
『
浮
世
物
語
』
に
お
け
る

〈
謡
材
〉

の
独
立
と
浮
世
観

松
　
本

例
え
ば
前
田
金
五
郎
氏
は
、

は
じ
め
に

　
仮
名
草
子
『
浮
世
物
語
』
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
し
ば
し
ば
問
題
に

な
る
の
は
、
冒
頭
の
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
と
そ
れ
以
降
の
本
文
と
が
如
何

に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
ヂ
」
と
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
に
松
田
修

氏
は
、

我
々
が
し
つ
て
い
る
事
は
、
た
だ
単
に
こ
の
仮
名
草
子
が
巻
頭
に
、

「
浮
世
と
い
ふ
事
」
と
い
う
一
章
を
も
ち
、
そ
れ
故
に
、
比
較
的
高

く
評
価
さ
れ
て
来
た
と
い
う
事
だ
け
な
の
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は

「
浮
世
物
語
」
の
、
一
要
素
に
対
す
る
拡
犬
視
に
す
ぎ
ず
、
従
つ
て

今
日
迄
の
「
浮
世
物
語
」
評
価
は
、
「
浮
世
物
語
」
第
一
巻
第
一
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
）

評
価
と
し
て
訂
正
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
印
象
の
ま
ま
に
『
浮
世
物
語
』
全
体
を

意
味
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
警
鐘
を
嶋
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
関
係
づ
け
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
試
み
ら
れ
て
き
た
。

「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
一
章
で
、
作
者
の
人
生
観
・
処
世
観
を
明
記

し
、
以
下
の
全
章
を
費
し
て
、
主
人
公
瓢
太
郎
一
浮
世
坊
一
の
行
動

を
通
し
て
、
そ
の
処
生
術
を
実
演
さ
せ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
浮
世

物
語
」
の
構
成
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
一
章
は
、
「
浮
世
物

語
」
全
巻
の
総
序
の
役
割
を
有
し
、
江
戸
版
で
、
目
次
の
前
に
移
し

て
、
「
前
書
」
と
し
た
の
は
、
よ
く
作
者
の
真
意
を
見
抜
い
た
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

替
え
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
、
ま
た
坂
野
玉
穣
氏
は
、

了
意
の
求
め
て
き
た
「
浮
世
」
は
浮
世
房
が
娩
仙
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
し
得
た
。
浮
世
房
の
変
化
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
確

実
に
「
憂
世
」
か
ら
「
浮
世
」
へ
転
換
し
た
と
言
え
よ
う
。
…
…
浮

世
房
の
存
在
意
義
は
「
憂
世
」
を
い
か
に
「
浮
世
」
へ
展
開
さ
せ
る

か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
始
め
か
ら

「
浮
世
」
を
手
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
彼
が
心
の
中
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に
「
浮
世
」
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
描
い
た
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
浮
世
物
語
』

と
述
べ
て
い
る
。
論
点
に
な
る
の
は
、
『
浮
世
物
語
』
全
体
を
「
浮
世
と

い
ふ
事
」
の
言
説
に
な
ぞ
ら
え
て
読
む
こ
と
の
妥
当
性
な
の
だ
ろ
う
が
、

稿
者
が
先
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
一
」
と
の
是
非
。
と
い
う
よ
り
も
そ
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
自
体
の
解
釈
の
方
で
あ
る
。
関

係
づ
け
を
す
る
こ
れ
ま
で
の
見
解
に
お
い
て
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

最
初
に
作
者
が
憂
世
認
識
を
否
定
し
て
浮
世
認
識
に
よ
る
処
世
を
訴
え
て

い
た
と
す
る
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
読
み
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
稿
者
は
、
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
言
説
を
通
し
て
、
作
者
が

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

何
を
行
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
未
だ
適
切
な
解
釈
が
提

示
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
の
注
意
点
は
、
「
浮
世
と
い
ふ

事
」
の
読
み
自
体
が
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
本
論
に
お
い
て
直
ち
に
取
り
あ
げ
る
つ
も
り
な
の
だ
が
、
も
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

一
つ
重
要
な
の
は
、
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
を
語
る
作
者
の
行
為
が
「
浮
世

と
い
ふ
事
」
の
内
容
を
作
者
が
訴
え
る
行
為
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ

と
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
語
ら
れ
る
内
容
と
そ
れ
を
語
る
行
為
の
意
図
す
る

と
こ
ろ
は
同
じ
と
見
な
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
半
ば
職
業
的

に
ハ
ナ
シ
を
語
り
続
け
た
浅
升
了
意
に
は
、
ま
た
別
の
眼
差
し
を
向
け
る

必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
仮
に
「
浮
世
と
い
ふ

事
」
と
『
浮
世
物
語
』
全
体
を
関
係
づ
け
る
に
し
て
も
全
く
別
の
意
昧
づ

け
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
浮
世
物
語
』
で
は
多

く
の
啓
蒙
教
訓
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
了
意
は
ど
れ
だ
け
そ
の
内
容
を
重

要
視
し
て
い
た
と
い
え
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
切
り
口
に
、
『
浮

世
物
語
』
の
作
意
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

唱
導
話
と
し
て
の
「
浮
世
と
い
ふ
事
」

　
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
は
、
願
原
退
蔵
氏
「
「
う
き
よ
」
名
義
考
　
　
浮
世

　
　
　
　
　
　
　
　
一
土

草
子
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、
「
浮
世
即
享
楽
生
活
と
ま
で
端
的
に
こ

れ
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
㌧
で
は
も
は
や
う
き
世
は
憂
き
世
で
も
無

常
の
世
で
も
な
か
つ
た
。
浮
か
れ
戯
む
れ
る
べ
き
世
で
あ
つ
た
」
と
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

た
重
友
毅
氏
『
日
本
近
世
文
学
史
』
で
は
、
「
中
世
的
な
厭
世
思
想
を
払

い
の
け
て
、
い
つ
の
ま
に
か
現
世
中
心
の
享
楽
主
義
を
確
立
す
る
に
至
っ

た
、
近
世
人
の
面
目
を
昆
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
近

世
文
学
史
に
お
い
て
大
変
注
目
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
プ
」
れ
を
近
世
的
世
界
観
の
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
見
る
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

は
反
対
す
る
見
解
も
出
て
い
る
。
野
田
寿
雄
氏
は
「
『
浮
世
物
語
』
覚
書
」

に
お
い
て
、
慶
長
期
の
風
俗
を
描
い
た
『
そ
ぞ
ろ
物
語
』
一
寛
永
十
八
年

刊
一
や
慶
長
十
四
年
頃
成
立
し
た
『
恨
之
介
』
に
出
て
く
る
く
う
き
よ
V

も
漢
字
を
あ
て
れ
ば
浮
世
で
あ
り
、
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
は
〈
う
き
よ
〉

の
新
解
釈
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
今
ま
で
の
常
識
を
再
確
認
し
た

と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
谷
脇
理
史
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ヱ

「
『
浮
世
物
語
』
の
論
理
と
構
成
」
で
は
、
前
者
の
言
を
後
者
が
否
定
す

る
と
い
う
構
成
を
と
る
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
に
お
い
て
、
浮
世
の
概
念
を

打
ち
出
し
た
後
者
は
、
〈
う
き
よ
〉
を
憂
世
と
す
る
前
者
の
認
識
を
否
定

す
る
こ
と
な
く
論
点
を
す
り
替
え
て
お
り
、
そ
の
認
識
の
上
に
立
っ
た
ま

ま
「
ど
う
処
す
べ
き
か
を
述
べ
て
い
る
だ
け
」
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。

　
中
世
ま
で
の
憂
世
か
ら
近
世
の
浮
世
へ
の
転
換
を
明
確
に
示
し
た
と
い

一29一



う
通
説
的
評
価
は
こ
の
よ
う
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
な
の
だ
が
、
意
外
に
も

先
学
は
〈
う
き
よ
〉
の
表
記
の
さ
れ
方
そ
の
も
の
に
は
触
れ
て
は
こ
な

か
っ
た
。
実
は
こ
こ
に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
に
は
ま

た
違
っ
た
観
点
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
『
浮
世
物
語
』
か
ら
百
二
十
年
下
っ
た
『
玉
勝
間
』
（
四
の
巻
）
に
は

く
う
き
よ
V
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

う
き
よ
は
、
憂
き
世
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
憂
き
事
の
あ
る
に
つ
き
て

い
ふ
詞
也
、
古
き
歌
ど
も
に
よ
め
る
を
見
て
知
べ
し
、
然
る
を
か
ら

　
　
　
　
フ
セ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
キ
ヨ

ぶ
み
に
、
浮
世
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
に
ま
が
ひ
て
、
つ
ね
に
浮
世
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

か
き
な
ら
ひ
て
た
ズ
何
と
な
く
世
中
の
事
に
い
ふ
は
誤
り
也
、
古

　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
）

歌
を
屍
る
に
も
、
憂
き
と
い
ふ
に
心
を
つ
け
て
見
べ
し
、

　
こ
こ
で
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
読
者
が
〈
う
き
よ
〉
に
浮
世
の
漠

