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は
じ
め
に

　

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
と
か
く
〈
い
ま
〉〈
目
に
見
え
る
〉
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
し
か
も
の
ご
と
を
捉
え
ら
れ
な
い
傾

向
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
伝
統
芸
能
の
世
界
も
同
じ
こ
と
で
、「
茶
道
」「
香
道
」
と
い
っ
た
今
あ
る
形
の
な
か
で
の
思
考
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
の
伝
統
文
化
は
そ
の
真
の
価
値
を
見
出
せ
ず
、
や
が
て
崩
壊
、
あ
る
い
は
意
図
せ
ぬ
形

へ
と
変
貌
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
一
体
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
原
点
」
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

原
点
回
帰
。
伝
統
文
化
と
み
ず
か
ら
が
、
そ
の
根
源
的
な
つ
な
が
り
を
見
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の

成
立
し
た
歴
史
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
、
こ
と
の
ほ
か
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
今
に
伝
わ
る
香
道
や
茶
道
が
成
立
し
た
時
代
、

京
の
地
に
お
い
て
、
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
「
場
」
は
再
生
し
、
芸
能
は
も

と
あ
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
文
化
や
芸
能
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
、
ま
た
拙
い
な
が
ら
も
実
践
に
取
り
組
ん
で
き
た
な
か

で
、
と
り
わ
け
香
道
の
本
を
著
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
に
香
道
を
と
り
あ
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
と
き
香
道
を
選
ん
だ
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
な
思
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
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香
道
は
、
日
本
文
化
の
隠
れ
た
頂
点
で
あ
る
。

　

日
本
人
は
目
に
見
え
な
い
も
の
を
尊
ぶ
心
を
大
切
に
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
伝
統
文
化
に
お
い
て
は
、
目
に
見
え
る
「
型
」
を
用

い
な
が
ら
、
実
は
目
に
見
え
な
い
何
か
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
ひ
も
と
か
な
け
れ
ば
、
そ

れ
ら
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
芸
術
・
芸
能
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
私
た
ち
は
神
社
で
柏

手
を
し
、
仏
前
に
手
を
あ
わ
せ
、
ま
た
樹
や
岩
に
精
霊
が
宿
る
と
考
え
る
。
そ
ん
な
日
本
的
な
感
性
を
見
事
に

─
し
か
し
隠
さ
れ

た
形
で

─
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、
香
道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

香
道
は
、
香
り
と
い
う
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
「
道
」
に
ま
で
仕
立
て
あ
げ
た
、
世
界
に
も
稀
な
る
芸
術
で
あ
る
。
し
か
も
こ

れ
を
お
よ
そ
五
百
年
も
の
あ
い
だ
伝
え
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
は
と
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
香
道
と
い
う
芸
能
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
香
道
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
美
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
目
に
見
え
な
い
香
り
と
い

う
も
の
を
芸
道
と
し
て
完
成
さ
せ
た
香
道
の
美
学
を
あ
ぶ
り
だ
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
「
香
道
の
美
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
し
て
、
本
書
の
目
的
を
「
香
道
の
成
立
」
の
解
明
に
お
い
て
い
る
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。

　

一
つ
に
は
そ
れ
は
、
香
道
の
美
学
を
解
明
す
る
た
め
に
香
道
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第

二
に
、
香
道
と
は
何
か
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
香
道
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
追
究
す
る
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
香
道
そ
の
も
の
の
研
究
は
甚
だ
し
く
後
れ
て
お
り
、
そ
の
成
立
史
に
つ
い
て
す
ら
い
ま
だ
に
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
。
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はじめに　香道とは何か
　

た
と
え
ば
、
香
道
と
比
較
的
近
い
存
在
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
茶
道
や
華
道
の
歴
史
と
比
較
し
て
み
て
も
、
香
道
研
究
の
立
ち

後
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
芸
能
史
研
究
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
、
中
世
に
お
い
て
「
茶
・
花
・
香
」
と
三
つ
巴
に
称
さ
れ
る
室
内

芸
能
の
草
創
あ
る
い
は
成
立
を
み
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
仏
教
荘
厳
か
ら
発
展
し
た
三
つ
の
芸
能
の
う
ち
、
茶
道
お
よ
び
華
道

は
早
く
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
、
芸
能
史
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学
・
社
会
学
な
ど
の
視
点
か
ら
の
研
究
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
史
料

の
翻
刻
も
活
発
に
進
め
ら
れ
、
主
要
な
伝
書
は
茶
道
、
華
道
と
も
に
戦
前
に
は
翻
刻
出
版
さ
れ
て
お
り
（『
茶
道
全
集
』
創
元
社
刊
、

一
九
三
七
年
完
結
／
『
花
道
古
書
集
成
』
大
日
本
華
道
会
刊
、
一
九
三
〇
年
完
結
）、
そ
の
後
も
改
訂
お
よ
び
他
版
の
翻
刻
な
ど
多
く
の
出
版

物
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
香
道
の
基
本
テ
キ
ス
ト
は
、『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成　

第
十
巻　

数
寄
』（
三
一
書
房
、

一
九
七
六
年
）
に
江
戸
時
代
の
『
香
道
軌
範
』（
増
補
本
）
や
『
古
今
香
鑑
』
等
が
翻
刻
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
か
ば
か
し
い
進

捗
は
な
く
、
香
道
研
究
の
立
ち
後
れ
の
原
因
と
な
っ
て
き
た
。
近
年
、
よ
う
や
く
い
く
つ
か
の
伝
書
が
翻
刻
さ
れ
、
研
究
の
端
緒
が

開
か
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
総
合
的
な
視
野
に
立
つ
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
芸
道
に
つ
い
て
、
何
を
も
っ
て
成
立
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
分
野
で
諸
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が）（
（

、
と
り
わ

け
香
道
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
す
ら
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
書
で
は
、「
何
を
も
っ
て
香

道
と
す
る
の
か
」、
つ
ま
り
香
道
成
立
の
要
件
に
つ
い
て
の
検
討
も
、
同
時
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

