抗
も
な
く
受
け
と

め
ら
れ
た
に
違
い
な
い。

1
0
四
三
は、
現
実
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
に
基
づ
い
て
真
摯
な
祝
意
を
述
べ
る
だ
け
で、
内
容
的
に
は
至
極
単
純

ゃ

ち

く
さ

と
き
は

八
千
種
の
花
は
う
つ
ろ
ふ
常
磐
な
る
松
の
さ
枝
を
我
れ
は
結
ば
な
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を
意
識
す
る
表
現
と
解
せ
ら
れ
る。
た
だ
し、
尾
津
の
崎
に
立
つ
松
が
活
道
の
岡
の
松
と
同
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い。
年
輪
を
刻
む
松
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
「一
っ
松」
を
連
想
さ
せ、
歌
の
享
受
者
の
印
象
の
な
か
で
そ
れ
と
二
重
う

つ
し
に
さ
れ
な
が
ら、
古
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
ゆ
く。
そ
し
て、
そ
の
古
さ
が、
悠
久
の
未
来
に
む
か
っ
て
の
永
続
を

を

き
ぬ
著
せ
ま
し
を

あ
せ
を

尾
張
に

た
だ
に
向
へ
る

尾
津
の
崎
な
る

―
つ
松

―
つ
松

の
よ
う
に
見
え
る。
活
道
の
岡
の一
っ
松
は、
た
け
高
く
継
立
し
て
い
た
は
ず
で、
そ
れ
を
結
び
松
に
す
る
こ
と
が
可

能
か
否
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
も
の
の、
一
首
に
は、
そ
う
し
た
外
縁
的
な
問
題
以
外
に
難
点
は
含
ま
れ
て
い
な
い。

松
の
枝
を
結
ぽ
う
と
す
る
行
為
が
現
実
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く、
あ
く
ま
で
も
「
結
び
た
い
ほ
ど
だ」
と
い
う
心

情
の
比
喩
的
表
現
だ
と
す
れ
ば、
そ
う
し
た
難
点
も
氷
解
し
て
し
ま
う。
「
結
ぶ」
と
い
う
行
為
が
暗
黙
の
前
提
と
し

た
で
あ
ろ
う
ム
ス
ヒ
の
霊
威
へ
の
信
憑
は、
古
代
的
な
心
性
に
通
有
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
し、
人
事
の
無

常
に
つ
い
て
の
認
識
も、
人
麻
呂
以
来
の
思
念
を
継
承
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い。
一
首
は、
古
来
の
伝
統
に
根
ざ

す
が
ゆ
え
に、
一
般
的
な
理
解
に
よ
っ
て
汲
み
尽
く
さ
れ
え
た
作
と
認
め
ら
れ
る。

だ
が、
冒
頭
二
句
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず」
は、
た
だ
伝
統
に
の
み
基
づ
い
て、
い
わ
ば
思
考
の
惰
性
と
も
い

う
べ
き
慣
性
の
な
か
か
ら
発
せ
ら
れ
た
駄
旬
で
は
な
い。
そ
れ
は、
市
原
王
の一
0
四―一
の
内
奥
に
存
す
る
思
念
に
鋭

敏
に
対
応
し
て
い
る。

市
原
王
の
い
う
「一
っ
松」
は、
記
紀
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
詠
と
し
て
伝
え
る、

あ
せ
を
一
っ
松

人
に
あ
り
せ
ば

太
刀
は
け
ま
し

（
古
事
記
歌
謡
二
九、
日
本
書
紀
歌
謡
二
七
重
出）
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示
唆
す
る
と
い
う
構
造
が、
市
原
王
の
歌
に
は
認
め
ら
れ
る。

し
か
し、
市
原
王
は、
松
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
永
続
の
相
を
看
取
し
て
い
る
の
で
は
な
い。
彼
は、
あ
く

ま
で
も、
松
籟
を
聞
く
こ
と
を
と
お
し
て、
そ
の
音
色
の
「
清
さ」
の
う
ち
に
永
続
の
相
を
見
い
だ
し
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う。
一
0
四
二
に
お
い
て、
詠
歌
の
主
体
の一
次
的
能
作
と
し
て
定
位
さ
れ
る
の
は
「
聞
く」
こ
と
で
あ

り、
そ
こ
で
は、
「
見
る」
こ
と
は
二
次
的
な
位
置
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い。
と
な
れ
ば、
王
が、
永
続
の
相
を
感
知

す
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
は、
松
よ
り
も
む
し
ろ
松
に
吹
き
つ
け
る
風
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
風
が
奏
で

る
か
す
か
な
音
が、
清
浄
の
響
き
を
伴
い
つ
つ
永
続
の
相
を
顕
現
さ
せ
た。
王
は、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら一
首
を
詠

じ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か。

家
持
は、
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
市
原
王
の
歌
に
対
し
て、
永
続
の
相
と
は
本

質
的
に
疎
遠
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
人
間
存
在
の
態
様
を、
対
置
し
た。
既
述
の
ご
と
く、
対
置
は、
否
定
性
を
志
向

す
る
も
の
で
は
な
く、
む
し
ろ、
現
実
的
な
視
座
か
ら
永
続
の
相
へ
の
参
与
を
求
め
る
願
望
に
根
ざ
し
て
い
る。
そ
の

か
ぎ
り
に
お
い
て、
対
置
は、
一
0
四
二
が
開
示
す
る
境
位
に
対
し
て
徹
底
し
て
肯
定
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

だ
が、
対
骰
は
悲
喚
を
伴
う。
松
へ
の、
ひ
い
て
は
そ
れ
に
清
い
音
を
奏
で
さ
せ
る
風
へ
の
憧
憬
は、
人
間
存
在
の
有

限
性
に
関
す
る
自
覚
と
表
裏一
体
だ
っ
た
は
ず
だ。
永
続
の
相
を
追
い
求
め
つ
つ
も、
そ
の
相
を
自
身
に
具
現
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
限
界
性
を、
家
持
は
嘆
い
た。
そ
の
嘆
き
が、
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず」
と
い
う
言
説
と
な
っ
て

表
出
さ
れ
た。

1
0
四
三
に
つ
い
て、
吉
井
巌
『
萬
葉
集
全
注
巻
第
六』
は、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
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寒
中
の
正
月
早
、々
眺
望
の
よ
い
丘
の一
本
松
の
下
で
行
わ
れ
た
酒
宴
は、
お
そ
ら
く
新
生
と
永
遠
へ
の
願
望
に

人
々
を
結
び
つ
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
老
松
の
松
籟
を
聞
き
つ
つ、
永
遠
の
相
に
参
加
し
た
市
原
王
の
歌
境

に
対
し
て、
家
持
は
そ
こ
に
個
な
る
人
を
対
峙
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら

ず」
は、
老
松
の
永
遠
に
対
す
る、
家
持
の
個
の
嘆
き
で
あ
る。

哲
学
史
な
い
し
は
思
想
史
に
お
い
て
「
永
遠」
(aete
rnitas)
と
は、
通
常、
時
間
性
を
超
越
し
た
状
態
を
意
味
す

る。
そ
れ
は
無
時
間
的
現
在
で
あ
り、
時
間
的
継
続
性
を
意
味
す
る
「
永
続」
(se
mpite
rnitas)
と
は
峻
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
概
念
で
あ
る。
無
時
間
性
な
い
し
は
超
時
間
性
へ
の
自
覚
が
顕
在
化
し
な
い、
わ
が
国
の
古
代
文
芸

の
世
界
に
言
及
す
る
際
に、
「
永
遠」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
思
想
解
釈
の
精
密
さ
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
し

に
は
可
能
で
は
あ
り
え
な
い。
し
た
が
っ
て、
家
持
の
悲
膜
を
「
永
遠」
に
対
す
る
個
の
嘆
き
と
と
ら
え
え
る
吉
井
巌

の
見
解
は、
概
念
展
開
の
う
え
で
若
干
の
疑
点
を
伴
う。
け
れ
ど
も、
吉
井
の
い
う
「
永
遠」
を
「
永
続」
と
読
み
か

え
る
な
ら
ば、
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず」
に
家
持
の
個
の
嘆
き
を
見
い
だ
す
彼
の
見
解
は、
卓
見
と
し
て
き
わ
だ

つ
よ
う
に
思
わ
れ
る。

家
持
は、
松
が
奏
で
る
風
の
音
に
永
続
の
相
を
看
取
し
た。
そ
し
て、
そ
の
相
貌
が
人
間
存
在
の
属
性
と
は
な
り
え

な
い
事
実
を
確
認
し
つ
つ、
そ
れ
で
も
な
お
生
命
の
長
久
を
願
っ
た。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば、
「
た
ま
き
は

る
命
は
知
ら
ず」
と
い
う
言
説
は、
世
間
無
常
と
い
う
仏
教
的
哲
理
の
表
出
と
い
う
よ
り
も、
む
し
ろ
個
と
し
て
の
命

（
寿）
の
自
覚
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

だ
が、
風
の
音
を
聞
く
と
い
う
境
位
が、
永
続
の
相
を
確
認
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
の
は
な
ぜ
な
の
か。
現
代
的
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ど
っ
ど
ど

感
覚
に
よ
れ
ば、
風
の
生
起
は一
回
ご
と
に
完
結
す
る
自
然
現
象
で
あ
る。
一
陣
の
風
と
そ
の
後
に
起
こ
る
風
と
は、

別
の
風
で、
そ
こ
に
同一
性
は
な
い
と
い
う
の
が、
現
代
的
感
覚
で
あ
り、
こ
の
感
覚
に
身
を
寄
せ
る
か
ぎ
り、
風
の

音
を
聞
く
こ
と
は、
永
続
の
相
を
窺
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い。
風
の
音
を
聞
く
こ
と
と
永
続
の
相
を
確
認
す
る
こ

と
と
を
結
び
つ
け
る
思
念
は、
現
代
的
感
覚
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
何
か
を
内
包
す
る
に
違
い
な
い。

ど
ど
う
ど

ど
ど
う
ど

青
い
く
る
み
も
吹
き
と
ば
せ

す
っ
ぱ
い
か
り
ん
も
吹
き
と
ば
せ

ど
っ
ど
ど

ど
ど
う
ど

ど
ど
う
ど

右
は、
宮
沢
賢
治
の
『
風
の
又
三
郎』
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
詩。
「
ど
っ
ど
ど