字
を
あ
て
、
世
の
中
と
い
う
意
味
で
解
し
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

そ
の
読
者
に
対
し
て
本
居
宣
長
は
く
う
き
よ
V
の
原
義
が
憂
世
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

い
う
知
識
を
授
け
、
「
古
歌
を
見
る
に
も
、
憂
き
と
い
ふ
に
心
を
つ
け
て

見
べ
し
」
と
啓
蒙
し
て
い
る
の
だ
が
、
一
」
の
時
代
に
は
〈
浮
〉
の
字
に
こ

と
さ
ら
享
楽
的
な
印
象
が
持
た
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
浮
世
草
子

や
浮
世
絵
の
登
場
を
経
て
、
浮
世
が
既
に
日
常
的
を
言
葉
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
文
章

で
浮
世
と
憂
世
の
両
方
を
導
け
る
よ
う
に
、
本
居
が
は
じ
め
に
「
う
き
よ

は
」
と
仮
名
で
書
き
出
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
の
説
明
に
際
し
て

そ
の
表
記
に
気
を
配
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

　
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
を
見
て
み
た
い
。
〈
う
き
〉
の

音
で
書
か
れ
た
部
分
を
抽
出
し
て
番
号
を
ふ
っ
て
み
る
。

思
ふ
事
か
な
ハ
ね
ば
こ
そ
。
う
き
（
※
1
）
世
な
れ
と
い
ふ
歌
も
。

侍
べ
り
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
。
こ
㌧
ろ
に
か
な
ハ
ず
ま
・
に
な
ら
ね
バ

こ
そ
。
浮
一
※
2
一
世
と
ハ
い
ふ
め
れ
…
－
ま
し
て
世
の
中
の
事
ひ

　
　
　
　
　
　
き

と
つ
も
。
わ
か
気
に
か
な
ふ
こ
と
な
し
。
さ
れ
ハ
こ
そ
う
き
（
※
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
り

世
な
れ
と
い
へ
ば
。
い
や
そ
の
義
理
で
ハ
な
い
。
…
…
箭
を
う
た

　
　
　
　
　
・
つ
上
目

ひ
。
酒
の
ミ
浮
（
※
4
）
に
う
い
て
。
な
ぐ
さ
み
…
…
し
づ
み
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
う
た
ん

ぬ
。
こ
㌦
ろ
だ
て
の
水
に
流
る
㌧
。
瓢
箪
の
こ
と
く
な
る
こ
れ
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
一

浮
（
※
5
）
世
と
名
づ
く
る
な
り
と
い
へ
る
を
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
）

　
こ
れ
が
、
北
条
秀
雄
氏
が
『
改
訂
増
補
　
浅
升
了
意
』
に
お
い
て
了
意

自
筆
の
版
下
に
よ
る
も
の
と
判
定
し
た
十
一
行
本
に
お
け
る
用
字
で
あ

る
。
先
ず
現
代
の
意
味
を
鑑
み
て
直
ち
に
納
得
で
き
る
の
は
一
※
4
一
と

一
※
5
一
の
〈
浮
〉
の
表
記
で
あ
る
。
そ
し
て
『
浮
世
物
語
』
が
仮
名
草

子
で
あ
る
以
上
、
（
※
1
）
と
（
※
3
）
も
〈
憂
〉
の
意
味
を
持
っ
た
〈
う

き
〉
で
あ
っ
た
と
納
得
で
き
る
。
そ
れ
で
は
（
※
2
）
は
な
ぜ
〈
浮
〉
な

の
か
。
〈
中
世
ま
で
の
憂
世
か
ら
近
世
の
浮
世
へ
の
転
換
を
明
確
に
示
し

た
〉
と
い
う
通
説
的
評
価
を
知
っ
て
お
り
、
意
味
に
相
応
し
い
文
字
を
用

意
す
る
こ
と
の
で
き
る
現
代
の
読
者
な
ら
ば
、
表
記
が
如
何
な
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
無
意
識
的
に
〈
憂
〉
や
〈
浮
〉
の
漢
字
を
割
り
振
り

な
が
ら
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
を
読
ん
で
き
た
。
し
か
し
当
代
に
お
い
て
そ

の
よ
う
な
読
み
方
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
（
※
2
）
の
表
記
か
ら
わ
か
る
の
は
、
読
者
レ
ベ
ル
で
は
、
当
代
に
お

い
て
既
に
漢
字
で
は
〈
浮
〉
を
あ
て
て
い
な
が
ら
、
〈
憂
V
を
原
義
と
す

一30一



る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
玉
勝
閻
』
の
読
者

と
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
と
ア
」
ろ
が
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
〈
う
き

よ
〉
の
認
識
は
こ
の
二
通
り
の
読
者
の
パ
タ
ー
ン
に
収
め
ら
れ
る
も
の
ば

か
り
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
祇
の
白
撰
連
歌
句
集
『
下

草
』
に
は
、

　
こ
㌧
ろ
ふ
か
く
も
身
を
か
く
す
や
ま

花
見
れ
は
う
き
世
の
人
に
成
は
て
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
H
｝

　
な
を
す
て
か
た
き
世
と
や
な
ら
ま
し

　
と
あ
っ
て
、
願
原
退
蔵
氏
は
前
記
の
論
孜
で
「
浮
世
」
の
表
記
の
も
と

に
「
悟
り
の
境
涯
に
対
す
る
俗
世
間
と
い
ふ
程
の
意
を
も
つ
て
居
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
プ
」
の
解
釈
は
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
稿
者
は

「
浮
世
」
の
表
記
が
ど
の
本
で
使
わ
れ
て
い
た
の
か
は
未
だ
確
認
で
き
て

い
な
い
。
例
え
ば
金
子
本
・
東
山
御
文
庫
本
一
角
川
書
店
『
宗
祇
旬
集
』

所
収
一
や
宗
梅
本
一
古
典
文
庫
『
宗
祇
連
歌
集
』
所
収
一
、
宮
内
庁
書
陵

部
本
（
経
済
雑
誌
社
『
続
群
書
類
従
　
第
十
七
輯
』
所
収
）
、
ま
た
早
稲

田
大
学
蔵
『
下
草
注
』
（
早
稲
田
犬
学
出
版
部
『
宗
祇
連
歌
集
』
所
収
）

で
は
こ
れ
は
「
う
き
世
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
指
摘
し

て
お
き
た
い
の
は
、
室
町
中
期
の
写
本
で
あ
る
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
一

阿
本
（
八
木
書
店
『
宗
祇
連
歌
集
』
所
収
）
に
お
い
て
は
「
憂
世
」
と
表

記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
感
覚
で
は
〈
浮
〉
の
字
こ
そ
相
応

し
く
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
使
わ
れ
て
い
る
の
は
〈
憂
〉
の
字
で
あ
る
。
「
浮

世
と
い
ふ
事
」
と
逆
の
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
な
る
と
意
味
の

認
識
と
文
字
の
使
用
に
つ
い
て
さ
ら
に
パ
タ
ー
ン
を
増
や
し
て
考
え
る
と

い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
範
曉
自
体
を
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
時
代
に
は
〈
憂
〉
と
〈
浮
〉
に
二
分
す
る
発
想
そ
の
も
の
が
妥

当
性
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
至
る
。
そ
れ
で
は
〈
う
き
よ
〉

は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
の
か
。

　
浅
升
了
意
は
『
浮
世
物
語
』
よ
り
以
前
、
『
東
海
道
名
所
記
』
に
お
い

て
も
〈
う
き
よ
〉
の
語
を
用
い
て
い
た
。

　
　
　
　
　
や
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

一
寸
さ
き
は
闇
。
命
は
露
の
間
。
あ
す
を
も
し
ら
ぬ
う
き
世
な
る
に
。

　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
し

た
差
せ
く
と
て
友
だ
ち
を
そ
ら
か
し
。
わ
ざ
く
れ
橋
を
わ
た

　
　
　
　
　
＾
1
2
一

り
て
行
も
あ
り
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
頃
ま
で
の
〈
う
き
よ
〉
は
、
〈
憂
〉
と
く
浮
V
の

ど
ち
ら
か
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
両
方
を
含
む
意
昧
を
持
っ
て
い
た
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
に
お
い
て
「
ま
・

に
な
ら
ね
バ
こ
そ
。
浮
世
と
ハ
い
ふ
め
れ
」
と
表
記
し
て
い
た
こ
と
は
大

い
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
命
は
露
の
間
。
あ
す
を
も
し
ら
ぬ
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
考
慮
す
る
と
、
〈
ま
ま
な
ら
ぬ
〉
は
不
如
意
性
と
い
う
よ

り
不
確
実
性
を
導
く
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
噌
導
家
ら
し
く

言
い
換
え
れ
ば
、
無
常
の
世
こ
そ
が
〈
う
き
よ
〉
の
意
味
と
な
り
、
（
※

2
）
の
用
字
は
納
得
で
き
る
甲
」
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
こ