香
道
の
成
立
は
、
従
来
、
江
戸
時
代
初
期
～
中
期
と
言
わ
れ
て
き
た）（
（

。
あ
る
い
は
、
流
儀
に
お
い
て
始
祖
と
さ
れ
る
三
条
西
実
隆

（
一
四
五
五
～
一
五
三
七
）
や
志
野
宗
信
の
時
代
を
漠
然
と
草
創
期
と
す
る
考
え
も
多
い）3
（

。

　

実
隆
お
よ
び
宗
信
に
つ
い
て
は
本
文
で
詳
し
く
触
れ
る
が
、
実
は
香
道
の
創
始
者
と
明
確
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
香

道
の
成
立
が
江
戸
時
代
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）

の
跋
文
が
あ
る
『
志
野
流
捷
径
』
に
は
タ
イ
ト
ル
に
「
志
野
流
」
の
文
字
が
み
え
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
の
奥
書
を
持
つ
『
香
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道
軌
範
』）
4
（

に
は
「
香
道
」
の
名
称
も
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
は
家
の
流
儀
の
意
は
あ
っ
て
も
他
と
区
別
す
る
意
味
で
の
流
派
の

意
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
後
者
は
今
で
い
う
香
道
と
同
じ
意
味
か
ど
う
か
俄
か
に
判
断
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、「
香
道
」
の

「
軌
範
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
少
な
く
と
も
の
ち
の
「
香
道
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
現
に
、
同
書
の
内
容

は
現
代
の
香
道
に
つ
な
が
る
も
の
を
か
な
り
多
く
含
ん
で
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
本
書
で
は
、「
香
道
の
成
立
」
に
つ
い
て
、『
志
野
流
捷
径
』『
香
道
軌
範
』
と
い
っ
た
書
が
確
認
さ
れ
る
十
六
世
紀

半
ば
に
注
目
し
、
香
道
を
と
り
ま
く
状
況
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
香
道
成
立
の
過
渡
期
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る

『
香
之
記
』
が
書
写
さ
れ
、
足
利
義
政
に
仮
託
さ
れ
た
最
初
の
香
会
の
記
録
『
五
月
雨
日
記
』
に
載
る
香
会
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る

文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
か
ら
、
織
田
信
長
に
よ
り
東
大
寺
正
倉
院
の
名
香
「
蘭
奢
待
」
が
截
ら
れ
た
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）

ま
で
の
、
お
お
よ
そ
百
年
間
を
対
象
と
し
、
香
道
成
立
の
た
め
の
契
機
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
成
立
時
期
や
経
緯
に
つ
い
て
、

可
能
な
限
り
描
い
て
み
た
い
。

　

本
書
は
、
香
道
研
究
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
も
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
き
た
、
香
道
成
立
に
至
る
過
程
を
解

明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
何
が
香
道
を
成
立
さ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
現
代
に
つ
な
が
る
香
道
の
美
学

が
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
本
研
究
の
成
果
が
、
香
道
史
の
空
隙
を
埋
め
る
と
と
も
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
香
り
と
は
何
か
に
つ
い

て
の
根
源
的
な
視
座
を
拓
く
一
助
に
な
れ
ば
と
思
う
。

（
1
）	

代
表
的
な
も
の
に
、
西
山
松
之
助
『
家
元
も
の
が
た
り
』（
産
業
経
済
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
）、
同
『
家
元
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一

九
五
九
年
）
が
あ
る
。

（
2
）	

た
と
え
ば
、
神
保
博
行
『
香
道
も
の
が
た
り
』（
め
い
け
い
出
版
、
一
九
九
三
年
）
で
は
、「
桃
山
時
代
に
お
お
よ
そ
の
規
矩
を
整
え
た
香
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はじめに　香道とは何か

道
は
、
一
七
世
紀
江
戸
時
代
の
初
頭
に
は
、
道
具
そ
の
他
を
含
め
て
完
成
の
域
に
到
達
し
、
伝
書
も
作
製
さ
れ
た
。
一
八
世
紀
の
は
じ
め
に

は
、
蜂
谷
家
に
よ
り
志
野
流
の
家
元
が
確
立
し
、
香
道
は
最
盛
期
を
迎
え
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
家
元
制
に
つ
い
て
は
、「
志
野
流

は
三
条
西
実
隆
の
信
頼
厚
か
っ
た
と
い
う
志
野
宗
信
か
ら
宗
温
・
省
巴
三
代
の
あ
と
、
建
部
隆
勝
の
推
輓
に
よ
り
蜂
谷
宗
悟
が
四
代
を
継
ぎ
、

宗
栄
に
は
じ
ま
る
家
元
制
は
、
九
代
宗
先
の
時
完
成
さ
れ
た
と
い
う
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
根
拠
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
）	
北
小
路
功
光
『
香
道
へ
の
招
待
』（
宝
文
館
出
版
、
一
九
六
九
年
）
で
は
、
三
条
西
実
隆
・
志
野
宗
信
の
時
に
は
始
祖
と
し
て
の
意
識
は

な
い
と
し
な
が
ら
、
足
利
義
政
・
珠
光
ま
で
を
「
香
道
以
前
」
の
章
に
、
実
隆
以
後
は
「
香
道
の
な
り
た
ち
」
と
い
う
章
に
収
め
る
。
始
祖

を
実
隆
あ
る
い
は
宗
信
と
す
る
考
え
は
、
江
戸
時
代
に
は
み
ら
れ
る
。
な
お
、『
読
史
備
要
』（
内
外
書
籍
、
一
九
三
八
年
）
の
よ
う
に
、

佐
々
木
道
誉
と
す
る
も
の
も
稀
に
あ
る
。

（
4
）	

『
香
道
軌
範
』
は
蜂
谷
宗
悟
伝
と
す
る
が
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
の
奥
書
を
持
つ
竹
幽
文
庫
蔵
本
は
「
一
釣
」（
詳
細
未
詳
）
に
よ
る

伝
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
の
ち
に
蜂
谷
宗
先
・
藤
野
昌
章
に
よ
り
増
補
さ
れ
時
代
の
下
が
る
文
書
が
紛
れ
こ
ん
だ
第
二
種
本
は
『
日
本
庶