う
」

と
い
う
擬
音
は、
二
百
十
日
の
風
の
音
で
あ
る。
こ
の
音
を
耳
に
し
た
賢
治
の
登
場
人
物
た
ち
（
少
年
た
ち）
は、

風
の
又
三
郎
の
出
現
を
予
感
す
る。

風
の
又
三
郎
は、
風
の
音
と
と
も
に
あ
ら
わ
れ、
風
の
音
と
と
も
に
少
年
た
ち
の
前
か
ら
去
る。
靴
を
履
き、
服
を

着
た
赤
毛
の
風
の
又――一
郎
は、
村
の
少
年
た
ち
の
目
か
ら
見
れ
ば、
異
界
か
ら
の
閻
入
者
に
ほ
か
な
ら
な
い。
賢
治
が

描
く
純
朴
な
少
年
た
ち
は、
風
の
又
三
郎
を
よ
そ
者
と
し
て
拒
否
し
た
わ
け
で
は
な
い。
彼
ら
は、
風
の
又
三
郎
を
自

ど
ど
う

ど
ど
う

ど
ど
う
ど

ど
ど
う
ど

ど
ど
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分
た
ち
の
仲
間
と
し
て
受
け
い
れ、
数
日
の
遊
び
を
共
に
し
た。
だ
が、
風
の
又
三
郎
は、
少
年
た
ち
と
同一
の
世
界

げ
ん
し
ょ
う

を
生
き
る
「
ひ
と」
で
は
な
か
っ
た。
彼
ら
に
と
っ
て、
風
の
又
三
郎
は、
風
に
乗
っ
て
唐
突
に
異
界
か
ら
現
生
へ
と

立
ち
あ
ら
わ
れ、
風
に
乗
っ
て
唐
突
に
異
界
へ
と
退
い
た
何
も
の
か·
…••
お
そ
ら
く
は
超
人
間
的
な
何
か
だ
っ
た。

そ
の
超
人
間
的
な
何
か
の
現
生
へ
の
登
場
と
そ
こ
か
ら
の
退
場
と
を
風
の
音
を
伴
う
も
の
と
し
て
描
写
す
る
と
き、

賢
治
は、
お
そ
ら
く、
風
の
音
を
異
界
の
言
語
と
し
て
と
ら
え
て
い
る。
賢
治
の
内
面
に
定
位
さ
れ
る
こ
う
し
た
世
界

観
に
言
及
し
つ
つ、
山
形
孝
夫
『
死
者
と
生
者
の
ラ
ス
ト・
サ
パ
ー』
（
朝
日
新
聞
社、
二
0
0
0
年）
は
い
う。

人
間
は、
「
風」
が
異
界
の
言
語
で
あ
る
こ
と
に
大
昔
か
ら
気
づ
い
て
い
た。

聖
者
が
山
に
籠
も
っ
た
り、
修
行
者
が
洞
窟
に
棲
み
つ
く
の
は、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
風
の
語
る
異
界
の
言
語
を

聴
く
た
め
で
は
な
か
っ
た
か。

．

深
い
奥
山
や
砂
漠
の
彼
方
に、
神
の
静
寂
が
あ
る
と
お
も
う
の
は
錯
覚
で、
そ
こ
に
は
異
界
の
言
語
の
満
ち
満
ち

た
空
間
が
あ
っ
た
の
だ。

そ
の
よ
う
な
世
界
が、
つ
い
最
近
ま
で、
私
た
ち
の
周
囲
に
息
づ
い
て
い
た。

風
は
笑
っ
た。
風
は
つ
ぶ
や
い
た。
風
は
泣
い
た。

風
が
笑
い、
つ
ぶ
や
き、
泣
く
世
界
が、
近
い
過
去
に
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
手
立
て
を
本
書
は
知
ら

な
い。
簾
々
た
る
風
の
音
を
誰
か
の
啜
り
泣
き
と
聞
き、
吹
き
荒
ぶ
暴
風
に
何
者
か
の
怒
り
を
読
み
取
る
感
性
は、
主

観
的
意
識
に
よ
っ
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
日
常
の
生
活
世
界
が
主
観
的
感
情
の
貌
を
呈
し
つ
つ
認
識
主
観
の
眼
前
に
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立
ち
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う、
ご
く
当
然
の
常
識
（
こ
れ
に
よ
れ
ば、
た
と
え
ば、
わ
た
し
が
悲
し
い
と
き、
世
界
は
悲

し
い
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る。
「
悲
し
い
わ
た
し」
と、
わ
た
し
の
悲
し
さ
と
は
無
縁
の
「
客
観
的
世
界」
と
が、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
在
る
の
で
は
な
い）
を
端
的
に
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い。
風
の
音
は、
世
界
内
の
す
べ
て
の
事

物
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に、
主
観
的
意
識、
あ
る
い
は
感
情
を
全
面
に
漂
わ
せ
つ
つ
存
在
す
る。
そ
の
背
後
に、

人
間
存
在
を
超
え
た
何
か
や、
人
間
世
界
と
は
類
を
異
に
す
る
別
種
の
惟
界
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は、

ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し、
現
に、
現
代
人
は、
そ
う
し
た
必
然
性
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る。

し
か
し、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
風
が
笑
い、
つ
ぶ
や
き、
泣
く
世
界
は、
古
代
文
献
の
な
か
に
そ
の
痕
跡
を
と

ど
め
て
い
る。

古
事
記
に
よ
れ
ば、
「
い
な
し
こ
め
し
こ
め
き
職
き」
黄
泉
の
国
か
ら
逃
げ
帰
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
ノ
命
が
「
竺
紫
の
日

向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原」
で
汚
れ
を
清
め
る
た
め
に
楔
を
し
た
と
き、
多
数
の
化
成
神
と
と
も
に、
天
照
大
御
神、

月
読
命、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
命
の
「
三
貴
子」
が
生
ま
れ
た。
イ
ザ
ナ
キ
は、
「
三
貴
子」
に
そ
れ
ぞ
れ
統
治
領
域
を
配
分

し、
各
領
域
の
領
有・
支
配
を
命
ず
る。
そ
の
結
果、
天
照
大
御
神
は
「
高
天
原」
を、
月
読
命
は
「
夜
の
食
す
国」

を、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
命
は
「
海
原」
を
そ
れ
ぞ
れ
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た。
天
照
大
御
神
と
月
読
命
は
た
だ
ち
に
命
を

奉
じ
て
任
に
当
た
っ
た
が、
ス
サ
ノ
ヲ
は、
委
任
さ
れ
た
国
を
治
め
よ
う
と
も
せ
ず、
「
八
拳
須、
心
前
に
至
る
ま
で

に
暗
き
い
さ
ち」
る
有
り
様
だ
っ
た。

ス
サ
ノ
ヲ
が
「
暗
き
い
さ
ち」
る
姿
は
尋
常
で
は
な
い。
彼
は、
「
青
山
を
枯
れ
山
な
す
泣
き
枯
ら
し、
河
海
は
こ

と
ご
と
泣
き
乾
し」
て
し
ま
う。
ス
サ
ノ
ヲ
の
涙
に
水
分
を
吸
い
尽
く
さ
れ
て、
青
々
と
し
た
山
々
は
枯
れ
木
の
山
と

な
り、
河
も
海
も
干
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ。
こ
の
た
め
に、
悪
神
が
不
気
味
な
音
を
立
て、
魔
物
や
妖
鬼
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の
類
が
跛
麗
す
る
情
態
と
な
っ
た。
そ
こ
で、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
暗
き
い
さ
ち」
る
理
由
を
問
う
た
と
こ
ろ、
ス
サ
ノ
ヲ

は、
「
あ
は
批
が
国
根
の
堅
州
国
に
罷
ら
む
と
思
ふ
ゆ
ゑ
に
哭
く」
と
応
え
た。

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記』
（
西
宮一
民
校
注）
が
「
付
録

神
名
の
釈
義」
に
お
い
て
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば、
「
暗
き
い
さ
ち」
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
姿
と、
そ
の
た
め
に
多
く
の
災
害
が
発
生
す
る
情
況
と
を
描
く
古
事
記
の
記
事

は、
山
津
波、
海
津
波、
風
津
波
の
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば、
ス
サ
ノ
ヲ
の
本
体
は、

暴
風
雨
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う。
す
な
わ
ち、
ス
サ
ノ
ヲ
が
元
来
風
の
神
と
し
て
表
象
さ
れ、
そ
の
名
義
に
内
含

さ
れ
た
ス
サ
ブ
態
様
は、
風
の
猛
威
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る。

ス
サ
ノ
ヲ
が
風
の
神
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
風
が、
た
と
え
ば
「
泣
く」
と
い
う
形
で
感
情
を
表
出
す
る
と
い
う
見

か
た
が
太
古
の
人
間
の
心
の一
隅
に
存
し
て
い
た
こ
と
が、
ほ
ぼ
確
実
に
な
る。
風
が
情
の
具
現
と
し
て
生
起
す
る
と

い
う
思
念、
つ
ま
り、
風
が
現
実
的
な
自
然
現
象
を
超
え
た
何
か
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
位
相
が、
す
く
な
く
と
も
太

古
の
精
神
の
た
だ
な
か
に
定
位
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い。

古
事
記
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
物
語
に
関
し
て
と
く
に
注
意
す
べ
き
は、
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
批
が
国
根
の
堅
州
国」
に
罷
る
こ

と
を
希
望
し、
最
終
的
に
は
そ
の
国
を
定
在
の
場
と
し
て
選
び
と
っ
て
い
る
点
で
あ
る。
イ
ザ
ナ
キ
の
膜
の
際
に
化
成

し
た
神
ス
サ
ノ
ヲ
に
は、
本
来
母
は
い
な
い
は
ず
だ。
し
か
し、
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
の
国
（
よ
も
つ
く
に）
に
神
避
っ

た
イ
ザ
ナ
ミ
と一
対
を
な
す
神
で
あ
り、
ス
サ
ノ
ヲ
が
イ
ザ
ナ
キ
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は、
彼
が
観
念
的
に
は
イ

ザ
ナ
ミ
を
母
と
す
る
こ
と
を
示
す。
火
神
カ
グ
ッ
チ
を
産
ん
だ
た
め
に
神
避
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
定
在
の
場
は、
黄
泉
の