の
よ
う
な
意
昧
の
広
が
り
を
あ
ら
た
め
て
示
す
一
文
と
な
っ
て
い
た
と
積

極
的
に
評
価
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
『
下
草
』
に
お

け
る
俗
世
間
も
無
常
の
世
と
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
お
く
べ

き
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
東
海
遣
名
所
記
』
の
語
調
で
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
く
う
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き
よ
〉
の
意
味
は
も
は
や
常
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
わ
ざ
く
れ
橋
を
わ

た
り
て
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
状
況
に
お
け
る
身
の
処
し
方
に
こ
そ
着
眼

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
す
ら
新

し
い
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
野
田
寿
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
た

よ
う
に
門
恨
之
介
』
に
は
「
ゆ
め
の
う
き
よ
を
ぬ
め
ろ
や
れ
、
あ
そ
べ
や

く
る
ゑ
み
な
人
」
と
い
う
歌
が
出
て
く
る
。
漢
字
に
す
れ
ば
確
か
に
〈
憂
〉

で
は
な
く
く
浮
V
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
れ
を
細
分
す
る
こ

と
な
く
や
は
り
不
確
実
性
と
と
ら
え
れ
ば
〈
う
き
よ
〉
自
体
に
は
享
楽
性

を
昆
る
必
要
も
な
く
な
る
。
享
楽
の
発
想
が
む
し
ろ
〈
ぬ
め
ろ
や
れ
〉
や
、

〈
あ
そ
べ
や
く
る
ゑ
み
な
人
〉
に
よ
っ
て
初
め
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
『
恨
之
介
』
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
〈
う
き
よ
〉
の
解
釈
自
体
で

は
な
く
、
『
下
草
』
か
ら
既
に
あ
っ
た
無
常
の
世
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
〈
享
楽

的
な
身
の
処
し
方
を
添
え
た
〉
と
い
う
意
義
の
方
こ
そ
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
こ
一
」
ま
で
の
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
。
先
ず
、
引
用
し
た
「
浮
世
と
い

ふ
事
」
の
表
記
か
ら
わ
か
る
通
り
、
浅
升
了
意
が
こ
こ
で
〈
憂
世
〉
を

く
浮
世
V
に
書
き
直
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
代
に
お
い
て
既
に
文

字
に
す
れ
ば
〈
浮
世
〉
で
あ
り
、
語
源
を
思
え
ば
く
憂
世
V
で
あ
り
、
意

味
を
思
え
ば
〈
無
常
の
世
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
谷
脇
氏
の
言
う

通
り
そ
の
世
に
対
し
て
ど
う
処
す
べ
き
か
を
述
べ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ

す
ら
、
『
恨
之
介
』
や
『
東
海
遺
名
所
記
』
に
既
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
発

想
で
あ
り
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
浮
世
と
い
ふ

事
」
の
意
義
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　
内
容
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
行
為
そ
の
も
の
に
見
つ
け
ら
れ
る
。
「
浮
世

と
い
ふ
事
」
の
意
義
は
そ
れ
を
語
る
こ
と
白
体
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
蘭
一

ろ
う
か
。
『
浮
世
物
語
』
が
噌
導
話
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認

め
る
と
7
」
ろ
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
が
あ
る
が
ゆ
え

に
、
〈
憂
世
〉
を
否
定
し
〈
浮
世
〉
を
称
揚
す
る
テ
ー
マ
が
全
て
に
通
じ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
に
は
そ
う
単
純
に
は

成
り
立
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
確
か
に
言
え
る
こ
と
は
、
「
浮
世
と
い
ふ

事
」
は
『
浮
世
物
語
』
全
体
の
旗
振
り
と
し
て
の
役
割
以
前
に
、
単
独
で

一
つ
の
噌
導
話
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
発
想
で
は

な
く
て
も
、
〈
う
き
よ
〉
と
い
う
言
葉
に
〈
憂
〉
と
〈
浮
〉
の
二
つ
の
意

味
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
〈
無
常
の
世
〉
を
気
ま
ま
に
生
き
る

べ
き
こ
と
を
二
人
の
問
答
体
で
表
現
し
た
こ
と
で
、
わ
か
り
や
す
い
噌
導

話
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
現
代
の
読
者

が
、
そ
の
後
に
続
く
『
浮
世
物
語
』
の
内
容
と
の
関
係
以
上
に
、
〈
中
世

ま
で
の
憂
世
か
ら
近
世
の
浮
世
へ
の
転
換
を
明
確
に
示
し
た
〉
と
い
う
評

価
の
方
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
話
材
へ
の
関
心

　
先
ほ
ど
引
用
し
た
と
お
り
野
田
氏
は
「
今
ま
で
の
常
識
を
再
確
認
し
た

と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
し
た
が
、
〈
常
識
を
再
確
認
し
た
V

と
い
う
よ
り
く
常
識
を
再
確
認
す
る
ハ
ナ
シ
を
作
り
語
っ
た
V
と
す
る
方

が
適
切
で
あ
ろ
う
。
浅
丼
了
意
に
と
っ
て
は
、
ハ
ナ
シ
を
作
り
、
語
る
こ

と
自
体
が
、
そ
の
内
容
以
上
に
重
要
に
な
る
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
巻
第
一
で
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
次
に
「
浮
世
房
な
り
た
ち
の
事
」
で

主
人
公
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、
「
博
変
の
事
」
、
「
博
変
意
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見
の
事
」
、
「
傾
城
の
事
」
、
「
傾
城
ぐ
る
ひ
意
見
の
事
」
と
続
い
て
い
く
。

主
人
公
は
そ
ナ
」
で
博
変
や
傾
城
に
入
れ
あ
げ
て
身
を
持
ち
崩
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
が
、
紙
面
の
多
く
を
割
い
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
物
語
の
展

開
で
は
な
く
、
博
変
や
傾
城
に
つ
い
て
の
歴
史
や
そ
れ
に
入
れ
あ
げ
る
こ

と
を
戒
め
る
理
屈
の
長
々
と
し
た
口
上
で
あ
っ
た
。
浮
世
房
の
物
語
の
展

開
に
は
関
係
な
い
た
め
、
作
者
が
己
の
該
博
な
知
識
を
ひ
け
ら
か
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

　
ま
た
、
博
変
を
打
つ
ア
」
と
の
有
罪
性
を
語
る
理
屈
の
次
に
は
、
無
罪
性

を
語
る
理
屈
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
も
し
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
一
般
的

な
解
釈
の
よ
う
に
前
者
の
意
見
を
否
定
す
る
後
者
の
意
見
が
作
者
の
訴
え

た
い
意
見
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
博
変
を
打
？
」
と
の
無
罪
性
を
語
る

理
屈
が
作
者
の
訴
え
た
い
意
見
だ
っ
た
と
で
も
な
ろ
う
か
。
作
者
が
、
浮

世
観
と
い
う
新
し
い
遺
徳
観
を
提
案
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一
」
の
よ
う
な

意
昆
を
許
容
す
る
構
造
も
あ
り
得
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
と
き
の
浮
世
房
の
描
写
は
見
苦
し
さ
し
か
体
現
し
て
い
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
作
者
の
欲
求
は
無
罪
性
の
主
張
で
は
な
く
、
無
罪
性
の
理
屈
も
語

る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
面
に
積
極
的
な
浮
世
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
そ

れ
は
、
博
変
を
打
つ
7
」
と
の
無
罪
性
な
ど
と
い
っ
た
狭
小
な
も
の
で
は
な

く
、
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
道
徳
と
は
別
に
、
理
屈
は
如
何

様
に
で
も
語
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
倒
錯
し
た
事
態
の
認
識
の

方
で
あ
る
。
前
者
と
後
者
と
い
う
背
反
す
る
語
り
が
共
存
し
得
る
と
い
う

認
識
こ
そ
が
浮
世
観
で
あ
り
、
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
に
お
い
て
も
〈
う
き

よ
〉
を
め
ぐ
る
二
つ
の
認
識
が
書
か
れ
た
こ
と
自
体
が
浮
世
観
の
あ
ら
わ

れ
だ
っ
た
と
い
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
や
や
複
雑
に
な
っ
た
が
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
、
主
人
公

の
活
動
す
る
物
語
部
分
と
は
別
に
啓
蒙
教
訓
を
直
接
的
に
語
る
他
の
箇
所

か
ら
、
口
上
の
内
容
と
作
者
の
訴
え
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く
。

例
に
と
る
の
は
巻
第
三
の
四
で
あ
る
が
、
説
明
を
簡
便
に
す
る
た
め
に
こ

こ
で
仮
の
概
念
語
を
準
備
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
の
噌
導
話
を
想
起
し
た

場
合
、
そ
の
語
り
が
導
く
内
容
と
し
て
は
、
選
択
す
べ
き
生
き
方
・
実
践

　
　
　
ど
・
つ

す
べ
き
遺
を
訴
え
る
教
訓
と
、
物
事
の
由
来
や
こ
と
わ
り
な
ど
の
知
識
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
　
　
り