民
文
化
史
料
集
成　

第
十
巻　

数
寄
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
（
川
嶋
將
生
に
よ
る
）。
矢
野
環
「
香
道
の
古
伝
書

─『
習
見
聴
諺
集
』
所
収

伝
書
な
ど

─
」（『
儀
礼
文
化
』
第
二
三
号
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。
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香
は
、
仏
教
と
と
も
に
伝
来
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る）（
（

。
当
初
は
、
場
を
清
め
る
機
能
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
実
際
的
な
薬
効
の

あ
る
も
の
と
し
て
、
信
仰
の
場
に
お
け
る
儀
礼
や
供
養
に
用
い
ら
れ
た
。
塗
香
や
焼
香
な
ど
は
寺
院
や
家
庭
の
仏
壇
で
現
在
も
行
わ

れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
平
安
時
代
に
は
、
衣
服
や
室
内
を
薫
ら
せ
る
薫た

き

物も
の

（
調
合
香
の
こ
と
）
と
し
て
生
活
の
場
に

取
り
入
れ
ら
れ
、
平
安
時
代
末
期
に
は
薫
物
の
「
方ほ

う

」（
＝
調
合
法
）
を
集
大
成
し
た
『
薫
集
類
抄）（
（

』（
藤
原
範
兼
編
／
長
寛
三
年
〔
一
一

六
五
〕）
が
生
ま
れ
る
に
至
る
。
伝
存
す
る
「
方
」
の
記
録
か
ら
は
、
当
時
の
人
々
が
香
に
関
す
る
高
度
な
知
識
と
技
術
を
蓄
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
薫
物
調
合
の
些
細
な
違
い
で
も
「
人
」
が
判
別
さ
れ
、
家
の
血
筋
を
も
あ
ら
わ
す
秘

伝
の
「
方
」
が
重
視
さ
れ
る
な
ど
、
香
は
王
朝
サ
ロ
ン
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
歌う

た

合あ
わ
せや
菊

合
の
風
流
に
沈
香
で
洲
浜
を
作
っ
た
記
録
が
み
え）3
（

、
歌
合
に
倣
い
、
薫た
き

物も
の

合あ
わ
せが
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

香
木
は
、
も
と
よ
り
日
本
に
産
出
せ
ず
入
手
し
が
た
い
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
中
国
か
ら
の
輸
入
品
の

流
通
が
増
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
香
木
が
出
回
る
と
同
時
に
、
薫
物
で
は
な
く
、
沈
香
の
香
木
そ
の
も
の
が
単
独
で
鑑
賞
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
に
は
「
二
条
河
原
の
落
書
」
に
「
茶
香
十
炷
ノ
寄
合
モ
鎌
倉
釣
ニ
有
鹿
ト
都
ハ
イ
ト
ヽ
倍

増
ス
」
と
歌
わ
れ
、
香
の
優
劣
を
競
う
「
十

じ
ゅ
っ

炷し
ゅ

香こ
う

」
の
会
が
流
行
し
た
。『
太
平
記
』
に
、
佐
々
木
道
誉
が
一
斤
も
の
名
香
を
一
度
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に
焚
い
て
「
香
風
四
方
に
散
じ
て
、
人
皆
浮
香
世
界
の
中
に
在
が
如
し
」
と
あ

る
の
は
道
誉
の
婆ば

娑さ

羅ら

ぶ
り
の
証
の
一
と
さ
れ
る
。「
香
」
は
奢
侈
品
の
象
徴

で
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
そ
れ
だ
け
入
手
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
十
四
世
紀
に
は
、
よ
い
香
に
名
が
付
け
ら
れ
た
「
名
香
」
の
存
在

が
確
認
さ
れ
、
十
六
世
紀
に
は
名
香
を
競
わ
せ
る
「
名
香
合
」
な
ど
の
香
会
が

行
わ
れ
て
い
た
。
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
～
七
〇
）
に
は
、
名
香
が
格
付
け
・
選

定
さ
れ
、「
名
香
録
」
と
し
て
伝
授
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る）4
（

。

　

陽
明
文
庫
に
「
名
香
六
十
一
種
名
寄
文
字
鎖
」（
江
戸
時
代
中
期
成
立
）
と
呼

ば
れ
る
文
字
群
が
残
さ
れ
て
い
る
〔
図
1
〕。
中
央
に
大
字
に
て
「
そ
れ
名
香

の
そ
の
中
に
、
匂
ひ
う
へ
な
き
蘭
奢
待

0

0

0

、
い
か
に
お
と
ら
ぬ
法
隆
寺

0

0

0

、
逍0

遥0	

三
芳
野

0

0

0	

紅
塵

0

0

や
、
宿
の
」
と
み
え
、
そ
の
後
は
小
さ
な
文
字
で
「
枯
木
の
春

の
花
、
流
れ
も
た
え
せ
ぬ
中
川

0

0

と
」
云
々
と
三
百
余
の
文
字
が
散
ら
し
書
き
さ

れ
て
い
る
。
傍
点
部
は
、
す
べ
て
香
の
名
前
で
あ
る
。
香
道
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
伝
来
さ
れ
て
い
る
重
要
な
香
が
い
く
つ
か
定

め
ら
れ
て
お
り
、
百
種
、
百
二
十
種
、
五
十
種
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
な
か
で
も
有
名
な
の
が
こ
の
六
十
一
種
で
あ
る
。
香
道
家

の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
佐
々
木
道
誉
、
三
条
西
実
隆
、
志
野
宗
信
を
経
て
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
香
席
に
お

い
て
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な
知
識
と
し
て
尊
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
み
ら
れ
、
入
門
者
が

こ
れ
を
覚
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
こ
の
「
名
香
六
十
一
種
名
寄
文
字
鎖
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
文
字
鎖
の
文
献
上
の
初
出
は

『
校
正
十
炷
香
之
記
』
で
あ
り
、
最
初
の
二
つ
の
み
順
序
を
入
れ
替
え
て
、
大
江
英
位）5
（

が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
。
現
在
に
お
い
て
も

使
わ
れ
て
お
り
、
香
道
家
の
あ
い
だ
で
は
常
識
の
ご
と
く
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
、
香
席
に
お
い
て
香
銘
が
重
要
な
位
置