国
で
あ
っ
た
は
ず
だ。
と
な
れ
ば、
ス
サ
ノ
ヲ
に
根
の
国
（
根
の
堅
州
国）
に
行
き
た
い
と
語
ら
せ
る
と
き、
古
事
記

は、
黄
泉
の
国
と
根
の
国
と
を
同一
視
し
て
い
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い。
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し
か
し、
名
称
の
異
な
る
二
つ
の
異
界
が、
古
代
人
の
観
念
の
な
か
で
寸
分
の
差
異
も
な
い
も
の
と
し
て
等
視
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
事
実、
古
事
記
は、
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
の
国
を
亡
骸
の

腐
敗
す
る
腐
臭
芥
々
た
る
国
と
し
て
具
体
的
に
描
写
す
る
の
に
対
し
て、
ス
サ
ノ
ヲ
の
根
の
国
に
つ
い
て
は、
そ
の
様

相
を
具
示
し
よ
う
と
は
し
な
い。
黄
泉
の
国
と
根
の
国
と
が
二
重
う
つ
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ

ど
も、
そ
の
二
重
う
つ
し
は、
両
者
の
同一
性
へ
の
端
的
な
信
憑
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
舟

橋
豊
『
古
代
日
本
人
の
自
然
観
ー
『
古
事
記』
を
中
心
に
ー』
（
審
美
社、
一
九
九
0
年）
が
説
く
よ
う
に、
両
者

の
あ
い
だ
に
は、
「
連
続
と
同
時
に
不
連
続」
が
あ
る。
死
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
る
こ
と、
す
な
わ
ち、
亡
骸
の
腐

爛
す
る
不
浄
の
状
態
か
ら
清
浄
な
白
骨
へ
と
移
行
す
る
過
程
が
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば、
黄
泉
の
国
を
通
り
抜

け
た
果
て
に
根
の
国
が
定
位
し、
両
者
は
移
行
可
能
性
の
面
で
連
続
し
な
が
ら
も、
不
浄•
清
浄
の
区
別
に
関
し
て
不

連
続
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
古
事
記
は、
根
の
国
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
を
克
服
し
た
オ

よ

も
つ

ひ

ら

さ
か

ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が、
ス
セ
リ
ビ
メ
を
奪
い、
黄
泉
比
良
坂
を
通
っ
て
出
雲
へ
逃
げ
帰
っ
た
と
語
る。
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
る

世
界
観
は、
「
出
雲
↓
黄
泉
の
国
↓
根
の
国」
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
う
る
も
の
の
よ
う
に
見
う
け
ら

れ
る。そ

う
す
る
と、
根
の
国
は、
現
泄
か
ら
も
っ
と
も
遠
ざ
か
っ
た
地
点
に
存
す
る
異
界
と
い
う
こ
と
に
な
る。
こ
の
こ

と
に
関
わ
っ
て
留
意
す
べ
き
は、
古
事
記
が、
ス
サ
ノ
ヲ
の
統
治
域
を
「
海
原」
と
規
定
し
て
い
た
点
で
あ
る。
天
照

大
御
神
が
高
天
原
を、
月
読
命
が
夜
の
食
す
国
を
領
有・
支
配
し
た
後
に、
海
原
が
い
つ
ま
で
も
統
治
者
を
欠
い
た
ま

ま
の
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は、
お
そ
ら
く
自
然
で
は
な
い。
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ、
出
雲
で
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
口

チ
を
退
治
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は、
母
の
国
黄
泉
の
国
を
経
て
根
の
国
へ
と
辿
り
着
い
た
は
ず
で、
そ
の
到
着
は、
イ
ザ
ナ
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キ
の
命
に
よ
る
「
三
貴
子」
の
分
割
統
治
が
完
結
を
見
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。
根
の
国
は、
海
の

か
な
た
の
国
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は、
大
祓
の
祝
詞
が、
す
べ
て
の
罪
を
川
か
ら
大
海
原
に
流
し、
さ
ら
に、
「
根
の
国・
底
の

国
に
気
吹
き
放
ち
て
む」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
ろ
う。
す
べ
て
の
罪
を
飲
み
こ
み
浄
化
す
る
根
の
国
は、

古
代
的
心
性
に
よ
っ
て、
海
上
は
る
か
か
な
た
の
極
遠
の
異
界
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

風
は、
お
そ
ら
く、
極
遠
の
異
界
か
ら
生
起
し、
地
上
の
世
界
へ
と
吹
き
つ
け
て
く
る
も
の
な
の
だ
ろ
う。
だ
と
す

れ
ば、
太
古
の
精
神
世
界
の一
隅
に
は、
風
を
異
界
の
言
語
と
と
ら
え
る
思
念
が
あ
り
え
た
は
ず
だ。
も
と
よ
り、
そ

う
し
た
思
念
が、
一
切
の
変
容
を
こ
う
む
る
こ
と
な
く
直
裁
に
萬
葉
の
歌
人
た
ち
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と

に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う。
だ
が、
風
の
音
に
異
界
の
響
き
を
感
ず
る
感
性
は、
漠
た
る
形
で
は
あ
れ、
萬
葉
の
歌
人

た
ち
の
心
底
に
息
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か。
市
原
王
は、
そ
し
て、
大
伴
家
持
は、
そ
の、
太
古
か
ら
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
感
性
に
導
か
れ
な
が
ら、
「
風
の
音
を
聞
く」
と
い
う
境
位
を
み
ず
か
ら
の
歌
の
な
か
に
確
立

し
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

異
界
は、
現
但
を
超
え
た
時
空
に
定
在
す
る。
い
い
か
え
れ
ば、
異
界
は、
現
世
的
時
空
観
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら

れ
な
い、
い
わ
ば
超
越
的
な
時
空
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る。
異
界
を
自
己
の
固
有
な
場
と
す
る
者、
た
と
え
ば
ス

サ
ノ
ヲ
は、
そ
の
異
界
の
な
か
に
い
つ
ま
で
も
果
て
知
れ
ず
と
ど
ま
り
続
け
る。
そ
の
果
て
知
れ
な
い
在
り
か
た
に
現

世
的
視
点
か
ら
視
線
を
投
ず
る
な
ら
ば、
そ
れ
は
「
永
続
の
相」
に
蔽
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る。
風
の

音
は、
異
界
か
ら
響
く
音
で
あ
る
が
ゆ
え
に、
現
世
の
時
空
を
超
え
て
永
続
す
る
も
の
で
あ
り
え
た。
そ
れ
を
聞
く
者

は、
永
続
の
相
が
自
身
と
背
中
合
わ
せ
に
な
り
な
が
ら、
現
世
と
不
連
続
な
態
様
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
を
実
感
し
た
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と
い
う
詠
に
接
し
た
と
き、
家
持
は、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に、
松
に
吹
く
風
の
音
に
異
界
の
響
き
を
聞
い
た。

そ
れ
は、
永
続
の
相
を
具
現
す
る
響
き
だ
っ
た。
そ
し
て、
そ
の
響
き
は、
家
持
の
個
を
不
安
の
深
淵
に
突
き
落
と
し

た。
永
続
の
相
は、
ほ
と
ん
ど
無
限
の
時
間
の
流
れ
を
暗
示
し、
そ
れ
に
よ
っ
て、
人
間
的
個
の
限
定
性
と
不
定
性
と

を
あ
ら
わ
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。

西
欧
の
古
代・
中
世
に
は、
「
無
限」
と
い
う
観
念
は
な
か
っ
た。
論
理
に
無
限
遡
行
が
起
こ
る
と
き、
そ
の
論
理

は
決
定
的
な
誤
謬
を
犯
す
も
の
と
目
さ
れ
た。
無
限
は
起
こ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る。

た
と
え
ば、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は、
宇
宙
論
的
視
座
か
ら
神
の
存
在
証
明
を
行
う
と
き、
無
限
遡
行
の
不
可
能

性
を
そ
の
決
定
的
な
論
拠
と
し
て
い
る。
ト
マ
ス
は
い
う。
こ
の
世
界
の
な
か
に、
運
動
す
る
も
の
が
存
在
す
る
事
実

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
運
動
す
る
も
の
は、
か
な
ら
ず
ほ
か
の
何
も
の
か
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
運
動
す
る。
し
た
が
っ
て、
こ
の
冊
界
に
は、
運
動
す
る
も
の
と
運
動
さ
せ
る
も
の
と
の
果
て
知
れ
ぬ
ほ
ど
に
長

―
つ
松
幾
代
か
経
ぬ
る
吹
く
風
の
音
の
清
き
は
年
深
み
か
も

天
平一
六
年
（
七
四
四）
正
月―
一
日
の
活
道
の
岡
の
賀
宴
で、
市
原
王
の、

四

の
で
は
な
か
っ
た
か。

(1
0
四
二）
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い
系
列
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。
だ
が、
こ
の
系
列
を
無
限
に
遡
行
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い。
こ
の
世
界
の
な

か
に
は
無
限
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
だ。
運
動
す
る
も
の
と
運
動
さ
せ
る
も
の
と
の
系
列
は、
か
な
ら
ず
ど
こ
か
で
断

ち
切
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
れ
を
断
ち
切
る
も
の
は、
み
ず
か
ら
は
運
動
す
る
が
他
の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
運

動
さ
せ
ら
れ
な
い
も
の、
す
な
わ
ち
「
不
動
の
動
者」
で
あ
り、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
的
能
力
を
超
越
し
た
全
能
の
神
に

ほ
か
な
ら
な
い。

こ
の
よ
う
に、
西
欧
の
古
代・
中
世
に
お
い
て、
無
限
は
不
可
能
だ
と
い
う
認
識
は、
哲
学
的・
神
学
的
思
弁
の
決

せ
ん
め
い

定
的
な
論
拠
と
な
っ
て
い
た。
世
界
に
つ
い
て
そ
の
成
り
立
ち
と
構
造
と
を
闊
明
し
よ
う
と
企
て
る
と
き、
西
欧
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
古
代
人・
中
世
人
は、
無
限
を
否
定
す
る
論
理
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
そ

れ
が
無
限
を
可
能
と
見
て
も
な
お
解
決
不
能
で
あ
る
事
実
を
い
ま
か
り
に
無
視
す
る
と
す
れ
ば、
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
の