授
け
る
啓
蒙
と
が
あ
る
と
い
え
る
。
先
ず
こ
れ
ら
を
統
合
し
て
〈
道
・
理
〉

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
〈
遺
・
理
〉
を
導
く
た
め
に
語
ら
れ
る
噌
導
話
に

は
そ
の
材
料
と
し
て
構
成
に
取
り
込
ま
れ
る
ハ
ナ
シ
が
あ
る
。
そ
れ
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
こ
と

る
事
態
に
対
し
て
の
着
眼
点
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
り
、
古
事
と
し
て
の

物
語
を
参
考
と
し
て
挙
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
甲
」
れ
を

〈
語
材
〉
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
を
一
つ
の
噌
導
語
と
し

た
場
合
、
最
終
的
に
訴
え
た
い
内
容
が
く
浮
き
に
浮
い
て
な
ぐ
さ
み
、
水

に
流
る
る
瓢
箪
の
ご
と
く
生
き
る
V
と
い
っ
た
処
世
方
だ
っ
た
と
す
る

と
、
こ
れ
が
〈
道
・
理
〉
と
な
り
、
憂
世
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
浮
世
と

い
う
解
釈
を
提
示
す
る
と
い
う
順
序
の
ハ
ナ
シ
が
〈
話
材
〉
と
な
る
の
で

あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
正
確
を
期
す
れ
ば
こ
こ
で
は
も
う
一
組
の
く
道
・

理
V
と
〈
話
材
〉
の
方
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
後

に
あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
さ
て
、
巻
第
三
か
ら
主
人
公
浮
世
房
は
、
あ
る
屋
敷
に
御
咄
衆
と
し
て

定
住
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
巻
第
三
の
四
「
茶
の
湯
を
い
ま
し
め
た

る
事
」
で
浮
世
房
は
、
年
代
物
の
高
価
な
茶
道
具
を
購
入
し
よ
う
と
し
た

主
君
に
対
し
て
、
茶
の
湯
に
入
れ
込
む
こ
と
の
愚
か
さ
を
諭
し
、
購
入
を

思
い
と
ど
ま
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
と
き
浮
世
房
は
次
の
よ
う
な
噌
導
語
を
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語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
L

す
べ
て
古
き
茶
碗
の
そ
の
か
み
は
、
さ
だ
め
て
昔
よ
り
幾
千
万
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
だ
　
　
　
び
や
く
ら
い

が
手
に
ふ
れ
、
口
に
よ
せ
て
く
ら
ひ
け
が
し
、
そ
の
間
に
、
自
癩
・

こ
く
ら
い
　
　
た
う
が
さ
　
　
　
　
　
　
い
ぐ
ち
　
　
ぜ
ん
そ
く
や
み

黒
癩
・
楊
梅
瘡
か
き
・
欠
唇
・
喘
息
病
な
ど
も
あ
る
べ
し
。
古
き

ち
や
い
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
つ
た
　
　
し
や
う
も
ん
じ

茶
入
の
い
に
し
へ
は
、
さ
こ
そ
穣
多
・
噌
聞
師
に
い
や
し
き
や
つ
ば

ら
が
、
手
に
持
ち
と
り
、
あ
つ
か
ひ
ぬ
ら
ん
と
、
思
ひ
や
る
も
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

な
し
。
（
中
略
）
用
に
も
益
に
も
な
ら
ぬ
物
ど
も
、
金
銀
た
か
く
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
ひ
ほ
う

い
求
め
、
欲
ふ
か
く
成
る
故
に
、
百
姓
・
町
人
に
無
理
非
法
を
も

　
　
く
わ
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぎ
や
う
　
　
　
へ

つ
て
課
役
を
か
け
、
家
中
の
者
を
も
、
知
行
の
耗
る
は
あ
れ
ど
も

か
ぞ
う
　
　
を
ん
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
だ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

加
増
・
恩
賞
の
め
ぐ
み
な
く
、
か
か
る
胴
欲
不
遺
の
中
よ
り
茶
の
湯

　
　
　
　
　
だ
う
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
こ
ひ
　
す
き
や

を
こ
の
み
、
遣
具
を
あ
つ
め
、
せ
ば
き
囲
・
数
寄
屋
に
ね
り
入
り
、

か
た
な
わ
き
ざ
し
　
　
て
ど
を
　
　
　
　
　
　
ま
る
ご
L

刀
脇
差
は
手
遠
に
置
き
丸
腰
の
有
様
、
ま
こ
と
に
万
事
を
う
ち
忘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぷ
ら
ひ
た
う
す

れ
、
面
自
が
り
嬉
し
が
る
は
、
侍
遺
の
怠
り
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
事
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
ぢ
き
　
　
　
　
　
　
あ
し
や

る
ま
じ
。
す
は
や
一
大
事
と
い
ふ
時
に
、
さ
し
も
高
直
な
り
し
芦
屋

　
か
ま
　
か
ぶ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
く
せ
き

の
釜
の
甲
に
も
な
る
ま
じ
。
杓
を
立
て
物
に
も
せ
ら
る
ま
じ
。
墨
跡

　
は
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

を
旗
に
も
さ
さ
れ
ま
じ
け
れ
ば
、
思
へ
ば
い
ら
ざ
る
す
り
切
り
の
も

　
　
　
ひ
つ
ぱ
く
　
　
た
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
や
わ
ん
　
　
ち
や
い
れ
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
ひ

と
ひ
、
逼
迫
の
種
な
り
。
一
申
略
一
こ
の
茶
碗
・
茶
入
ひ
と
つ
の
価

　
　
　
　
　
　
　
さ
ぷ
ら
ひ
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ぢ
や
う
　
　
　
　
　
　
つ
は
も
の

を
も
つ
て
は
、
よ
き
侍
五
人
は
出
で
た
つ
べ
し
。
戦
場
に
五
騎
の
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
し
や

心
を
合
せ
な
ば
、
玉
十
騎
・
百
騎
の
か
り
武
者
に
は
、
は
る
か
に
ま

　
　
　
て
う
ほ
う

さ
れ
る
重
宝
な
ら
ず
や
…
…

　
こ
れ
は
、
寛
永
十
九
年
（
ニ
ハ
四
二
）
刊
行
の
如
偲
子
『
可
笑
記
』

第
一
の
四
士
二
に
見
ら
れ
た
唱
導
語
と
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
。

巻

数
寄
屋
の
せ
ば
き
所
へ
押
し
一
」
め
ら
れ
、
刀
脇
差
手
遠
に
捨
て
置

き
、
何
の
心
や
す
き
事
あ
り
て
面
自
が
り
嬉
し
が
る
ぞ
や
。
侍
遺
油

断
の
大
敵
こ
れ
に
す
ぐ
べ
か
ら
ず
。
さ
て
茶
入
茶
碗
に
至
る
ま
で
、

諸
道
具
み
な
も
つ
て
年
ふ
り
た
る
を
秘
蔵
が
り
重
宝
と
す
。
其
諸
遺

具
を
よ
く
く
思
ひ
や
る
に
、
昔
よ
り
幾
千
万
人
が
手
ふ
れ
、
呈

れ
、
飲
よ
ご
し
、
く
ら
ひ
よ
ご
し
た
る
諸
道
具
と
も
な
る
べ
し
。
其

幾
千
万
人
の
う
ち
、
自
癩
黒
癩
、
か
さ
か
き
、
嚇
息
、
疾
飲
、
口
熱
、

鼻
茸
等
の
病
人
も
あ
る
べ
し
。
し
か
る
を
、
む
さ
し
、
き
た
な
し
と

も
思
は
ず
し
て
、
宝
物
よ
と
秘
蔵
し
寵
愛
す
る
。
そ
も
そ
も
侍
と
い

ふ
は
、
あ
ざ
や
か
に
清
き
事
こ
そ
す
き
好
む
べ
き
し
ん
上
な
れ
。
（
申

絡
一
日
頃
数
寄
な
る
故
に
、
第
一
は
不
奉
公
に
し
て
主
君
の
恩
を
報

ぜ
ず
、
当
世
畳
の
上
の
奉
公
は
戦
場
と
同
事
な
ら
ず
や
。
其
の
上
数

寄
な
る
故
に
益
な
き
遺
具
を
買
ひ
求
め
、
無
用
の
金
銀
を
尽
く
す
に

よ
り
、
手
前
逼
迫
し
て
、
奉
公
の
勤
め
な
り
が
た
く
、
侍
が
遣
具
装

束
見
苦
し
け
れ
ば
人
前
の
立
ち
振
る
舞
ひ
な
り
が
た
く
、
見
に
く

し
。
一
中
略
一
又
日
頃
支
度
の
弓
槍
鉄
砲
ま
で
も
、
貧
苦
に
せ
め
ら

れ
売
り
捨
て
、
質
物
に
置
き
、
茶
ば
か
り
を
た
て
な
ら
ひ
、
明
日
に

も
事
す
で
に
出
来
た
ら
ば
、
何
を
も
つ
て
武
法
を
調
へ
、
佳
名
を
あ

ら
は
し
、
主
恩
を
報
ぜ
ん
や
。
但
し
其
時
に
あ
た
つ
て
も
、
茶
釜
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η
一