図 1　「名香六十一種名寄文字鎖」
（陽明文庫蔵）
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を
占
め
る
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　

こ
の
「
名
寄
文
字
鎖
」
に
お
け
る
香
名
の
順
序
に
は
意
味
が
あ
り
、
最
初
の
方
に
出
て
く
る
香
が
後
に
出
て
く
る
も
の
よ
り
も
有

名
で
あ
る
こ
と
は
お
お
か
た
言
え
よ
う
。
な
か
で
も
著
名
な
の
が
、
冒
頭
の
「
蘭
奢
待
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
字
鎖
が
で
き
る

以
前
に
は
、
名
香
の
最
初
は
蘭
奢
待
で
は
な
く
、
二
番
目
に
登
場
す
る
「
太
子
」（
別
名
「
法
隆
寺
」）
で
あ
っ
た
。「
太
子
」
は
、
文

字
鎖
登
場
以
前
に
は
名
香
の
第
一
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
登
場
以
後
も
、
第
二
の
名
香
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

蘭
奢
待
に
比
べ
れ
ば
知
名
度
が
低
く
、
文
献
に
登
場
す
る
割
合
も
低
い
。
小
説
や
説
話
、
歌
舞
伎）6
（

な
ど
に
お
い
て
も
蘭
奢
待
は
頻
繁

に
登
場
す
る
も
の
の
、「
太
子
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
こ
と
を

反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
も
「
太
子
」
に
関
す
る
研
究
は
比
較
的
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
名
香
「
太
子
」
に
注
目
し
、
そ
の
誕
生
と
そ
の
後
の
展
開
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
太

子
」
は
香
木
伝
来
の
最
初
と
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
と
と
も
に
伝
来
し
た
香
が
の
ち
に
香
道
に
ま
で
発
展
す
る
過
程
の
一
端
を
追
う
こ

と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

一　

名
香
「
太
子
」

（
1
）
香
道
書
に
お
け
る
「
太
子
」

　

最
初
に
、
香
道
に
お
い
て
「
太
子
」
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
現
在
入
手
可
能
な
香
道
家
に

よ
る
書
や
一
般
書
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

①
こ
の
沈
水
は
後
世
香
道
に
於
い
て
、
そ
の
銘
を
「
法
隆
寺
」、
ま
た
「
太
子
」、
ま
た
「
手
筒
の
太
子
」
と
つ
け
て
最
も
珍
重
し
、

い
ま
正
倉
院
に
献
納
御
物
と
し
て
蔵
せ
ら
る
。	

（
早
川
甚
三
『
香
道
』
八
雲
書
林
、
一
九
四
三
年
）

②
淡
路
島
に
流
れ
つ
い
た
香
木
だ
が
、
話
に
尾
鰭
が
つ
い
て
、
こ
れ
が
正
倉
院
に
納
ま
っ
て
例
の
蘭
奢
待
に
な
っ
た
と
か
、
聖
徳
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太
子
が
こ
の
香
木
で
仏
像
を
き
ざ
ん
だ
と
か
な
る
と
、
少
々
眉
唾
も
の
な
の
で
あ
る
。

	

（
北
小
路
功
光
『
香
道
へ
の
招
待
』
宝
文
館
出
版
、
一
九
六
九
年
）

③
香
木
の
名
。
法
隆
寺
の
別
名
。
分
類
は
佐
曽
羅
。
香
味
は
苦
甘
酸
。
六
十
一
種
名
香
の
第
一
。	

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
）

④
中
世
以
来
「
太
子
」
と
名
付
け
ら
れ
、
東
大
寺
の
蘭
奢
待
や
全
浅
香
（
紅
沈
香
）
と
並
び
、
天
下
の
名
香
に
数
え
ら
れ
て
き
た

品
で
あ
る
。
明
治
初
年
に
法
隆
寺
か
ら
皇
室
に
献
上
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
法
隆
寺
宝
物
の
一
部
と
し
て
、
現
在
は
東
京
国
立
博
物

館
に
入
っ
て
い
る
。	

（
諸
江
辰
男
「
法
隆
寺
の
名
香
「
太
子
香
」
は
白
檀
で
あ
る
」『
香
料
』
第
一
七
二
号
、
一
九
九
一
年
）

⑤
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
推
古
三
年
淡
路
島
に
漂
着
し
た
日
本
伝
来
最
初
の
香
木
。
法
隆
寺
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
「
法

隆
寺
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
の
た
め
有
名
な
香
木
で
、『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
は
、
天
正
八
年
十
一
月
八
日
に
津
田
宗
及
が
催

し
た
茶
会
で
た
い
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。	

（
神
保
博
行
『
香
道
の
歴
史
事
典
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

⑥
「
法
隆
寺
」
は
別
名
「
太
子
」
と
も
呼
ば
れ
、
匂
い
は
蘭
奢
待
に
は
及
ば
な
い
が
、
聖
徳
太
子
ご
自
愛
の
香
木
で
あ
っ
た
と
と

も
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
焚
香
の
始
め
と
し
て
…
…	（
荻
須
昭
大
「
名
香
に
つ
い
て
」『
増
補
版　

香
と
香
道
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
四
年
）

⑦
最
も
古
い
香
木
と
し
て
、
法
隆
寺
宝
物
に
は
白
檀
香
・
栴
檀
香
が
あ
り
、
ペ
ル
シ
ャ
の
古
い
文
字
や
貿
易
に
携
わ
っ
た
ソ
グ
ド

人
の
文
字
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
来
名
を
「
太
子
」
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
名
香
の
第
一
位
（
江
戸
中
期
か
ら
は
第
二

位
）
で
す
。
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
に
は
藤
原
道
家
が
わ
ざ
わ
ざ
見
て
い
ま
す
。
後
に
信
長
も
一
片
を
得
ま
し
た
。

	
（
矢
野
環
ほ
か
『
よ
く
わ
か
る
伝
統
文
化
の
歴
史
②
』
淡
交
社
、
二
〇
〇
六
年
）

　