逆
理
で
さ
え
も、
一
応
は
無
限
否
定
の
論
理
に
根
ざ
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
た
と
え
ば、
ア
キ
レ
ウ
ス

が
亀
を
追
い
越
せ
な
い
と
ゼ
ノ
ン
が
い
う
の
は、
先
行
す
る
亀
と
追
跡
す
る
ア
キ
レ
ウ
ス
と
の
距
離
を
零
に
等
し
く
な

る
ま
で
無
限
分
割
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
見
る
が
ゆ
え
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、
無
限
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
古
代・
中
枇
の
認
識
は、
近
代
に
至
っ
て
数
学
の
分
野
か
ら
突
き
崩
さ

れ
る。
た
と
え
ば、
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば、
自
然
数
n
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
n
+
1
が
存
在
し、
n
を
任
意
に
と
れ
ば、

そ
れ
に
1
を
加
え
た
数
も
ま
た
存
在
す
る
こ
と
に
な
り、
か
く
て
自
然
数
は
無
限
と
な
る。
こ
の
よ
う
に
見
た
場
合、

無
限
は
数
学
の
次
元
に
厳
然
と
存
立
す
る。
数
学
の
成
立
根
拠
を
否
定
し
え
な
い
ど
こ
ろ
か、
む
し
ろ
数
学
に
基
づ
い

て
自
己
の
す
べ
て
の
理
論
を
構
築
す
る
近
代
科
学
は、
当
然
な
が
ら
無
限
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た。
哲
学
も

例
外
で
は
な
い。
パ
ス
カ
ル
の
時
代
に
相
前
後
し
て
確
立
さ
れ
た
近
代
哲
学
は、
無
限
概
念
を
自
己
の
中
枢
部
に
受
容
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せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。
こ
こ
に
近
代
以
前
の
段
階
で
は、
明
瞭
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
重
大
な
問
題
が
生

ず
る。近

代
哲
学
の
基
盤
は、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た。
万
象
の
実
在
を
疑
う
こ
と
は
で
き
て
も、
懐

疑
す
る
自
我
の
存
立
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は、
懐
疑
さ
れ
つ
つ
思
考
さ
れ
る
対
象

と
し
て
の
物
質
に
対
し
て、
精
神
と
し
て
の
自
我
の
絶
対
性
を
確
定
す
る
思
弁
で
あ
っ
た。
と
こ
ろ
が、
思
考
を
属
性

と
す
る
精
神
（
自
我）
の
絶
対
性
は、
哲
学
の
な
か
に
無
限
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
の
根
底
か
ら
ゆ

ら
い
で
し
ま
う。
す
な
わ
ち、
自
我
が一
定
の
時
空
の
な
か
に
在
り
か
つ
生
き
る
と
す
れ
ば、
自
我
と
は、
無
限
の
時

間
の
な
か
で
芥
子
粒
大
の
点
を
占
め
る
だ
け
の
は
か
な
い
存
在
者
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う。
絶
対
的
で
あ

る
は
ず
の
自
我
の、
無
限
の
時
間
流
の
な
か
で
の
不
確
定
性。
そ
れ
が、
近
代
哲
学
を
動
揺
さ
せ
る、
い
わ
ば
蹟
き
の

石
と
な
る。
（
本
節
の
以
上
の
論
述
に
つ
い
て
は、
拙
著
『「
信」
の
思
想
l
親
鸞
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ー』
北
樹

出
版、
一
九
九
八
年
参
照。）

家
持
は、
松
籟
に
永
続
の
相
を
感
得
し
た
と
き、
蹟
き
の
石
を
眼
前
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か。
異
界
か
ら
吹
き

来
た
り
古
松
を
か
す
め
て
微
音
を
奏
で
る
風
の
音
は、
ど
こ
ま
で
も
延
び
ゆ
く
時
間
の
相
を
示
し
て
い
た。
そ
の
相
貌

の
な
か
に
自
身
の
個
を
置
い
て
み
た
と
き、
家
持
は、
広
衰
た
る
時
間
の
広
が
り
の
な
か
で
個
が
極
小
の一
点
を
占
め

る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た。
芥
子
粒
大
の
点
は、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
流
れ
の
な
か
を
不
安
定
に
浮

遊
す
る。
そ
の
不
安
定
さ
を
ひ
し
と
身
に
受
け
た
と
き、
家
持
は、
「
た
ま
き
は
る
命
は
し
ら
ず」
と
い
う
こ
と
ば
を

口
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。
い
い
か
え
れ
ば、
「
た
ま
き
は
る
命
は
し
ら
ず」
と
い
う
旬
は、
永
続
の
相
の
も
と
で

卑
小
な
も
の
と
し
て
た
ゆ
た
わ
ざ
る
を
え
な
い
個
に
つ
い
て
の
不
安
を
い
い
表
わ
す
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う。
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永
続
の
相
の
感
得
が
喜
悦
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
の
は、
思
考
の
短
絡
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い。
個
が
時
間
の
流

れ
の
な
か
に
濃
密
な
地
歩
を
確
定
す
る
こ
と
へ
の
確
信
に
基
づ
い
て
こ
そ、
生
の
意
味
は
確
認
さ
れ
う
る
か
ら
だ。
時

間
が
悠
久
の
過
去
か
ら
悠
久
の
未
来
に
向
か
っ
て
果
て
知
れ
ぬ
ほ
ど
の
広
が
り
を
示
す
と
す
れ
ば、
そ
の
な
か
に
定
位

さ
れ
る
人
間
的
個
は
卑
小
さ
の
度
を
ど
こ
ま
で
も
深
め
て
ゆ
く。
ひ
と
は
思
わ
ざ
る
を
え
な
い。
そ
の
よ
う
な
卑
小
な

自
己
に
価
値
が
あ
る
の
か、
と。
そ
う
し
た
問
い
を
み
ず
か
ら
の
実
存
に
関
わ
る
問
い
と
し
て
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
情

況
は、
喜
悦
よ
り
も
む
し
ろ
不
幸
の
感
覚
を
も
た
ら
す。
市
原
王
に
い
ざ
な
わ
れ
る
形
で、
風
の
音
に
耳
を
澄
ま
し、

そ
こ
に
永
続
の
相
を
認
め
た
と
き、
家
持
の
胸
中
を
去
来
し
た
も
の
は、
不
幸
の
感
覚
で
あ
っ
た。

家
持
に
は、
し
か
し、
そ
の
感
覚
の
な
か
に
沈
潜
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た。
正
月
の
賀
宴
は、
彼
に
予
祝
の

歌
を
詠
む
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て、
内
部
の
不
安
を
裸
出
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る。
永
続
の
相
を
個
的
に
具
現
す
る
こ
と
の
不
能
性
を
確
認
し
な
が
ら
も、
家
持
は、
そ
の
相
の
な
か
で

個
が
占
め
る
位
置
が
可
能
な
か
ぎ
り
拡
張
さ
れ
る
こ
と
を
願
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。
「
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と

ぞ
思
ふ」
と
は、
そ
の、
賀
宴
に
あ
れ
ば
こ
そ
示
さ
ざ
る
を
え
な
い、
い
わ
ば
「
せ
め
て
も
の
願
い」
を
表
出
す
る
言

説
に
ほ
か
な
ら
な
い。

そ
れ
か
ら
九
年
後、
集
合
的
な
場
か
ら
離
れ
て、
個
的
に
歌
を
操
る
こ
と
の
で
き
る
場
で、
家
持
は、
唐
突
に
風
の

音
を
聞
い
た。
永
続
の
相
を
開
示
す
る
そ
の
音
が
内
部
に
も
た
ら
す
不
安
を、
家
持
は
凝
視
し
た。
目
を
逸
ら
す
必
要

は
な
か
っ
た。
彼
は
「
ひ
と
り」
で
風
の
音
を
聞
い
て
い
た
の
だ
か
ら。
そ
の
と
き、
家
持
は、
「
せ
め
て
も
の
願
い」

を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て、
内
部
の
不
安
を
溶
解
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た。
不
安
は、
刺
し
貰
く
よ
う
に
内
奥
に
滲

み
入
り、
や
が
て
家
持
の
心
を
蔽
っ
た。
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わ
が
や
ど
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
か
も

九
年
後
に
家
持
が、
風
の
音
を
聞
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
歌
が、

で
あ
る
こ
と
は、
も
は
や
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い。
一
首
の
文
脈
は、
作
者
家
持
が、
「
か
そ
け
き」
と
い
う
語
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
微
風
の
音
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
姿
を
あ
ら
わ
に
す
る。
「
か
そ
け
き」
と
い
う
形
容
詞
の
実
態
は、

語
誌
的
に
は
定
か
で
な
い。
上
代
に
お
け
る
用
例
と
し
て
は、
同
じ
家
持
の
「
…
…
夕
月
夜

か
そ
け
き
野
辺
に

は

ろ
は
ろ
に

嗚
く
ほ
と
と
ぎ
す
…
…」
（
萬
葉
集
巻
十
九、
四一
九
二）
を
見
る
の
み
で
あ
っ
て、
他
に
類
例
が
な
い

か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
そ
の
語
感
が、
「
幽」
「
微」
な
ど
の
漢
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
感
覚
の
微
細
さ
に
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い。
お
そ
ら
く、
「
か
そ
け
き」
と
は、
青
木
生
子
『
萬
葉
集
全
注
巻
第
十

九
』

が
い
う
よ
う
に、
「
光、
色、
音
な
ど
が
知
覚
で
き
る
か
で
き
な
い
程
度
の、
か
す
か
で
は
か
な
い
さ
ま
の
形
容」

で
あ
ろ
う。
当
面
の
四
二
九一
に
お
い
て
は、
音
に
つ
い
て
の
知
覚
の
微
妙
さ
が、
こ
の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る。

「
か
そ
け
き」
が、
風
の
音
の
微
妙
さ
を
表
わ
す
と
す
れ
ば、
「
い
さ
さ
群
竹」
の
「
い
さ
さ」
は、
数
の
僅
少
さ
を

指
示
す
る
と
解
す
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
の
よ
う
に
見
え
る。
さ
し
あ
た
っ
て、
契
沖
の
『
萬
葉
代
匠
記』
以
下
が
説

五

（
四
二
九一
）
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く
ご
と
く、
「
い
さ
さ」
は
「
い
さ
さ
か」
の
意
と
と
ら
え
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場