甲
に
な
る
べ
き
か
、
柄
杓
が
さ
し
物
に
な
る
べ
き
か
。

　
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
年
代
物
の
茶
道
具
は
様
々
な
人
の
手
や
口
に
触

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
〈
話
材
〉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
価
値
を

置
く
ツ
」
と
が
愚
か
で
あ
る
と
い
う
く
道
・
理
V
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
数
寄

屋
で
は
刀
脇
差
を
手
遠
に
置
い
て
し
ま
う
と
い
う
く
話
材
V
に
よ
っ
て
、

一34一



茶
の
湯
の
行
為
が
侍
道
の
怠
り
に
な
る
と
い
う
〈
道
・
理
〉
が
示
さ
れ
て

い
る
。
部
分
的
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
茶
遺
具
に
犬
金
を
投
じ
て
も

そ
れ
が
武
具
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
〈
話
材
〉
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
〈
道
・
理
〉
は
、
主
君
に
進
言
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
『
浮
世

物
語
』
で
は
、
為
政
者
と
し
て
悪
政
を
行
わ
な
い
よ
う
戒
め
る
も
の
と
な

り
、
不
数
寄
者
の
侍
が
数
寄
者
の
侍
に
語
り
か
け
る
形
を
と
っ
て
い
る

『
可
笑
記
』
で
は
、
一
介
の
侍
と
し
て
奉
公
に
怠
り
が
な
い
よ
う
戒
め
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
浮
世
物
語
』
に
は
こ
の
よ
う
に
『
可
笑
記
』
の
噌
導
語
の
直
接
的
な

摂
取
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
そ
れ
以
前
の
万

治
三
年
一
ニ
ハ
六
〇
）
刊
行
『
可
笑
記
評
判
』
巻
第
二
の
十
五
で
は
、
浅

井
了
意
は
『
可
笑
記
』
に
対
し
て
全
く
異
な
る
態
度
で
臨
ん
で
い
た
こ
と

で
あ
る
。刀

脇
差
手
遠
に
置
く
事
、
ま
こ
と
に
武
士
の
怠
り
也
、
と
い
へ
ど

も
、
も
し
、
だ
ま
す
時
に
は
、
義
朝
の
長
田
に
う
た
れ
し
風
呂
の
中

に
て
の
事
な
り
。
し
か
ら
ば
こ
の
人
は
風
呂
に
も
刀
を
差
し
け
る

や
、
帯
解
き
て
湯
浴
ぶ
る
も
無
用
心
な
る
べ
し
。
又
し
ゐ
て
い

は
㌻
、
此
詞
は
只
こ
れ
一
夫
の
勇
な
り
、
大
名
、
高
家
は
人
数
あ
ま

た
も
ち
給
ふ
、
茶
の
湯
の
あ
ひ
だ
に
お
こ
る
大
事
は
そ
の
人
数
に
て

防
ぐ
べ
し
。
大
将
手
を
お
ろ
し
て
自
ら
戦
う
こ
と
は
、
昧
方
敗
軍
に

及
ぶ
か
あ
る
ひ
は
士
卒
の
心
を
す
す
め
ん
た
め
な
り
。
茶
は
こ
れ
太

平
清
心
の
も
て
あ
そ
び
も
の
な
り
。
乱
を
思
ふ
者
の
心
に
あ
ら
ず
。

一
中
略
）
茶
碗
は
、
古
き
は
湯
の
熱
き
を
底
に
通
さ
ず
、
唇
を
焼
か

ざ
る
徳
あ
り
、
き
た
な
き
病
人
の
手
口
ふ
れ
し
こ
と
を
い
は
ヅ
、
茶

碗
は
い
ま
だ
す
す
ぎ
ぬ
ぐ
ふ
と
き
、
そ
の
け
が
れ
は
う
せ
ぬ
べ
し
。

此
人
、
さ
だ
め
て
、
菜
、
犬
根
、
牛
房
な
ど
を
ば
食
せ
ず
や
、
畑
畠

に
植
ゆ
る
時
よ
り
、
ま
さ
し
く
犬
小
便
の
き
た
な
き
物
を
う
ち
か
け

く
そ
だ
つ
る
ぞ
か
し
、
鳥
け
だ
も
の
、
魚
ま
で
も
き
た
な
き
物
に

あ
ら
ず
や
、
茶
碗
を
ば
き
た
な
し
と
い
ひ
、
菜
、
大
根
等
を
ば
、
食

す
る
や
。
（
申
略
一
武
の
法
を
忘
れ
て
犬
事
に
望
む
時
、
物
の
用
に

た
つ
べ
か
ら
ず
、
と
い
ふ
事
、
釜
を
甲
に
も
、
柄
杓
を
さ
し
物
に
も

成
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
物
み
な
、
そ
の
役
に
あ
た
る
晶
々
あ
り
、
た

と
へ
ば
、
い
け
ず
き
、
す
る
す
み
程
の
名
馬
な
り
と
い
ふ
と
も
、
人

の
家
に
て
鼠
を
と
ら
す
る
に
は
猫
に
し
か
ず
、
ま
た
ぬ
す
人
を
守
ら

す
る
に
は
犬
に
ま
さ
ら
ず
、
そ
の
役
用
を
い
ふ
時
、
陣
中
に
釜
無
き

時
は
甲
に
て
飯
を
炊
く
べ
き
や
、
水
を
飲
ま
ん
と
す
る
時
、
さ
し
物

に
て
汲
む
べ
き
や
、
そ
れ
治
ま
れ
る
世
の
も
て
あ
そ
び
、
乱
れ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

時
の
兵
具
、
こ
れ
す
で
に
格
別
也
。

　
『
浮
世
物
語
』
で
は
僅
か
に
手
を
加
え
た
だ
け
で
無
批
判
に
採
用
し
て
い

た
『
可
笑
記
』
の
噌
遣
語
を
、
『
可
笑
記
評
判
』
に
お
い
て
一
度
は
徽
底

的
に
批
判
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
浅
弁
了
意
の
茶
の
湯
に
対
す

る
意
識
の
展
開
も
し
く
は
変
節
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
や
す
い
。
し
か

し
厳
密
に
見
れ
ば
、
そ
れ
は
少
し
違
っ
て
い
る
。

　
『
可
笑
記
』
に
お
い
て
着
目
さ
れ
た
、
数
寄
屋
に
入
れ
ば
刀
脇
差
を
手

遠
に
置
く
と
い
う
〈
語
材
〉
は
本
来
、
茶
の
湯
の
行
為
は
侍
道
の
怠
り
で

あ
る
と
い
う
〈
遺
・
理
〉
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
可
笑
記

評
判
』
が
、
義
朝
が
風
呂
で
討
た
れ
た
と
い
う
く
語
材
V
を
新
た
に
示
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
遮
り
、
武
勇
を
量
る
よ
う
な
論

一35一



理
に
す
り
替
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
可
笑
記
』
が
年
代
物
の
茶
道
具
に
価
値
を
置
く
こ
と
が
愚
か
。

で
あ
る
と
い
う
〈
遣
・
理
〉
を
示
す
た
め
に
用
い
て
い
た
、
汚
れ
に
着
目

す
る
〈
話
材
〉
に
つ
い
て
は
、
食
物
の
場
合
で
す
ら
汚
れ
は
洗
い
落
と
せ

る
と
い
う
く
語
材
V
を
も
っ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
『
可
笑
記
』
は
武
家
と
し
て
茶
の
湯
に
入
れ
込
む
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
く
道
・
理
V
を
示
す
た
め
に
、
茶
道
具
が
武
具
に
は
な
ら

な
い
と
い
う
〈
話
材
〉
を
提
示
し
て
い
た
の
だ
が
、
『
可
笑
記
評
判
』
で

は
、
動
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
あ
る
と
い
う
〈
話
材
〉
を
も
っ
て
そ

の
論
理
を
批
判
し
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
で
わ
か
る
と
お
り
、
実
際
に
は
『
可
笑
記
評
判
』
は
『
可
笑

記
』
で
示
し
て
い
た
〈
道
・
理
〉
に
対
し
て
逆
の
〈
道
・
理
〉
を
示
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
〈
語
材
〉
自
体
の
有
効
性
を
〈
語
材
〉
で
攻
撃
し
て

い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
古
き
茶
遣
具
に
価
値
を
認
め
る
た
め
の
着
眼
点
と

し
て
二
言
、
「
湯
の
熱
き
を
底
に
通
さ
ず
、
唇
を
焼
か
ざ
る
徳
あ
り
」
と

の
〈
話
材
〉
を
添
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
古
き
茶
遺
具
の
価
値
と
い
う

〈
遺
・
理
〉
を
主
張
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
古

き
茶
遣
具
の
価
値
の
主
張
な
ら
ば
他
に
言
い
回
し
が
い
く
ら
で
も
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
ツ
」
こ
で
注
目
し
て
い
た
の
は
く
道
・
理
V
で
は
な