以
上
、
従
来
の
研
究
お
よ
び
香
道
家
に
お
け
る
「
太
子
」
に
関
す
る
認
識
を
み
て
き
た
が
、
伝
来
か
ら
現
在
の
所
蔵
に
至
る
ま
で

見
解
が
一
致
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
伝
来
に
つ
い
て
は
、

　

1
、
推
古
三
年
淡
路
島
に
漂
着
し
た
日
本
伝
来
最
初
の
香
木
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2
、
聖
徳
太
子
に
よ
る
、
日
本
最
初
の
焚
香

　

3
、
最
も
古
い
香
木

　

4
、
淡
路
島
に
流
れ
着
い
た
香
木

な
ど
と
さ
れ
、『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
三
年
（
五
九
五
）
条
に
載
る
香
木
で
あ
り
、
日
本
で
最
も
古
い
と
い
う
認
識
で
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
。
2
の
「
聖
徳
太
子
ご
自
愛
」
と
い
う
内
容
も
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
伝
来
が
太
子
信
仰
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
推
古
三
年
に
淡
路
島
に
漂
着
し
た
も
の
と
い
う
認
識
の
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
他
の
内
容
説
明
に
つ
い
て
は
、
名
香
の
第
一
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
分
類
に
触
れ
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
述
べ

ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
統
一
さ
れ
た
認
識
と
は
言
え
な
い
。『
日
本
書
紀
』
に
載
る
よ
う
に
、
六
世
紀
に
伝
来
し
た
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
「
太
子
」
と
名
付
け
ら
れ
、
香
道
に
お
け
る
地
位
を
築
い
て
い
っ
た
の
か
を
明
確
に
記
し
た
も
の
は
な
い
。
最
も

古
い
香
木
で
、
し
か
も
香
木
の
第
一
と
言
わ
れ
る
「
太
子
」
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ
の
履
歴
す
ら
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
下
に
み
る
よ
う
に
、
法
隆
寺
の
宝
物
（
現
在
は
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
に
は
香
木
が
三
点
納
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の

二
点
が
白
檀
、
一
点
が
沈
香
で
、
八
世
紀
に
は
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
三
点
の
香
木
の
う

ち
、
Ⓐ
い
ず
れ
が
「
太
子
」
で
あ
る
か
、
Ⓑ
い
つ
か
ら
「
太
子
」
の
名
が
付
い
た
の
か
、
ま
た
、
Ⓒ
法
隆
寺
の
香
木
と
、
世
に
言
う

香
木
「
太
子
」
が
同
一
の
も
の
か
ど
う
か
な
ど
、
不
明
な
点
は
多
い
。

　

Ⓑ
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
香
木
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
真
偽
は
確
か
め
に
く
く
、
分
木
さ
れ
る
過
程
で
す
り
替
え
ら
れ
る
こ
と

な
ど
も
、
少
な
く
は
な
か
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
真
偽
を
問
う
わ
け
で
は
な
く
、
世
に
名
香
「
太

子
」
の
存
在
が
語
ら
れ
始
め
た
時
に
、
法
隆
寺
所
蔵
の
香
木
を
截
り
と
っ
た
も
の
が
確
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
太
子
」
と
名
付
け

ら
れ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
。

　

Ⓐ
に
つ
い
て
は
、
東
大
寺
正
倉
院
所
蔵
の
香
木
「
蘭
奢
待
」
が
、
東
大
寺
で
は
古
く
か
ら
「
黄
熟
香
」
と
い
う
名
を
持
ち
、
こ
れ
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こ
そ
が
蘭
奢
待
で
あ
る
と
一
対
一
で
対
応
で
き
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
に

比
べ
、「
太
子
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
い
ず
れ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
思
議

で
あ
る
。
し
か
も
、
素
材
そ
の
も
の
も
「
白
檀
」
と
さ
れ
た
り
「
沈
香
」
と
さ

れ
た
り
し
て
、
事
実
と
は
異
な
る
言
説
も
多
い
。

　

最
後
に
、
Ⓑ
の
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
香
道
家
が
ほ
と

ん
ど
気
づ
い
て
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
あ
る
い
は
、
気
づ
か
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
の
か
、
ま
た
、
気
づ
い
て
も
仕
方
が
な
い
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

伝
説
な
の
だ
か
ら
、
と
。
し
か
し
、
最
も
不
審
に
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
Ⓑ
の

疑
問
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、「
名
付
け
」
の
行
為
は
、
香
道

に
と
っ
て
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
歴
史
的
な
過
程
に
お
い
て
も
、

大
事
な
段
階
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
太
子
」
も
他
に
も
れ
ず
、「
名
付
け
」

の
問
題
か
ら
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

そ
の
前
に
、
ま
ず
、
香
道
に
お
け
る
「
太
子
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

き
た
の
か
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ

た
香
道
伝
書
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

香
木
出
生

法
隆
寺　

手
筥
太
子
と
も
い
へ
り
。
六
十
一
種
第
一
ノ
香
な
り
。
沈
水
香

と
も
い
ふ
。

日
本
紀
曰

図 2　「沈水香之図」
（『大和名所図絵』巻三より）

図 3　法隆寺蔵の香木「沈水香」
（東京国立博物館蔵　Image:	TNM	Image	Archives）
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推
古
天
皇
三
年
夏
四
月
、
沈
水
漂
著
ス
於
淡
路
島
。
其
大
一
囲
。
島
人
不
知
沈
水
、
以
交
薪
焼
於
竈
。
其
烟
気
遠
薫
、
則
異
、

以
献
之
帝
皇
。
編
年
紀
推
古
天
皇
三
年
乙
卯
四
月
、
於
土
佐
国
南
海
、
毎
夜
光
物
、
其
声
如
雷
、
経
三
十
箇
日
、
寄
淡
路
国
南

岸
、
其
勢
一
囲
八
尺
、
其
香
無
比
類
。
島
人
不
知
沈
水
、
多
用
薪
畢
、
其
烟
気
遠
薫
異
、
聖
徳
太
子
見
之
、
称
沈
水
香
者
鶏
舌
、