合、
四
二
九一
の
家
持
は、
家
の
庭
先
に
植
え
ら
れ
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
竹
群
の
あ
い
だ
を
擦
り
抜
け
る
か
す
か
な
風

の
音
に
耳
を
傾
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
と
す
れ
ば、
そ
の
か
す
か
さ
の
実
感
が、
「
か
そ
け
き」
と
い
う
語
と
し

て
外
化
さ
れ
る
構
造
が一
首
に
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う。

だ
が、
論
じ
来
た
っ
た
よ
う
に、
太
古
に
お
い
て、
風
の
音
は
異
界
の
言
語
で
あ
っ
た。
市
原
王
の一
0
四
二
が、

そ
う
し
た
風
に
ま
つ
わ
る
太
古
以
来
の
思
念
を、
か
り
に
無
意
識
裡
に
せ
よ
体
感
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
一

0
四
二
を
念
頭
に
置
い
て
紡
が
れ
た
と
お
ぼ
し
い
家
持
の
四
二
九一
に
も、
風
の
音
に
現
世
的
事
物
と
は
異
質
な
何
か

を
感
得
す
る
心
性
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る。

い
ま、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で、
「
い
さ
さ」
に
つ
い
て
の
諸
家
の
解
釈
を
検
討
し
て
み
る
と、
契
沖
の
『
代
匠
記』

以
来、
『
略
解』、
『
新
考」、
『
全
釈』、
『
総
釈」、
『
全
註
釈』、
『
窪
田
評
釈』、
『
佐
佐
木
評
釈』
等
が
そ
れ
を
「
い
さ

さ
か」
の
意
と
す
る
見
解
を
と
り、
『
注
釈』、
『
私
注』、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
萬
葉
集』
等
が
そ
れ
を
「
斎
小
竹」

の
意
に
解
す
る。
解
釈
は
二
分
さ
れ
て
い
る
が、
井
手
至
「
古
代
語
の
語
源
ー—
『
さ
さ・
い
さ
さ』
考」
（『
語
源
探

求』
九
号）
に
よ
れ
ば、
語
学
的
に
は
「
い
さ
さ
11

い
さ
さ
か」
と
と
ら
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る。
し
か
し、
風

の
音
を
異
界
の
言
語
と
見
る
思
念
が、
家
持
の
心
の一
隅
を
占
め
て
い
た
と
す
れ
ば、
「
い
さ
さ
11

斎
小
竹」
と
と
ら

え
る
解
も
成
立
可
能
の
よ
う
に
見
え
る。

井
手
至
は、
二
0
0
0
年
度
萬
葉
学
会
全
国
大
会
（
第
五
三
回
大
会）
で
の
公
開
講
演
「
聖
な
る
時
空」
に
お
い
て、

記
紀、
萬
葉
の
こ
ろ
の
日
本
人
が、
天
へ
と
つ
な
が
る
山、
精
霊
の
躍
動
す
る
夜、
生
成
の
原
拠
と
し
て
の
海
を、
そ

れ
ぞ
れ
聖
な
る
時
空
と
し
て
観
念
し
て
い
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
う
え
で、
古
事
記
の
「
三
貴
子」
に
よ
る
分
治
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の
条
は、
聖
な
る
時
空
の
支
配
権
の
確
定
を
意
味
す
る
と
い
う
新
知
見
を
披
泄
し
た。
こ
の
知
見
が
妥
当
な
も
の
だ
と

す
れ
ば、
風
が
そ
こ
か
ら
吹
く
と
こ
ろ
の
源
と
と
ら
え
ら
れ
た
根
の
国
と
い
う
名
の
異
界
は、
聖
な
る
も
の
の一
端
に

つ
な
が
る
こ
と
に
な
る。
既
述
の
ご
と
く、
根
の
国
は、
海
原
の
極
遠
に
そ
の
存
在
を
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る。オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
苦
難
の
物
語
に
お
い
て、
ス
サ
ノ
ヲ
の
統
治
す
る
根
の
国
は、
死
と
再
生
に
関
わ
る
国
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る。
細
部
を
省
略
し
て、
古
事
記
の
語
る
と
こ
ろ
を
略
記
す
れ
ば、
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
は
根
の
国
で
ス
サ
ノ

ヲ
か
ら
課
せ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
試
練
を
の
り
き
る
こ
と
に
よ
っ
て、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
な
る。
そ
れ
ら
の
試
練
の
苛

酷
さ
に
着
目
す
る
な
ら
ば、
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
と
い
う
若
者
は、
試
練
の
過
程
で、
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
と
し
て
死
に、
オ
ホ

ク
ニ
ヌ
シ
と
し
て
復
活
し
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
こ
う
し
た、
死
と
再
生
に
関
わ
る
国
根
の
国
が
古
代
人

の
あ
い
だ
で、
単
に
ま
が
ま
が
し
い
（
罪
が
掃
き
捨
て
ら
れ
る）
冊
界
と
し
て
否
定
的
に
の
み
観
念
さ
れ
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い。
そ
れ
は、
地
上
の
大
い
な
る
統
治
者
（
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ）
を
生
み
出
す
原
処
と
い
う
意
味
で、
聖
な
る

空
間
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か。

と
す
る
な
ら
ば、
異
界
か
ら
吹
き
つ
け
る
風
は、
日
常
性
を
超
越
し
た
何
か
で
あ
り
え
た
は
ず
だ。
風
が
そ
こ
へ
と

吹
き
つ
け
る
対
象
が、
聖
性
を
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い。
聖
な
る
異
界
に
発
す
る
聖
な
る
風
を
受
け
て

か
す
か
に
そ
よ
め
く
竹
群
が、
家
持
に
よ
っ
て
聖
な
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

萬
葉
集
の
最
新
の
個
人
注
釈、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
繹
注」
（
以
下
『
繹
注』
と
略
記）
は、
「
い
さ
さ」
を
め
ぐ
っ
て、

上
述
の
二
説
を
紹
介
し
つ
つ、
い
ず
れ
を
可
と
す
べ
き
か
迷
わ
ざ
る
を
え
な
い、
と
述
べ
る。
そ
の
う
え
で、
『
繹
注』
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は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う。
語
学
的
に
は
井
手
至
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
い
さ
さ
か」
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
見
ら
れ
る

が、
そ
れ
で
も
な
お
「
斎
笹」
（
斎
小
竹）
説
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い。
と
い
う
の
も、
第
四
旬
の
「
音
の
か

そ
け
き」
に
よ
っ
て、
「
群
竹」
は
わ
ず
か
ば
か
り
の
竹
群
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ、
そ
の
う
え
さ
ら
に
「
い
さ
さ
か

な
る
（
些
少
な）
群
竹」
と
説
明
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は、
意
味
が
重
複
し
て
歌
柄
が
は
な
は
だ
し
く
落
ち
て
し
ま
う

か
ら
だ、
と。

伊
藤
博
自
身
が
語
る
よ
う
に、
作
品
と
し
て
の
完
成
度
と
い
う
視
点
か
ら
歌
語
を
解
釈
す
る
こ
と
は
正
道
で
は
な
く、

印
象
批
評
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う。
が、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
伊
藤
の
指
摘
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る。

「
か
そ
け
き」
音
を
奏
で
る
竹
群
は、
些
少
な
竹
群
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
「
か
そ
け
き」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て、

そ
の
些
少
さ
は
表
現
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
あ
え
て
「
い
さ
さ
か」
な
る
竹
群
と
い
う
表

現
を
用
い
る
と
す
れ
ば、
作
者
家
持
は、
そ
こ
に
二
重
の
意
味
を
与
え
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い。
す
な
わ
ち、

家
持
は、
風
を
聖
な
る
異
界
を
起
点
と
す
る
聖
な
る
現
象
と
と
ら
え
る
視
点
に
立
ち、
「
い
さ
さ
群
竹」
に
「
斎
小
竹

群
竹」
の
意
を
与
え
つ
つ、
同
時
に
そ
こ
に
些
少
な
竹
群
の
意
を
も
こ
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

聖
に
し
て
か
つ
些
少
な
竹
群
を
擦
り
抜
け
て
ゆ
く
風
の
音
は、
聖
な
る
異
界
の
永
続
の
相
を
如
実
に
反
映
す
る。
家

持
は、
す
で
に
知
っ
て
い
た。
個
と
し
て
の
自
己
が、
そ
の
永
続
の
相
と
本
質
的
に
無
縁
で
あ
る
こ
と
を。
永
続
す
る

時
間
の
相
貌
と
個
と
し
て
の
自
己
の
有
限
性
と
を
照
合
し
て
み
れ
ば、
た
だ
ち
に
つ
ぎ
の
事
実
が
瞭
然
と
す
る。
広
表

た
る
時
間
の
広
が
り
の
な
か
で、
自
身
は
微
小
な
点
で
し
か
な
く、
そ
こ
に
は
何
の
侶
憑
を
も
置
く
こ
と
が
で
き
な
い、

と
い
う
事
実
が。
家
持
は
い
ま、
こ
の
事
実
に
直
面
し
た。
時
間
の
流
れ
が
悠
々
た
る
貌
を
示
せ
ば
示
す
ほ
ど
に、
家

持
の
個
は
い
っ
そ
う
卑
小
な
も
の
と
化
し
て
ゆ
く。
そ
の
卑
小
さ
へ
の
鋭
利
な
眼
差
し
は、
家
持
の
内
部
に
自
己
自
身
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の
「
か
そ
け
さ」
の
自
覚
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い。

家
持
は、
微
小
な
風
の
音
に
接
し
て、
永
続
の
相
を
体
感
し
て
い
る。
体
感
は、
文
字
通
り
聞
き
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た。
家
持
は
い
ま、
永
続
の
相
に、
ひ
い
て
は、
そ
れ
を
具
現
す
る
基
体
と
し
て
の
聖
な
る
時
空
に

「
聴
従」
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。
聴
き
従
う
こ
と
に
よ
っ
て、
聖
な
る
時
空
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
個
と
し
て
の
孤
立
性
が
裸
出
す
る。
人
麻
呂
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に、
神
代
以
来
の
連
綿
た
る
皇
統
譜
を
前
提
と