か
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
了
意
が
こ
れ
だ
け
批
判
の
言
辞
を
並
べ
な
が
ら
行
っ
て
い
た

こ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
『
可
笑
記
』
が
前
記
の
よ
う
な
噌
導

語
を
語
っ
た
の
に
は
次
の
よ
う
な
現
実
認
識
が
あ
っ
た
。

　
　
実
に
実
に
数
寄
者
と
い
ふ
奴
ば
ら
は
、
名
利
む
ざ
ん
に
し
て
、
古
茶

碗
、
古
鉢
、
古
反
故
、
ふ
り
た
る
か
な
物
、
古
き
器
も
の
ど
も
を
、

求
め
集
め
て
、
秘
蔵
が
り
、
宝
物
よ
と
も
て
な
し
は
や
し
、
利
得
を

好
む
。

ま
た
は
、

　
　
今
の
数
寄
者
の
茶
を
た
つ
る
は
宝
く
ら
べ
を
も
つ
ぱ
ら
と
し
て
、
名

　
　
利
に
走
り
邪
悪
に
と
ゴ
ま
り
、
本
心
を
に
ご
し
、
く
ら
ま
す
。

と
も
書
か
れ
て
い
る
。
ザ
」
こ
に
対
応
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
に
は
、

　
　
名
利
む
ざ
ん
に
し
て
、
古
き
道
具
を
あ
つ
め
、
秘
蔵
す
と
い
ふ
事
、

　
　
名
利
の
二
、
諸
道
に
こ
れ
あ
り
、
武
士
は
、
一
」
と
さ
ら
、
名
利
に
お

　
　
ぼ
れ
た
り
、
数
寄
者
に
、
名
利
あ
る
も
の
を
、
数
寄
道
よ
り
、
数
寄

　
　
者
と
は
い
は
ず
、
こ
れ
を
、
茶
の
湯
の
病
と
い
ふ
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
数
寄
者
を
茶
の
湯
の
病
と
言
い
換
え
て
は
い
る
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
現
実
認
識
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
も
そ
も
両
者
と
も
茶
の

湯
の
美
点
を
承
認
す
る
立
場
の
も
と
に
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
触
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、
茶
の
湯
に
関
し
て
本
来
は
対
立
す
る
く
道
・
理
V
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
言
葉
を
並
べ
て
示
し
た

く
語
材
V
は
、
対
立
す
る
く
遣
・
理
V
を
導
く
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

『
可
笑
記
』
の
〈
語
材
〉
を
批
判
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
還
元
さ
れ
な
い
ハ
ナ
シ
と
浮
世
観

　
こ
こ
で
『
可
笑
記
』
巻
第
三
の
三
十
九
を
見
て
み
る
。
そ
こ
に
書
か
れ

て
い
る
の
は
、
「
侍
道
ぶ
せ
ん
さ
く
」
と
は
義
理
を
知
ら
ず
人
を
そ
ね
み

あ
ざ
け
る
態
度
を
示
す
と
い
う
啓
蒙
と
、
そ
れ
が
戒
め
ら
れ
る
対
象
で
あ

る
と
い
う
教
訓
で
あ
る
。
こ
の
啓
蒙
や
教
訓
が
作
者
の
訴
え
た
い
〈
道
・

理
〉
で
あ
り
、
チ
」
の
く
道
・
理
V
を
導
く
た
め
に
用
意
さ
れ
た
の
が
、
〈
語

材
V
と
し
て
の
一
つ
の
物
語
で
あ
る
。
平
野
久
介
は
戦
功
を
上
げ
て
武
田

信
玄
の
褒
美
に
与
っ
た
の
だ
が
、
や
は
り
戦
功
を
上
げ
て
武
田
信
玄
の
御

感
を
得
た
大
熊
備
前
を
嫉
ん
で
誹
誘
す
る
と
い
う
「
侍
遣
ぶ
せ
ん
さ
く
」
の

行
い
の
た
め
に
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
。
す
る
と
そ
の
先
で
も
丸
田
と
い
う

侍
の
手
柄
を
あ
ざ
け
っ
た
た
め
に
、
つ
い
に
は
斬
り
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

　
浅
井
了
意
は
『
可
笑
記
評
判
』
巻
第
六
の
十
四
に
お
い
て
こ
の
物
語
を

受
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
そ
れ
を
〈
語
材
〉
と
し
て
「
侍
道
ぶ
せ

ん
さ
く
」
と
は
別
の
〈
遣
・
理
〉
に
連
絡
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
一
度
は

戦
功
を
上
げ
た
平
野
久
介
が
丸
田
に
斬
り
殺
さ
れ
た
の
は
、
追
放
さ
れ
た

ヂ
」
と
に
よ
る
「
気
後
れ
」
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
力
を
半
減
さ

せ
て
し
ま
う
「
気
後
れ
」
へ
の
用
心
が
、
こ
の
物
語
か
ら
導
か
れ
る
〈
遣
・

理
〉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
〈
道
・
理
〉
を
訴
え
る
た

め
の
話
材
と
し
て
、
ま
た
新
た
な
物
語
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
近
江
国
に

落
ち
た
木
曽
義
伸
が
、
「
鎧
が
重
く
感
じ
る
」
と
言
っ
た
と
一
」
ろ
、
兼
平

が
「
そ
れ
は
昧
方
の
兵
が
少
な
く
心
の
後
れ
が
あ
る
か
ら
な
の
で
兼
平
一

人
を
五
百
余
騎
の
兵
と
思
う
よ
う
」
励
ま
し
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
先
ず
『
可
笑
記
』
で
提
示
さ
れ
た
話
材
に
新
た
な
遺
筋
を
つ
け
、

別
の
〈
道
・
理
〉
を
導
く
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
暗
に
『
可
笑
記
』
に
お

け
る
〈
語
材
〉
と
く
遣
・
理
V
と
の
連
絡
を
批
判
し
、
そ
の
新
た
な
く
遺
・

理
V
の
た
め
に
ま
た
新
た
な
〈
話
材
〉
を
用
意
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
り
、

噌
導
語
を
作
り
そ
し
て
語
る
能
力
と
い
っ
た
も
の
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
噌
導
語
に
臨
む
浅
井
了
意
の
態
度
と
し
て
の
一
つ
の
特
性
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
『
伽
碑
子
』
を
想
起
し
て
み
る
。
こ
れ
は
日
本

に
お
け
る
翻
案
小
説
の
幟
矢
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
花
田
富
二
夫
氏

　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
〕

「
『
伽
碑
子
』
の
意
義
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
こ
れ
が
翻
案
小
説
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
こ
と
は
未
だ
に
解

明
さ
れ
て
い
な
い
。

・
…
：
何
故
彼
は
翻
案
と
い
う
形
を
用
い
た
の
か
。
そ
の
点
が
疑
問
と

し
て
残
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
解
明
さ
れ
な
い
限
り
、
本
書
の
文
学

史
的
意
義
を
充
分
に
説
明
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
当
期
の

文
学
に
於
い
て
は
、
中
国
種
は
中
国
種
、
本
朝
物
は
本
朝
物
と
い
う

物
語
の
形
式
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
、
方
便
の

具
に
し
よ
う
と
も
、
他
作
と
同
じ
よ
う
に
中
国
の
語
と
し
て
著
述
す

れ
ば
充
分
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
は
当
時
の
説
教
僧
の
在
り
方
や
仏
典
に
よ
る
説
語
再
生
の

在
り
方
な
ど
諸
事
情
が
か
ら
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
が
、

了
意
独
自
の
考
案
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
で
あ
る
が
、

そ
う
言
い
切
る
の
も
購
魔
さ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
『
前
カ
燈
新
語
』
な
ど
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
中
国

物
の
説
話
と
し
て
日
本
で
紹
介
す
る
方
が
、
先
ず
は
自
然
な
振
る
舞
い
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だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
敢
え
て
原
拠
を
伏
せ
て
日
本
の
説
話
と
し
て
著
し

た
こ
と
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
理
由
と
し
て
、
〈
唱
導
話
を
作

り
そ
し
て
語
る
能
力
〉
さ
ら
に
は
そ
の
素
地
と
も
い
え
る
〈
語
材
を
用
意

す
る
能
力
〉
と
い
っ
た
も
の
を
ひ
け
ら
か
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
、
彼
に

は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
当
時
『
勇
燈

新
話
』
の
よ
う
な
中
国
の
通
俗
的
文
章
を
読
み
こ
な
す
能
力
の
あ
る
者
は

日
本
で
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
た
め
、
『
勇
燈
新
話
旬
解
』
な
ど
の
参
考

書
も
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
文
芸
が
、
日
本
人
に
と
っ
て

そ
う
ま
で
し
て
読
み
た
い
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、

多
く
の
日
本
人
に
は
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
文
脈
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
翻
案
と
い
う
新
し
い
方
法
を
作
る
こ
と
が
、
〈
話

材
V
の
持
ち
弾
の
多
さ
を
見
せ
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
方
法
と
し
て