香
其
華
丁
子
、
其
油
薫
陸
、
以
不
歴
年
称
浅
香
、
以
歴
年
称
沈
水
、
依
崇
仏
法
釈
梵
徳
天
之
浮
送
也
。
南
天
竺
南
海
岸
、
称
栴

檀
香
木
𣝣
是
也
。
帝
取
之
造
観
音
像
。
時
々
放
光
令
太
子
講
勝
鬘
経
二
三
尺
蓮
華
降
、
其
所
仍
建
立
今
橘
寺
、
大
和
国
高
市
郡
、

是
也）7
（

　

識
語
に
「
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
己
酉
卯
月
下
旬
」
と
あ
り
、
香
道
家
・
大
沢
梅
翁
軒
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
梅
翁
軒
は
志

野
流
の
一
つ
の
流
れ
に
位
置
す
る
人
物
で
、
御
家
流
に
も
多
少
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る）（
（

。

　

香
木
の
由
来
が
書
か
れ
た
部
分
の
最
初
に
、
太
子
（
法
隆
寺
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
手
筥
太
子
」
と
は
、
現
在
宮
内
庁
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
木
画
の
箱
の
こ
と
で
、
な
か
に
は
白
檀
と
思
わ
れ
る
削
り
屑
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
、
六
十
一
種
の
名
香

が
浸
透
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、「
第
一
ノ
香
な
り
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
沈
水
香
」
す
な
わ
ち
沈
香
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、

「
日
本
紀
曰
」
と
、
そ
の
由
来
を
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
推
古
天
皇
の
三
年
に
淡
路
島
に
漂
着
し
た
香
木
が
「
太
子
」
で
あ
り
、

島
人
が
そ
れ
と
知
ら
ず
に
焚
い
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
に
遠
く
ま
で
よ
い
薫
り
が
し
た
と
い
う
の
で
、
帝
に
献
上
し
た
。
ま
た
同
じ
く

土
佐
の
南
海
上
に
毎
夜
光
る
も
の
が
あ
り
、
雷
鳴
が
し
て
、
三
十
日
を
経
て
淡
路
の
南
岸
に
着
い
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
も
同
じ
く

よ
い
薫
り
が
し
た
の
で
聖
徳
太
子
が
見
つ
け
て
沈
水
香
で
あ
る
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
沈
水
香
は
鶏
舌
で
、
ま
た
そ
の
花
は
丁
子
、

油
は
薫
陸
、
年
を
経
な
い
も
の
は
浅
香
、
年
を
経
た
も
の
は
沈
水
で
あ
る
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
有
り
難
い
仏
法
に
よ
っ
て

南
天
竺
の
南
海
岸
の
栴
檀
香
木
が
海
を
越
え
て
送
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
い
、
帝
が
こ
れ
で
観
音
像
を
造
ら
せ
た
と
い
う
。
観
音

像
は
、
時
々
光
を
放
ち
、
太
子
が
勝
鬘
経
を
講
じ
る
と
二
三
尺
も
の
蓮
華
が
降
り
、
そ
こ
に
今
橘
寺
が
建
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

「
日
本
紀
曰
」
以
下
は
、
お
お
よ
そ
記
紀
神
話
に
載
る
香
木
伝
来
記
事
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
「
勝
鬘
経
」
云
々
に
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つ
い
て
は
、『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
に
、
太
子
が
こ
の
地
で
勝
鬘
経
を
講
じ
た
と
き
、
瑞
祥
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
堂
を
建
立
し

た
と
あ
る
橘
寺
の
縁
起
で
あ
る
。『
法
隆
寺
東
院
資
財
帳
』
に
は
、
推
古
天
皇
十
四
年
七
月
条
に
「
天
皇
詔
太
子
日
、
於
朕
前
講
説

勝
鬘
経
、
則
依
詔
太
子
講
説
三
日
、
講
竟
夜
蓮
花
零
、
花
長
二
三
尺
溢
方
三
四
丈
之
地
、
則
其
地
誓
立
寺
院
、
是
今
菩
提
寺
也
」
と
、

同
話
が
載
る
。
こ
の
よ
う
に
、
香
道
に
お
い
て
は
、
香
木
「
太
子
」
の
由
来
が
記
紀
の
香
木
伝
来
記
事
だ
け
で
は
な
く
、
太
子
に
ま

つ
わ
る
橘
寺
の
縁
起
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
記
事
の
後
、
名
香
と

し
て
並
び
称
せ
ら
れ
る
「
蘭
奢
待
」
に
つ
い
て
の
記
載
が
続
く
の
で
、
み
て
お
き
た
い
。

東
大
寺　

蘭
大
者
待
是
ナ
リ
。
黄
熟
香
ト
云
日
本
ニ
テ
蘭
大
者
待
ト
改
。
長
五
尺
弐
寸
指
渡
一
尺
三
寸
余
末
口
三
寸
八
分
。
勅

封
ナ
リ
。

　

聖
武
帝
御
宇
自
漢
士
奉
献
之
。
東
大
寺
宝
蔵
ニ
ア
リ
。

　

香
木
「
東
大
寺
」
は
蘭
奢
待
の
こ
と
を
指
し
、
元
は
「
黄
熟
香
」
と
言
っ
た
が
、
日
本
で
「
蘭
奢
待
」
と
改
め
ら
れ
た
と
す
る
。

大
き
さ
な
ど
が
記
さ
れ
、
ま
た
東
大
寺
の
勅
封
蔵
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
聖
武
天
皇
の
折
に
「
漢
士
」
す
な
わ
ち
中
国
人
に
よ
り
献

上
さ
れ
た
と
あ
る
。「
太
子
」
に
比
べ
て
、
あ
ま
り
に
簡
素
な
説
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
蘭
奢
待
の
次
に
載
る
「
紅
塵
」
に
至
っ
て

は
、「
大
紅
沈　

紅
塵
香
是
ナ
リ
。
長
三
尺
五
寸
指
渡
一
尺
八
寸
末
口
九
寸
余
。
東
大
寺
宝
蔵
ニ
ア
リ
」
と
あ
る
の
み
で
あ
り
、
そ