し、
そ
こ
に
連
な
る
者
を
結
び
目
と
し
て
聖
な
る
時
空（
神
話
的
時
空）
へ
と
参
入
し
う
る
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
が
で

き
る
者
は、
個
と
し
て
の
孤
立
性
と
は
無
縁
で
あ
り
う
る
（
前
掲
拙
著
『
こ
と
ば
と
時
間
ー
古
代
日
本
人
の
思
想ー

』

参
照）。
皇
統
を
機
軸
と
し
て
他
者
と
共
に
在
る
こ
と
を
確
倍
す
る
共
同
主
観
が、
個
の
自
覚
を
吸
引
し
つ
つ、
同
時

に
孤
立
の
感
覚
を
麻
痺
さ
せ
る
か
ら
だ。
と
こ
ろ
が、
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
的
葛
藤
を
経
て、
共
同
主
観
が
あ
く
ま
で
も

主
観
で
し
か
な
い
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
家
持
は、
共
同
主
観
の
う
ち
に
自
我
を
浸
し
な
が
ら
忘
我
の
境
地
に
立
ち

至
る
こ
と
が
で
き
な
い。
彼
の
自
我
は、
孤
立
し
た
個
と
し
て
の
貌
を
示
し
つ
つ、
ど
こ
ま
で
も
永
続
の
相
か
ら
乖
離

し
て
ゆ
く。
本
章
が
そ
の
内
実
を
問
い
来
た
っ
た
四
二
九一
は、
こ
う
し
た
乖
離
の
態
様
を
如
実
に
表
示
す
る
も
の
と

い
っ
て
よ
い。

景
と
情
と
の
関
係
に
関
し
て、
四
二
九一
と
異
質
で
あ
り
な
が
ら
も
（
拙
著
『
日
本
人
の
知
ー
日
本
的
知
の
特
性

|』
北
樹
出
版、
一
九
九
五
年、
第
五
章
参
照）、
歌
境
の
面
で
四
二
九一
を
受
け
継
ぐ
四
二
九
二
は、
「
ひ
と
り」

と
い
う
事
態
を
き
わ
だ
た
せ
な
が
ら、
乖
離
の
態
様
を
い
っ
そ
う
具
体
化
し
て
ゆ
く。
四一一
九一
に
開
示
さ
れ
る
「
風

の
音
を
聞
く」
と
い
う
境
位
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
探
る
本
章
の
論
述
は、
四一一
九一一
を
瞥
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
閉

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。
だ
が、
そ
の
前
に、
家
持
に
お
い
て、
共
同
主
観
的
視
座
が
瓦
解
す
る
経
緯
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え

よ

ち

と

せ

ほ

青
柳
の
ほ
つ
枝
攀
ぢ
取
り
か
づ
ら
く
は
君
が
や
ど
に
し
千
年
寿
く
と
ぞ

四一
九
〇
＼
四
二
九
二
の
三
首
は、
「
春
愁
の
絶
唱」
と
呼
ば
れ、
窪
田
空
穂
の
『
萬
葉
集
選」
以
来
秀
歌
と
し
て

の
評
価
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
き
た
（
詳
し
く
は、
橋
本
達
雄
「
空
穂
顕
彰
ー
家
持
秀
歌
の
発
見
に
つ
い
て
l」

『
ま
ひ
る
野』
一
九
八一一
年
九
月
参
照）。
と
こ
ろ
が、
そ
の一
首
手
前
に
配
さ
れ
た、
四
二
八
九
は、
古
来
ほ
と
ん
ど

顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。

だ
が、

と
い
う
そ
の
歌
は、
歌
の
表
現
性
に
関
し
て
は
取
り
立
て
て
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
し
て
も、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
た

あ
る
事
態
に
関
し
て、
重
要
な
意
味
を
に
な
っ
て
い
る。

え
だ

右
の
四
二
八
九
に
は、
「
二
月
の
十
九
日
に、
左
大
臣
橘
家
の
宴
に
し
て、
攀
ぢ
折
れ
る
柳
の
条
を
見
る
歌一
首」

と
い
う
題
詞
が
付
せ
ら
れ
て
い
る。
こ
れ
に
よ
れ
ば、
絶
唱
三
首
（
四
二
九
〇
＼
四
二
九
二）
が
作
ら
れ
る
四
＼
六
日

前
に
四
二
八
九
が
詠
ま
れ
た
こ
と、
お
よ
び
そ
の
吟
詠
の
場
が
左
大
臣
橘
家
主
催
の
宴
席
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。

そ
の
宴
席
の
目
的
は、
橘
諸
兄
の
七
0
の
賀
を
祝
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
（『
繹
注』
参
照）。

六

に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る。

（
四
二
八
九）
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四
二
八
九
は、
一
見
何
の
変
哲
も
な
い
賀
歌
の
よ
う
に
見
え
る
が、
一
点、
奇
妙
な
表
現
を
含
ん
で
い
る。
「
君
が

や
ど
に
し」
と
い
う
旬
が
そ
れ
で
あ
る。
「
し」
は
強
意
の
係
助
詞。
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て、
家
持
が
橘
諸

兄
の
千
年
の
栄
え
を
願
っ
て
い
る
場
が
諸
兄
の
邸
宅
で
あ
る
こ
と
が、
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る。
い
ま
現
に
諸
兄
の

邸
宅
で
賀
宴
を
催
し
て
い
る
そ
の
さ
な
か
に、
あ
え
て
「
君
が
や
ど
に
し」
と
強
調
す
る
こ
と
は、
贅
言
も
し
く
は
蛇

足
で
は
な
い
か。
そ
う
考
え
る
と、
一
首
は
奇
妙
な
歌
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。

こ
の
奇
妙
さ
に
最
初
に
気
づ
い
た
の
は、
井
上
通
泰
『
萬
葉
集
新
考』
（
以
下
『
新
考』
と
略
記）
だ
っ
た。
一
首

に
つ
い
て、
『
新
考』
は
い
う。
「
君
が
ヤ
ド
ニ
シ
と
い
ふ
こ
と
い
さ
さ
か
心
得
が
た
し」
と。
『
新
考』
は
「
君
が
や

ど
に
し」
と
い
う
旬
の
置
き
所
の
善
し
悪
し
に
言
及
す
る
こ
と
に
急
で、
一
首
の
奇
妙
さ
の
質
を
的
確
に
見
抜
い
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も、
そ
れ
が、
そ
の
奇
妙
さ
へ
の
何
ら
か
の
気
づ
き
を
披
泄
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る。

近
時、
伊
藤
博
は、
新
考
の
そ
の
気
づ
き
を
独
自
に
敷
術
し
つ
つ、
一
首
に
つ
い
て、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘

し
た
（『
繹
注』
参
照）。

家
持
が、
一
首
の
な
か
に一
見
無
駄
と
思
え
る
表
現
「
君
が
や
ど
に
し」
を
持
ち
こ
ん
だ
の
は、
諸
兄
を
賀
す
る

人
々
が、
大
勢
そ
の
屋
敷
に
群
が
っ
て
「
青
柳
の
ほ
つ
枝」
を
「
攀
ぢ
取」
っ
て
綬
に
し
て
い
る
賑
々
し
さ
を
い
い
表

わ
す
た
め
だ
っ
た。
本
日
の
園
遊
は、
世
を
挙
げ
て
の
賑
わ
い
で
あ
る
と
家
持
は
表
現
し
た
か
っ
た
の
だ。
だ
が、
そ

の
世
を
挙
げ
て
の
賑
わ
い
を
記
録
す
る
萬
葉
集
巻
十
九
が、
家
持
の一
首
の
み
を
掲
げ、
他
を
記
載
し
な
い
の
は
不
審

と
せ
ざ
る
を
え
な
い。
自
分
の
歌一
首
の
み
を
萬
葉
集
に
登
録
し
た
そ
の
諸
兄
の
祝
宴
に
は、
家
持
の
心
情
を
鬱
々
と

さ
せ
る
何
か
が
あ
り、
そ
れ
を
引
き
摺
り
な
が
ら、
絶
唱
三
首
（
四
二
九
0
＼
四―-
九
二）
は
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
か
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っ
た
か。

伊
藤
博
の
こ
の
指
摘
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば、
「
君
が
や
ど
に
し」
と
い
う
表
現
は、
家
持
が
内
面
の
哀
感
を
糊
塗
す

る
た
め
に
あ
え
て
選
び
取
っ
た
こ
と
さ
ら
な
る
言
説
と
い
う
こ
と
に
な
り、
し
か
も、
そ
の
折
り
の
哀
感
な
い
し
は
鬱

情
が、
絶
唱
三
首
の
呼
び
水
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
で
は、
そ
う
し
た
哀
感
な
い
し
は
鬱
情
を
惹
起
し
た
原
因
は

何
か。
そ
れ
に
つ
い
て、
伊
藤
は
こ
う
述
べ
て
い
る。

筆
者
は
思
う。
家
持
は
こ
こ
で
何
か
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と。
橘
諸
兄
の
こ
の
七
十
の
賀
宴
に
お
い
て、
家
持

は、
人
生・
社
会
に
対
す
る
決
定
的
な
悲
哀
を
感
得
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と。
こ
の
推
測
に
と
っ
て
大
き
く

働
き
か
け
る
の
が、
こ
れ
ま
た、
か
の
問
題
の一
旬
「
君
が
や
ど
に
し」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
こ
の
賀
宴

に
は、
実
際
に
は
家
持
が
予
期
し
た
ほ
ど
に
人
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か。
す
く
な
く
と
も、
家
持
に

と
っ
て
思
い
も
か
け
ぬ
人
が
顔
を
出
さ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
だ
か
ら
こ
そ、
家
持
は、
歌
の
言
葉
の

上
で、
宴
歌
と
し
て
は
異
様
な
表
現、
い
か
に
も
そ
こ
に
こ
の
世
を
挙
げ
て
の
す
べ
て
の
人
が
集
う
て
い
る
か
の

よ
う
な
表
現
を
布
石
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
い
わ
ば
そ
れ
は
逆
説
的
な
表
現
で、
そ
こ
に
こ
そ、

持
が
人
生
最
初
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
深
刻
な
悲
哀
を
感
じ
た
足
跡
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う。
こ
の
日
家