適
し
て
い
た
と
い
う
7
」
と
で
あ
る
。

　
花
田
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
了
意
が
翻
案
と
い
う
方
法
を
用
い
た
の
は

こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
か
っ
た
。
万
治
二
年
の
『
堪
忍
記
』
に
お
け
る
一

つ
の
ハ
ナ
シ
（
巻
四
の
十
五
の
五
）
も
、
『
事
文
類
聚
前
集
』
三
十
六
（
貨

殖
家
・
嚢
算
）
の
翻
案
で
あ
り
、
そ
し
て
「
一
見
し
た
だ
け
で
は
中
国
種

と
見
え
な
い
よ
う
に
装
っ
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
納
得
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。

　
『
可
笑
記
評
判
』
に
は
浅
井
了
意
の
こ
の
よ
う
な
態
度
が
反
映
さ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
た
〈
遣
・
理
〉
を
そ
の
ま

ま
彼
の
真
構
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
語
り

に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
結
論
と
し
て
の
〈
道
・
理
〉
の
表
裏
で
は
な
く

も
っ
と
犬
き
な
枠
組
み
と
し
て
、
噌
導
語
の
語
り
方
そ
の
も
の
に
注
目
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
ほ
ど
の
「
侍
道
ぶ
せ
ん
さ
く
」
の
唱
導
語
で
あ
る
が
、
『
可

笑
記
』
に
お
い
て
も
『
可
笑
記
評
判
』
に
お
い
て
も
肝
心
の
語
旬
の
使
用

に
お
い
て
、
「
武
士
道
」
と
「
侍
遺
」
と
い
う
二
つ
の
言
い
回
し
の
中
に

揺
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
こ
こ
で
対
象
と
な
っ
て
い
た
の

が
、
当
時
に
お
い
て
未
だ
定
ま
っ
た
概
念
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
「
侍
道
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
以
前
に
、

そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
さ
え
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
当
然
、
一
つ
の
く
語
材
V
が
一
つ
の
噌
導

語
に
一
対
一
の
関
係
で
結
び
つ
く
と
い
う
幻
想
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

浅
丼
了
意
が
『
可
笑
記
』
に
お
け
る
〈
話
材
〉
と
〈
遣
・
理
〉
の
連
絡
を
批

判
し
た
の
は
、
無
意
識
的
に
も
そ
れ
を
体
現
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
再
び
『
可
笑
記
評
判
』
巻
第
二
の
十
五

を
見
て
み
る
。
数
寄
屋
で
は
刀
脇
差
を
手
遠
に
置
く
と
い
う
く
語
材
V
で

起
こ
さ
れ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
「
茶
は
こ
れ
太
平
清
心
の
も
て
あ
そ
び
も
の

な
り
。
乱
を
思
ふ
者
の
心
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
、

茶
遣
具
が
武
具
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
「
そ
れ
治
ま
れ
る

世
の
も
て
あ
そ
び
、
乱
れ
た
る
時
の
兵
具
、
こ
れ
す
で
に
格
別
也
」
と
い

う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
抜
粋
し
て
し
ま
え
ば
身
も
蓋
も
な
く

論
考
を
打
ち
切
る
断
言
の
よ
う
に
見
え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
言
葉
白

体
を
『
可
笑
記
評
判
』
に
お
け
る
〈
遣
・
理
〉
と
見
な
し
た
ら
ど
う
な
の

だ
ろ
う
。
大
胆
巷
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ラ
グ
ラ

フ
で
示
さ
れ
て
い
た
義
朝
や
動
物
の
〈
話
材
〉
は
、
茶
の
湯
に
関
し
て

『
可
笑
記
』
と
対
立
す
る
よ
う
な
〈
道
・
理
〉
を
導
く
た
め
に
は
役
立
っ

て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
導
く
役
割
な
ら
ば
確
か
に
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果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
再
び
言
葉
を
換
え
て
説
明
す
る
。
浅
井
了
意
が
『
可
笑
記
評
判
』
を
著

し
た
の
は
、
武
家
と
し
て
茶
の
湯
に
入
れ
込
む
チ
」
と
が
是
か
非
か
と
い
っ

た
よ
う
な
、
現
実
に
目
を
向
け
た
と
こ
ろ
で
感
じ
た
〈
遣
・
理
〉
を
主
張

し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
『
可
笑
記
』
の
紙
面
に
目
を
向
け
た
と
こ

ろ
で
沸
き
起
一
」
っ
た
、
〈
話
材
〉
提
示
へ
の
欲
求
を
行
動
化
し
た
か
っ
た

か
ら
と
思
わ
れ
る
。
あ
ら
か
じ
め
主
張
し
た
い
〈
道
・
理
〉
が
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
〈
話
材
〉
を
用
意
す
る
の
で
は
な
く
、
既
出
の
〈
話
材
〉
に

対
抗
す
る
〈
話
材
〉
を
用
意
す
る
能
力
を
発
揮
し
た
い
た
め
に
〈
語
材
〉

を
用
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ツ
」
と
か
ら
起
こ
る
〈
遺
・
理
〉
と
〈
話
材
〉

の
倒
錯
し
た
存
在
形
態
を
許
し
た
の
は
、
作
家
個
人
に
由
来
す
る
事
惰
ば

か
り
で
は
な
い
。

　
噌
導
語
ば
本
来
、
宗
教
の
法
を
教
え
学
ぶ
た
め
に
存
在
し
て
い
た
。
宗

教
の
法
を
必
要
と
す
る
民
が
い
て
、
宗
教
の
法
が
有
効
に
働
く
社
会
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
授
受
に
意
昧
が
あ
っ
た
。
し
か
し
熟
し
始
め
た

近
世
と
い
う
社
会
が
そ
れ
を
不
要
無
効
に
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

事
態
と
価
値
観
は
多
様
化
し
、
〈
遣
・
理
〉
で
あ
る
宗
教
の
法
へ
の
遼
元

を
待
た
ず
に
、
人
々
は
現
世
的
決
着
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
ハ
ナ
シ
は

予
定
さ
れ
た
〈
遺
・
理
〉
が
な
く
と
も
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
〈
話
材
V

の
ま
ま
で
完
結
し
得
る
。
人
々
は
堅
苦
し
い
啓
蒙
教
訓
よ
り
も
面
自
い
ハ

ナ
シ
が
聞
き
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
浮
世
物
語
』
の
中
で
起
こ
っ
て

い
た
変
化
は
社
会
で
起
こ
っ
て
い
た
変
化
で
あ
っ
た
。

　
巻
第
四
の
二
「
牛
を
売
る
と
て
佐
奈
田
に
た
と
へ
し
事
」
は
、
牛
の
買

い
手
と
売
り
手
の
問
答
の
ハ
ナ
シ
で
あ
る
。
「
こ
の
牛
の
力
は
強
い
か
」

と
買
い
手
が
聞
け
ば
、
売
り
手
は
「
力
は
強
く
、
真
田
幸
村
の
よ
う
だ
」

と
答
え
る
。
そ
こ
で
買
い
取
っ
て
実
際
に
農
作
業
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
の

　
か
ら
す
き

だ
が
黎
を
一
歩
も
引
く
こ
と
も
な
く
、
人
を
見
る
と
角
で
突
ツ
」
う
と
し
て

全
く
役
に
立
た
な
い
。
買
い
手
が
文
旬
を
言
う
と
売
り
手
は
二
歩
も
引

く
こ
と
も
な
く
、
人
を
昆
れ
ば
突
こ
う
と
す
る
か
ら
真
田
幸
村
だ
と
言
っ

た
」
と
と
ぼ
け
る
。
テ
」
の
ハ
ナ
シ
は
何
ら
か
の
〈
道
・
理
〉
を
導
く
も
の

で
は
な
く
、
謎
掛
け
の
よ
う
な
〈
話
材
〉
の
み
が
存
在
し
て
い
る
。
既
に

『
醒
睡
笑
』
の
よ
う
な
笑
話
集
は
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
ハ
ナ
シ
白

体
が
珍
し
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
浮
世
物
語
』
の
よ
う
に

唱
導
語
の
形
を
連
ね
な
が
ら
も
、
次
第
に
〈
遣
・
理
〉
が
軽
視
さ
れ
始
め
、

や
が
て
は
全
く
〈
遺
・
理
〉
を
落
と
し
た
〈
語
材
〉
の
み
が
登
場
す
る
の

を
許
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
態
は
、
語
る
と
い
う
行
為
の
価
値
と
そ

の
内
容
の
対
応
の
変
化
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
で
き
る
。

お
わ
り
に

　
こ
こ
で
冒
頭
の
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
。
〈
憂
世
〉

を
否
定
し
〈
浮
世
〉
を
称
揚
す
る
テ
ー
マ
が
『
浮
世
物
語
』
の
全
て
に
通

じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
は
そ
れ

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
は
そ
の
こ
と
は
『
浮
世
物
語
』
の
あ