の
後
は
名
の
み
の
リ
ス
ト
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

香
道
に
お
い
て
は
、
香
木
の
由
来
が
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
「
太
子
」
は
別
格
の
扱
い
を
受
け
て
き
た

こ
と
が
み
て
と
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
先
の
一
例
を
と
っ
て
も
、
記
述
に
混
乱
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
太
子
」
は
沈
香
な

の
か
白
檀
な
の
か
、
ま
た
、
伝
来
し
た
香
木
は
そ
の
後
仏
像
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す

る
な
ら
、
橘
寺
の
仏
像
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
法
隆
寺
の
寺
宝
と
し
て
現
存
す
る
香
木
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
疑
念
が
わ
き
起
こ
っ
て
く
る
。
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こ
こ
で
は
ま
ず
、
香
木
と
し
て
の
「
太
子
」
の
名
の
み
ら
れ
る
記
録
を
整
理
し
、
次
に
、
香
道
に
お
け
る
「
太
子
」
に
つ
い
て
の

言
説
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
、
続
い
て
、
名
香
「
太
子
」
の
成
立
に
か
か
わ
る
思
想
的
な
背
景
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。

（
2
）
茶
会
記
に
み
る
名
香
「
太
子
」

　

名
香
と
し
て
の
「
太
子
」
の
名
が
記
録
上
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
確
認
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
茶
会
記
に
お
け
る
記
録
が
最

も
早
い
。『
宗
達
他
会
記
』）
9
（

弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
四
月
条
に
、
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

　

同
卯
月　

宗
神
明
町全
会　
　
　

人
数　

開　

達　

忻

一　

し
や
う
は
り
、
小
板
ニ

一　

か
た
つ
き
、
四
方
盆

一　

香
を
た
か
れ
候
、
太
子
、

　

戦
国
時
代
の
堺
の
町
人
、
笠
原
宗
全
が
催
し
た
会
に
、
開
想
斎
、
天
王
寺
屋
宗
達
、
薩
摩
屋
宗
忻
の
三
名
が
客
と
な
っ
た
。
笠
原

宗
全
は
、
侘
助
宗
全
と
も
言
わ
れ
、
彼
の
所
持
し
た
肩
衝
は
「
侘
助
肩
衝
」
と
称
せ
ら
れ
た
。
の
ち
に
高
山
右
近
の
手
に
渡
り
、
徳

川
将
軍
家
伝
来
の
品
と
な
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
一
品
を
用
い
た
こ
と
が
み
え
、
お
そ
ら
く
茶
会
の
前
か
後
に
、
香
「
太
子
」
を
炷
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
み
ら
れ
る
の
が
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
六
月
の
次
の
会
記
で
あ
る
。

　

同
六
月
五
日
晩　

隆
勝
た
け
へ

一　

ち
や
わ
ん　

香
二
種
、
ら
ん
し
や
、
太
子
、

　

亭
主
で
あ
る
建
部
隆
勝
は
む
し
ろ
香
道
で
名
の
知
れ
た
人
物
で
、『
山
上
宗
二
記
』
に
「
名
香
の
道
の
名
人
」
と
称
せ
ら
れ
て
い

る
）
10
（

。
こ
こ
で
は
、
宗
達
一
人
を
呼
ん
で
の
夜
の
一
会
に
、
蘭
奢
待
と
太
子
を
炷
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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Ⅰ　香と王権
　

次
は
、
少
し
年
数
が
開
い
て
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
十
月
二
日
、『
宗
及
他
会
記
』
に
載
る
記
事
で
あ
る
。

　

同
拾
月
二
日　

帰
津
之
路
次　

於
法
隆
寺

太
子
御
宝
物
拝
見
候
、
太
子
香
一
包
給
候
、

上
様
ヘ
従
法
隆
寺
上
リ
申
候
其
次
手
ニ
、
別
当
取
テ
ヲ
カ
レ
候
ヲ
、
惟
任
日
向
殿
へ
被
進
之
候
、
其
時
宗
及
ニ
給
候
、
従
法
隆

寺
、

　

津
田
宗
及
（
？
～
一
五
一
九
）
は
同
年
九
月
二
十
六
日
に
「
於
南
都
四
聖
坊
、
道
具
拝
見
」、
す
な
わ
ち
東
大
寺
の
四
聖
（
良
弁
・

聖
武
天
皇
・
行
基
・
菩
提
僊
那
）
を
祀
る
坊
で
道
具
を
拝
見
し
た
が
、
こ
れ
は
滝
川
一
益
と
と
も
に
大
和
検
地
奉
行
と
し
て
奈
良
に
下

向
し
て
い
た
惟
任
日
向
守
（
明
智
光
秀
）
に
随
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
十
日
に
は
郡
山
城
主
の
筒
井
順
慶
と
高
取
城
主
の
越
智

玄
蕃
の
両
人
の
茶
壺
の
口
切
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
い
だ
、
南
都
に
逗
留
し
て
い
た
も
の
と
み
え
、
十
月
二
日
に
堺

津
に
帰
っ
た
が
、
そ
の
途
次
に
法
隆
寺
に
立
ち
寄
っ
た
。
そ
の
折
の
記
事
で
あ
る
。
宗
及
は
、
法
隆
寺
宝
物
を
拝
見
し
、「
太
子
香

一
包
」
を
得
た
。
そ
れ
は
、「
上
様
」
す
な
わ
ち
織
田
信
長
に
法
隆
寺
が
「
太
子
」
を
さ
し
あ
げ
た
折
に
、
別
当
が
別
に
取
っ
て
お

い
た
の
を
、
光
秀
に
進
上
し
、
そ
の
時
宗
及
も
お
こ
ぼ
れ
に
与
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
は
茶
会
以
外
の

記
事
は
珍
し
く
、
よ
ほ
ど
特
筆
す
べ
き
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
翌
月
の
天
正
八
年
十
一
月
、
今
度
は
、
自
ら
が
開
い
た
茶
会
の
記
録
『
宗
及
自
会
記
』
に
「
太
子
」
が
載
る
。

　