（
『

繹

注
』
）

家
持
が
四
二
八
九
を
詠
ん
だ
こ
ろ、
藤
原
仲
麻
呂
は
す
で
に
大
納
言
の
地
位
に
あ
っ
た。
時
の
天
皇
孝
謙
は、
光
明

皇
后
の
娘
で
仲
麻
呂
の
い
と
こ
に
あ
た
り、
し
か
も、
仲
麻
呂
は、
光
明
皇
后
の
も
と
に
設
け
ら
れ
た
外
政
機
関
紫
微
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中
台
の
長
官
紫
微
令
の
任
に
も
就
い
た。
元
正
上
皇
と
聖
武
天
皇
と
の
結
び
つ
き
の
も
と
で
固
め
ら
れ
て
い
た
諸
兄
の

権
勢
は、
仲
麻
呂
の
台
頭
と
と
も
に
次
第
に
衰
退
の
方
向
に
む
か
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い。
ち
な
み
に、
諸
兄
は、

当
面
の
家
持
歌
が
詠
ま
れ
て
か
ら
三
年
後、
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六）
二
月
二
日
に
致
仕
し
て
い
る。
前
年一
0
月

――一
日、
聖
武
天
皇
不
豫
の
折
り、
宴
席
で
不
穏
な
言
説
を
洩
ら
し、
そ
れ
が
密
告
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る。
当
面
の
家

持
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
ろ
に
は、
人
心
は
す
で
に
諸
兄
を
離
れ
つ
つ
あ
り、
諸
兄
の
も
と
に
は
密
告
を
受
け
る
よ
う
な
暗

い
空
気
が
漂
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
そ
の
よ
う
な
空
気
の
な
か
で
催
さ
れ
た
賀
宴
に、
思
い
の
外
に
人
が
集

ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
は、
起
こ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い。
伊
藤
博
が
推
理
す
る
よ
う
に
そ
れ
が
諸
兄
七
0
の

算
賀
だ
っ
た
と
す
れ
ば、
家
持
は
集
う
人
の
少
な
さ
を、
諸
兄
の
凋
落
を
不
吉
に
暗
示
す
る
事
態
と
受
け
と
め
た
は
ず

で
あ
る。
し
か
も、
諸
兄
や
そ
の
息
奈
良
麻
呂、
さ
ら
に
は
家
持
た
ち
と
平
生
か
ら
親
密
な
交
わ
り
を
も
っ
て
い
た
諸

兄
派
の
中
核
的
人
物
が、
宴
を
欠
席
し
た
と
す
れ
ば、
橘
家
を
核
と
す
る
皇
親
政
治
に
政
治
の
理
想
型
を
見
い
だ
す
家

持
は、
心
底
を
ゆ
る
が
す
よ
う
な
不
安
を
お
ぽ
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。

中
核
的
人
物
の
欠
席
と
い
う
事
態
は、
伊
藤
博
の
所
論
に
基
づ
く
本
書
の
推
察
に
す
ぎ
な
い。
し
か
し、
外
部
的
諸

情
況
と、
四
二
八
九
の
言
説
の
新
奇
さ
と
は、
こ
の
推
察
が
的
外
れ
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る。
か
り
に、
中
核
的
人
物
の
欠
席
と
い
う
事
態
も
な
く、
ま
た、
賀
宴
に
期
待
ど
お
り
に
多
数
の
人
々
が
集
う

た
と
し
て
も、
諸
兄
の
権
勢
の
衰
退
は
蔽
う
べ
く
も
な
い
事
実
で
あ
り、
そ
の
事
実
へ
の
鋭
い
感
応
が、
家
持
の
内
面

に
哀
感
を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ
け
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う。

諸
兄
の
権
勢
が
衰
微
し、
人
心
が
離
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
態
は、
「
元
正
上
皇
ー
聖
武
天
皇
ー
諸
兄」
と
い
う
関

係
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
政
治
的
か
つ
心
理
的
な
共
同
体
（
皇
親
派）
が
求
心
力
を
喪
失
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
意
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味
す
る。
そ
の
喪
失
は、
「
伴
の
緒」
の
意
識
（
萬
葉
集
巻
十
八、
四
0
九
四
＼
四
0
九
七
等
参
照）
を
共
通
の
精
神

的
基
盤
と
す
る
共
同
主
観
性
の
瓦
解
を
端
的
に
指
示
し
て
い
る。
部
民
を
率
い
て
天
皇
に
ま
つ
ろ
う
こ
と
を、
自
己
お

よ
び
「
族」
の
喫
緊
の
任
と
観
じ、
そ
の
ま
つ
ろ
い
の
な
か
に
天
孫
降
臨
以
来
の
連
綿
た
る
時
間
の
流
れ
を
見
と
っ
て

い
た
家
持。
「
天
皇
ー
伴
の
緒」
関
係
の
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
持
続
性
の
う
ち
に
永
続
の
相
を
認
め、
そ
こ
に
参
ず

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
伴
家」
の
名
を
負
っ
た
自
己
の
心
性
（
霊
性）
の
果
て
し
な
い
継
続
を
確
定
し
よ
う
と
意
図
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
彼
に
と
っ
て、
共
同
主
観
性
の
瓦
解
は、
寄
る
辺
な
い
個
を
裸
出
さ
せ
る
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た。

家
持
は、
も
は
や、
他
者
と
主
観
を
共
有
し、
そ
の
共
同
性
の
な
か
に
憩
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た。
そ

の、
不
能
性
を
自
覚
す
る
さ
な
か
に、
彼
は、
自
己
の
「
ひ
と
り」
在
る
在
り
よ
う
を
痛
切
に
体
感
し
た。
体
感
は、

む
か

単
独
に
外
界
と
対
い
あ
っ
て
い
る
個
を
意
識
さ
せ、
そ
れ
が、
ひ
た
ぶ
る
に
「
ひ
と
り」
の
内
部
へ、
そ
し
て
そ
の
深

奥
へ
と
む
か
う
心
的
態
度
を
も
た
ら
し
た。
四
二
八
九
の
直
後
に、
家
持
が、
絶
唱
三
首
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る。

異
界
に
発
し、
些
少
な
竹
群
の
な
か
を
擦
り
抜
け
て
ゆ
く
風
の
音
に
耳
を
澄
ま
し、
そ
れ
に
よ
っ
て
永
続
の
相
を
体

認
し
た
家
持
は、
そ
の
相
貌
へ
の
参
入
を
拒
ま
れ
て
在
る
己
れ
の
個
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。
自
身
が
共
同
主

観
性
の
な
か
に
と
ど
ま
り
そ
こ
で
安
息
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
孤
独
な
魂
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
が、
彼
の
心
底
を
蔽

う。
夕
暮
の
微
光
の
な
か
で
鳴
く
う
ぐ
い
す
の
声
に
共
鳴
す
る
か
の
よ
う
に
春
の
野
に
霞
た
な
び
く
景
を、
個
の
愁
い

七
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の
映
出
と
と
ら
え
（
四
二
九
0)、
永
続
の
相
と
の
対
比
の
な
か
で
そ
の
個
が
ど
こ
ま
で
も
か
細
い
も
の
と
し
て
卑
小

化
さ
れ
て
ゆ
く
姿
を
見
極
め
た
（
四
二
九一
）
家
持
は、
自
身
が、
個
の
「
個」
性
の
な
か
を、
す
な
わ
ち
個
が
他
の

何
も
の
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
孤
立
性
の
な
か
を
浮
遊
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
る。
彼
は、

心
底
に
泌
み
い
る
よ
う
な、
い
わ
ば
切
実
な
体
感
と
し
て
の
そ
の
知
に
よ
っ
て
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
な
が
ら、

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば

と
う
た
っ
た。

（
四
二
九
二）

す
で
に
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
川
口
常
孝
『
萬
葉
歌
人
の
美
学
と
構
造』
桜
楓
社、
一
九
七一――

年
等
参
照）、
事
物
に
ま
つ
わ
る
内
的
な
意
識
能
作
（
思
考）
を
表
わ
す
「
思
ふ」
を
「
ひ
と
り」
と
い
う
語
と
結
び

つ
け
て
用
い
た
の
は、
家
持
が
最
初
で
あ
る。
「
ひ
と
り
思
ふ」
境
位、
す
な
わ
ち、
単
独
に
思
考
す
る
境
地
は、
家

持
に
よ
っ
て
日
本
思
想
史
上
に
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
（
前
掲
拙
著
『
日
本
人
の
知
ー
日
本
的
知
の
特
性
ー』
第
五
章）、
上
代
語
と
し
て
の

「
思
ふ」
は、
遠
方
に
離
れ
て
在
り、
そ
れ
ゆ
え
不
可
視
の
対
象
を
内
的
意
識
の
う
ち
に
措
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る。

家
持
が
「
ひ
と
り
し
思
へ
ば」
と
述
べ
る
と
き
の
「
思
ふ」
も、
眼
前
に
「
不
所
見」
な
何
も
の
か
を
と
ら
え
る
能
作

を
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る。
「
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上」
る
と
い
う
景
が、
ほ
の
ぼ
の
と
し
て
明

る
く、
そ
こ
に
屈
託
を
内
含
し
な
い
光
景
で
あ
り、
「
心
悲
し
も」
と
い
う
情
に
対
し
て
乖
離
的
で
あ
る
こ
と
に
留
意

す
る
な
ら
ば、
家
持
の
存
在
は、
外
界
の
事
物
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
独
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る。
換
言
す
れ
ば、
家
持
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が
視
野
に
収
め
て
い
る
景
の
な
か
に
家
持
自
身
は
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い。
家
持
が
「
思
ふ」
能
作
の
対
象
と
し
て
い

る
「
不
所
見」
の
何
か
と
は、
自
己
が
景
の
な
か
に
非
在
で
あ
る
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
前
掲
拙
著
参
照）。

景
は、
春
と
い
う
再
生
の
季
節
に
典
型
的
な、
反
復
可
能
な
存
在
で
あ
り、
そ
の
反
復
可
能
性
は、
家
持
に
と
っ
て

の
外
界
が
永
続
の
相
を
開
示
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る。
悠
久
の
自
然
は、
循
環
す
る
が
ゆ
え
に、
つ
ね
に
蘇
生
可