る
意
味
で
の
一
貫
性
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
『
可

笑
記
評
判
』
を
著
し
た
の
は
、
武
家
と
し
て
茶
の
湯
に
入
れ
込
む
こ
と
が

是
か
非
か
と
い
っ
た
よ
う
な
、
現
実
に
目
を
向
け
た
と
こ
ろ
で
感
じ
た

く
道
・
理
V
を
主
張
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
『
可
笑
記
』
の
紙
面

に
目
を
向
け
た
と
こ
ろ
で
沸
き
起
こ
っ
た
、
〈
話
材
V
提
示
へ
の
欲
求
を

行
動
化
し
た
か
っ
た
か
ら
と
述
べ
た
が
、
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
に
つ
い
て
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も
そ
れ
は
言
え
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
の
く
憂
世
か
浮
世
か
V
と
い
っ
た

よ
う
な
〈
道
・
理
〉
よ
り
、
そ
れ
を
語
る
た
め
の
噌
導
語
に
こ
そ
興
昧
を

持
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
〈
憂
世
か
ら
浮
世
へ
〉
と
い
っ
た
価
値
転
換

が
『
浮
世
物
語
』
全
体
の
プ
ロ
ッ
ト
の
中
で
具
現
化
さ
れ
て
い
な
く
て
も

不
思
議
は
な
い
。
〈
茶
の
湯
〉
へ
の
了
意
の
持
論
が
い
ぶ
か
し
い
よ
う
に

〈
う
き
よ
の
語
義
〉
も
〈
語
材
〉
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
は
『
浮
世
物
語
』
全

体
に
及
ぶ
テ
ー
マ
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
タ

イ
ト
ル
と
し
て
選
ん
だ
だ
け
あ
っ
て
（
〈
語
材
〉
自
体
で
は
な
く
）
そ
の

〈
話
材
〉
が
持
つ
構
造
は
浅
弁
了
意
の
思
考
回
賂
と
共
通
す
る
も
の
で
あ

り
、
自
ら
の
内
で
血
肉
化
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
、
噌

導
語
が
宗
教
の
法
の
内
に
あ
っ
た
頃
、
そ
れ
は
語
る
べ
き
一
つ
の
〈
遺
・

理
〉
の
た
め
に
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
が
導
く

〈
遺
・
理
〉
は
た
だ
一
つ
の
語
源
で
は
な
く
、
い
く
つ
で
も
作
り
得
る
語

義
の
方
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
う
き
世
は
本
当
は
浮
世
な
の
だ
〉

と
、
〈
正
し
い
法
〉
へ
向
か
っ
て
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
〈
憂
世
と
い
う

理
屈
も
あ
れ
ば
浮
世
と
い
う
理
屈
も
あ
る
〉
と
い
う
よ
う
に
、
意
昧
づ
け

に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
増
や
し
得
る
と
い
う
ハ
ナ
シ
自
体
の
可
能
性
を
示

し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
現
在
か
ら
見
れ
ば
ツ
」
れ
も
ま
た
一
つ
の
浮
世
観

の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
浅
升
了
意
の
思
わ
く
と
は
別
に
、
機
能
を
鑑
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
第
二
節
で
示
し
た
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
の
く
道
・
理
V
と
〈
話
材
〉

を
言
い
換
え
る
。
こ
れ
を
一
つ
の
唱
導
話
と
し
た
場
合
、
〈
道
・
理
〉
と

な
る
の
は
、
〈
正
し
い
法
〉
の
存
在
な
ど
と
は
関
係
な
く
ハ
ナ
シ
は
い
く

ら
で
も
語
り
得
る
と
い
う
了
意
（
ま
た
は
同
時
代
の
作
家
達
）
の
実
情
で

あ
り
、
〈
語
材
〉
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
が
、
〈
う
き
よ
〉
と
い
う
現
世
認

識
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
〈
道
・
理
V
が
噌
導
語
を
生
み
出
す
の
で
は
な

く
、
噌
導
話
が
〈
道
・
理
〉
を
生
み
出
す
こ
と
を
体
現
し
て
い
た
。
宗
教

的
世
界
観
で
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
価
値
体
系
で
あ
る
。
『
浮
世
物
語
』
で

語
ら
れ
て
い
く
噌
導
語
に
は
、
互
い
に
矛
盾
す
る
〈
道
・
理
〉
を
含
む
も

の
も
あ
ら
わ
れ
る
。
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

は
共
存
し
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
意
義
は
、
〈
道
・
理
〉

に
規
定
さ
れ
な
い
ハ
ナ
シ
の
誕
生
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
ハ
ナ
シ
と
い
う
も

の
の
新
し
い
価
値
の
発
見
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

閂
注
出

　
『
浮
世
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
場
合
、

草
子
集
』
一
平
成
十
一
年
・
小
学
館
一
に
拠
っ
て
い
る
。

↑
）一

2
）

一
3
）

一
4
）65一

7
一

谷
脇
理
史
校
注
門
仮
名

松
因
修
「
門
浮
也
物
語
』
の
挫
折
－
仮
名
草
子
に
お
け
る
批
判
的
レ
ア
リ
ズ

ム
ー
」
一
『
国
語
国
文
』
二
百
七
士
二
号
・
昭
和
三
十
二
年
・
京
都
大
学
国
文

学
会
）

前
田
金
五
郎
「
『
浮
世
物
語
』
雑
考
」
一
『
国
語
国
文
』
三
百
七
十
号
・
昭
禰
四
十

年
工
厭
都
犬
学
国
文
学
会
一

坂
野
玉
穣
「
『
浮
世
物
語
』
の
「
浮
世
」
に
つ
い
て
」
一
『
香
権
潟
』
第
二
十
八
号
・

昭
和
五
↓
－
八
年
・
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会
一

穎
原
退
蔵
「
「
う
き
よ
」
名
義
考
－
浮
泄
草
子
に
関
す
る
一
考
察
」
一
コ
江
戸
文

芸
論
考
』
・
昭
和
十
二
年
・
三
省
堂
）

重
友
毅
『
日
本
近
世
文
学
史
』
一
昭
和
二
十
五
年
・
岩
波
書
店
）

野
田
寿
雄
「
『
浮
世
物
語
』
覚
書
」
一
『
国
語
国
文
研
究
』
第
二
十
四
号
・
昭
和
三

十
八
年
・
北
海
道
犬
学
国
文
学
会
）

谷
脇
理
史
「
『
浮
世
物
語
』
の
論
理
と
構
成
」
一
『
跡
昆
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
剣
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一
8
一

王1 10 9
竈
一

竈
一

（
1
4
一

一
1
5
）

一
1
6
一

刊
号
・
昭
和
四
士
二
年
・
跡
見
学
園
女
予
大
学
一

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻
一
昭
和
四
十
三
年
・
筑
摩
書
房
一
よ
り
。
底
本
は
永

楽
屋
刊
行
本
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
　
十
一
行
本
よ
り
。

北
条
秀
雄
『
改
訂
増
補
　
浅
升
了
意
』
一
昭
和
四
十
七
年
・
笠
闇
書
院
）

金
子
金
治
郎
・
伊
地
知
鉄
男
編
『
宗
祇
句
集
』
一
貴
重
古
典
籍
叢
刊
十
二
、
昭
和

五
十
二
年
、
角
川
書
店
一
所
収
の
東
山
御
文
庫
本
。

『
東
海
遺
名
所
記
』
一
近
世
文
学
資
料
類
従
　
古
板
地
誌
繍
七
・
昭
和
五
十
四

年
一
勉
誠
社
）
よ
り
。

本
稿
で
は
噌
導
一
講
）
と
い
う
言
葉
を
、
仏
遺
へ
の
教
化
に
限
ら
ず
、
世
俗
道
徳

や
世
俗
知
識
の
啓
蒙
を
目
的
と
す
る
も
の
ま
で
広
く
想
定
し
て
使
用
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
了
意
研
究
に
お
い
て
鴫
導
（
謡
一
が
既
に
馴
染
ん
だ
言
葉
で
あ
る
こ

と
に
加
え
、
仏
遣
と
そ
れ
以
外
を
分
け
る
基
準
の
暖
昧
さ
こ
そ
了
意
の
懸
想
の

特
色
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

引
用
は
、
朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編
『
仮
名
草
子
集
成
　
第
十
四
巻
』
一
平
成
五

年
・
東
京
堂
出
版
一
の
翻
刻
を
基
に
、
漠
字
・
旬
読
点
等
を
適
宜
加
減
し
て
読
み

や
す
く
し
た
も
の
。

引
用
は
、
朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編
『
仮
名
草
子
集
成
　
第
十
五
巻
』
一
平
成
六

年
・
東
京
堂
出
版
一
の
翻
刻
を
基
に
、
漢
字
・
匂
読
点
等
を
適
宜
加
減
し
て
読
み

や
す
く
し
た
も
の
。

花
田
富
二
夫
「
『
伽
碑
子
』
の
意
義
」
一
『
伽
碑
子
』
新
日
本
吉
典
文
学
犬
系
七
十

五
・
平
成
士
二
年
・
岩
波
書
店
）
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一
ま
つ
も
と
　
け
ん

筑
波
犬
学
犬
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
墨
㎜
研
究
科
　
文
学
）