能
で
あ
る。
と
こ
ろ
が、
家
持
の
個
は、
一
回
的
で
し
か
な
い。
そ
れ
は、
決
定
的
な
消
滅
の
宿
命
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る。
家
持
は、
「
ひ
と
り」
そ
の
宿
命
を
「
思
ふ」。
も
し、
萬
葉
人
に
と
っ
て
存
在
す
な
わ
ち
「
在
る
こ
と」
が、

「
我」
が
「
我」
に
と
っ
て
代
置
不
能
な
「
汝
」
と
「
共
に
在
る
こ
と」
（
共
在）
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
（
拙

稿
「
在
る
こ
と
の
ゆ
ら
ぎ
ー
萬
葉
に
お
け
る
「
旅」
の
問
題
ー」
『
萬
葉
集
研
究
第
二
十
四
集』
塙
書
房、
二
0
0

0
年
参
照）、
家
持
は、
決
定
的
な
消
滅
の
宿
命
を
単
独
に
（「
ひ
と
り」
で）
身
に
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、
存
在、

す
な
わ
ち
「
在
る
こ
と」
か
ら
離
脱
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
注
意
を
要
す
る
の
は、
個
の
「
在
る
こ
と」
が
何
に
支
え
ら
れ
て
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
る。

ひ
と
は
い
う
か
も
し
れ
な
い。
「
在
る
こ
と
は
在
る
こ
と
で
あ
り、
そ
れ
以
上
の
説
明
を
必
要
と
し
な
い」
と。
た

し
か
に、
「
在
る
こ
と」
よ
り
も
外
延
の
広
い
概
念
は
な
く、
「
在
る
こ
と」
を
他
の
語
に
置
換
し
つ
つ
説
明
づ
け
よ
う

と
す
る
こ
と
は、
人
間
的
知
性
の
限
界
を
超
え
た
試
み
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。
「
在
る
こ
と」
を
め
ぐ
っ
て
語
る

こ
と
は、
同
語
反
復
の
域
を
超
え
る
営
み
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う。
だ
が、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
「
在
る
こ

と」
を
在
ら
し
め
て
い
る
根
拠
を
問
う
こ
と
は
可
能
だ。
根
拠
は、
そ
れ
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
具
体
者
と
は
お
の
ず
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か
ら
に
次
元
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る。

前
五
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は、
「
存
在」
に
つ
い
て、

そ
れ
は、
か
つ
て
在
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば、
将
来
在
る
だ
ろ
う
こ
と
も
な
い。
と
い
う
の
も、
そ
れ
は、

一
緒
に、
一
な
る
も
の
と
し
て、
連
続
せ
る
も
の
と
し
て
在
る
か
ら
で
あ
る。

い
ま、

(
G.
S.

Kir
k
 a
n
d
 J.
E.

Ra
ven,
 
The
 Presocr
atic
 Phi
los
o
p
hers,
 1
9
5
7
 �\
昭
3

西
欧
の
多
く
の
思
想
家・
哲
学
研
究
者
た
ち
が、
多
様
な
角
度
か
ら
解
釈
を
試
み
な
が
ら
も
な
お、
共
通
の
理
解
を

得
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
難
解
な
言
説
を、
簡
潔
に
説
明
づ
け
る
こ
と
は、
本
書
の
と
う
て
い
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な

い。
し
か
し、
こ
こ
で、
「
存
在」
が、
「
か
つ
て
在
っ
た」
と
い
う
こ
と、
お
よ
び
「
将
来
在
る
だ
ろ
う」
と
い
う
こ

と
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る。
「
か
つ
て
在
っ
た」
と
い
う
こ
と
が
過
去

性
を
指
示
し、
「
将
来
在
る
だ
ろ
う」
と
い
う
こ
と
が
未
来
性
を
表
わ
す
こ
と
も
瞭
然
と
し
て
い
る。
と
な
れ
ば、
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
が、
「
存
在」
を
「
過
去
↓
現
在
↓
未
来」
と
い
う
時
間
性
か
ら
切
り
離
し、
そ
れ
を
つ
ね
に
い
ま
に

お
い
て
「
在
る
こ
と」
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
疑
い
え
な
い。

在
る
も
の
す
な
わ
ち
存
在
者
は、
つ
ね
に
消
え
ゆ
く
定
め
の
も
と
に
あ
り、
い
ま
在
る
も
の・
存
在
者
は
い
つ
か
か

な
ら
ず
終
焉
を
む
か
え
る。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
言
説
は
奇
怪
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
よ
う
に
見
え
る。
だ
が、
在
る
も
の
・
存
在
者
は、
た
し
か
に
い
つ
も
す
で
に
「
な
い
こ
と」
・
無
へ
と
移
行

す
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
が、
在
る
も
の
・
存
在
者
の
「
在
る
こ
と」
そ
の
も
の
は、
け
っ
し
て
消
滅
す
る
こ
と

つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た。
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が
な
い。
た
と
え
ば、
こ
の
机、
あ
の
椅
子
は
た
し
か
に
い
つ
か
か
な
ら
ず
消
滅
す
る
け
れ
ど
も、
こ
の
机
の
「

在
る

こ
と」、
あ
の
椅
子
の
「
在
る
こ
と」
は、
す
べ
て
の
存
在
事
物
が
絶
対
無
の
な
か
に
吸
引
さ
れ
な
い
か
ぎ
り、
ど
こ

ま
で
も
在
り
続
け
る。
「
在
る
こ
と」
は、
在
る
も
の
・
存
在
者
の
態
様
と
は
無
関
係
に
つ
ね
に
い
ま
な
る
存
在
で
あ

り
う
る。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は、
右
掲
の
言
説
を
と
お
し
て、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
的
な
思
惟
に
即
し
て
考
え
れ
ば、
「
在
る
こ
と」
を
支
え
る
原
拠
は、
無
時
間
的
現
在
性
す
な
わ
ち

「
永
遠
の
い
ま」
に
ほ
か
な
ら
な
い。
「

永
遠
の
い
ま」
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
在
る
こ
と」
は
文
字
通
り
「
在
る

こ
と」
で
あ
り
続
け
る。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
そ
う
考
え
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

古
代
日
本
人
は、
「
永
遠
の
い
ま」
と
い
う
観
念
を
知
ら
な
い。
神
話
冊
界
を
歴
史
の
始
原
に
定
位
さ
せ
る
記
紀
の

発
想
は、
神
話
（
神
代）
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
存
在
者
の
時
間
的
永
続
を
希
求
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も、
そ
の

存
在
者
の
存
在
（「
在
る
こ
と」）
を
無
時
間
的
か
つ
永
遠
的
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い。
古
代
日
本
人
が

知
っ
て
い
た
の
は、
神
話
世
界
（
神
代）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
事
物
の
「
在
る
こ
と」
の
永
続
性
で
あ
っ
た。
す
な

わ
ち、
古
代
日
本
人
は、
神
話
世
界
（
神
代）
に
由
来
す
る
事
物
が
時
間
の
悠
久
の
流
れ
の
な
か
で
ど
こ
ま
で
も
存
続

す
る
と
考
え
て
い
た
（
前
掲
拙
著
『
こ
と
ば
と
時
間
ー
古
代
日
本
人
の
思
想
ー』
参
照）。
こ
う
し
た
考
え
か
た
の

も
と
で、
現
に
在
る
事
物
の
「

在
る
こ
と」
は、
永
続
の
相
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る。
ど
こ
ま
で
も
反
復•
更
新
し
続

け
る
円
環
的
時
間
の
流
れ
と、
現
実
の
事
物
が
交
差
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
永
続
の
相。
そ
れ
が、
「
在
る
こ
と」

を
規
定
す
る、
と
古
代
H
本
人
は
考
え
た。

そ
う
す
る
と、
永
続
の
相
へ
の
参
与
を
不
能
と
観
ず
る
精
神
は、
み
ず
か
ら
が
個
と
し
て
「
在
る
こ
と」
の
不
確
実

性
を
自
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る。
い
い
か
え
れ
ば、
そ
う
し
た
精
神
は、
自
己
が
個
と
し
て
「

在
る
こ
と」
の
ゆ
ら
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ぎ
を
感
得
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う。
風
の
音
に
耳
を
澄
ま
し、
永
続
の
相
を
感
知
し
た
家
持
は、
そ
こ
か
ら
の
乖
離
を

自
覚
す
る
こ
と
を
と
お
し
て、
自
身
の
「
在
る
こ
と」
が
ど
こ
ま
で
も
ゆ
ら
ぎ
続
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た。
春
愁
と

い
う
情
緒
を
懐
き
な
が
ら
も、
家
持
は、
そ
の
ゆ
ら
ぎ
を
怜
悧
に
凝
視
す
る。
個
の
個
た
る
ゆ
え
ん
を
知
っ
て
し
ま
っ

た
彼
は、
ゆ
ら
ぎ
へ
の
ま
な
ざ
し
を
慰
戯
の
う
ち
に
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。
彼
に
と
っ
て、
事
態
は
深
刻

な
相
貌
を
示
し
つ
つ
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る。
そ
の、
も
は
や
い
か
に
し
て
も
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
立
ち
あ
ら

わ
れ」
の
前
に
仔
立
し
な
が
ら、
家
持
は
う
め
く
よ
う
に
眩
く。
「
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば」
と。

「
ひ
と
り
し
思
へ
ば」
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
も
の
は、
「
感
傷
的
浪
漫
的
情
調」
（
青
木
生
子
『
萬
葉

集
全
注
巻
第
十
九』）
で
は
な
い。
厳
密
に
は、
「
人
間
存
在
の
悲
し
み」
（
前
掲
山
本
健
吉
『
大
伴
家
持』）
で
も
な
け

れ
ば、
「
徹
底
的
な
孤
絶
の
深
淵」
（
前
掲
川
口
常
孝
『
萬
葉
歌
人
の
美
学
と
構
造』）
で
さ
え
な
い
だ
ろ
う。
そ
れ
は、

永
続
の
相
を
感
得
し
つ
つ
も、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
在
る
己
れ
の
個
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の、
「
在
る

こ
と」
そ
の
も
の
の
ゆ
ら
ぎ
に
ま
つ
わ
る、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
癒
さ
れ
難
い
痛
苦
で
あ
っ
た。

（
二
0
0
0
年
―

二
月
二
九
日
稿

初
出
「
萬
葉
集
研
究
第
二
十
五
集」

塙
書
房 、

二
0
0
一

年 、

二
六
九
＼―

-
九
九
頁）