同
十
一
月
八
日
朝　
　

宗は
か
た叱　

一
人

一　

床
ニ
香
炉
・
香
合
、
袋
ニ
、
盆
な
し
ニ
、
床
ニ
な
ら
へ
候
、
但
、
脇
方
ニ

一　

炉　

フ
ト
ン
、
ク
サ
リ
ニ
、
後
ニ
籠
ヨ
リ
い
も
か
し
ら
、
茶
立
時
、

一　

香
炉　

茶
之
前
ニ
火
ヲ
と
り
て
、
太
子
一
種
焼
申
候

　
　
　
　
　
　

茶
之
前
ニ
盆
、
取
出
し
、
す
へ
候
て
、
床
へ
上
申
候
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推
古
三
年
（
五
九
五
）、
淡
路
島
に
沈
香
木
が
流
れ
つ
き
、
島
の
人
々
が
焼
い
た
と
こ
ろ
常
な
ら
ぬ
芳
香
が
漂
っ
た
た
め
、
朝
廷
へ

献
上
し
た
。
こ
れ
が
、『
日
本
書
紀
』
に
伝
わ
る
香
木
伝
来
の
最
初
と
言
わ
れ
る
神
話
で
あ
る
。
こ
の
話
が
中
世
に
お
け
る
太
子
信

仰
に
取
り
込
ま
れ
、
樹
木
へ
の
信
仰
と
相
俟
ち
名
香
の
第
一
「
太
子
」
が
誕
生
す
る
の
は
、
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
間
の

事
情
は
と
も
あ
れ
、
香
木
伝
来
か
ら
千
年
を
経
た
十
六
世
紀
前
半
に
、
世
界
に
も
稀
な
嗅
覚
の
芸
能
で
あ
る
「
香
道
」
が
成
立
す
る
。

　

結
び
と
し
て
、
各
章
で
論
じ
た
こ
と
を
改
め
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

第
Ⅰ
部
「
香
と
王
権
」

第
一
章
「
太
子
」
の
誕
生

　

香
道
に
お
い
て
現
在
最
も
重
視
さ
れ
る
「
名
香
」
の
う
ち
、
江
戸
中
期
ま
で
第
一
と
さ
れ
た
「
太
子
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
こ
れ
ま
で
「
太
子
」
は
、
最
も
古
い
香
木
と
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
中
世
に
お
け
る
太
子
信
仰
の
な
か
で
〝
誕
生
〟
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
。
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第
二
章　

蘭
奢
待
と
王
権

　
「
太
子
」
と
と
も
に
名
香
の
一
、二
を
争
う
「
蘭
奢
待
」
に
つ
い
て
、
足
利
将
軍
家
に
始
ま
る
「
截
香
」
の
記
録
を
追
っ
た
。
香
木

の
中
で
最
も
名
の
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
截
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
も
た
さ
れ
て
き
た
か
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
九
）
の
足
利
義
満
に
よ
る
截
香
か
ら
、
天
正

二
年
（
一
五
七
四
）
の
織
田
信
長
に
よ
る
蘭
奢
待
截
香
ま
で
の
記
録
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
香
と
権
力
が
最
も
激
し
く
結
び

つ
く
瞬
間
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
信
長
の
截
香
は
、
そ
れ
ま
で
の
香
に
対
す
る
観
念
を
塗
り
替
え
る
と
同
時
に
、
以
後
の
香
の

位
置
づ
け
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
Ⅱ
部　

香
と
連
歌

第
一
章　

香
の
名
付
け

─
連
歌
的
切
断

　

最
初
の
香
会
の
記
録
で
足
利
義
政
に
仮
託
さ
れ
た
『
五
月
雨
日
記
』
お
よ
び
、
連
歌
師
の
牡
丹
花
肖
柏
が
判
詞
を
著
し
た
『
名
香

合
』
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
香
道
成
立
に
連
歌
師
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
連
歌
的
な
発
想
が
香
道
成
立
に
大
き
く
寄
与
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章　

香
の
起
源
神
話
と
規
矩
の
成
立

　

香
に
関
す
る
古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
渡
期
の
思
想
を
留
め
る
『
香
之
記
』
を
対
象
と
し
、
香
道
に
込
め
ら
れ
た
古
代
的
な
香
り
の

思
想
と
香
道
の
起
源
神
話
の
発
生
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
香
之
記
』
は
こ
れ
ま
で
香
道
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
げ
ら
れ

た
こ
と
が
な
く
、
今
回
使
用
し
た
本
文
は
初
公
刊
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
香
道
成
立
に
欠
か
せ
な
い
香
会
の
形
式
や
灰
形
な

ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
伝
授
す
べ
き
規
矩
が
形
づ
く
ら
れ
、「
家
」
や
流
儀
の
意
識
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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第
三
章　

名
香
と
名
香
録

　

香
道
の
成
立
に
と
っ
て
最
も
重
要
と
も
い
え
る
「
名
香
」
に
つ
い
て
、「
名
物
」
そ
の
も
の
の
成
立
に
立
ち
返
り
、「
名
物
」
観
か

ら
名
香
の
リ
ス
ト
が
編
集
さ
れ
、
香
の
分
類
法
が
生
ま
れ
る
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
茶
器
や
楽
器
も
含
め
て
幅
広
く
「
名
物
」

を
研
究
す
る
も
の
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
、
ま
た
、
名
香
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
も
、
初
め
て
そ
の
全
貌
の
一
端
と
位
置
づ
け
を
確
認
し

た
。

　

以
上
、
香
道
の
成
立
の
た
め
の
重
要
な
局
面
と
し
て
、
第
Ⅰ
部
に
王
権
の
問
題
を
、
第
Ⅱ
部
に
連
歌
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
が
、

第
Ⅰ
部
に
も
連
歌
的
思
惟
が
か
か
わ
っ
て
お
り
、
第
Ⅱ
部
に
も
王
権
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
。

　

ま
た
そ
の
際
、
香
道
成
立
の
契
機
と
し
て
、
次
の
要
素
を
と
り
だ
し
、
検
討
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
連
歌
的
思
考
、
②
起
源
神
話

の
成
立
、
③
規
矩
の
成
立
、
④
伝
授
形
態
の
発
生
に
よ
る
香
書
の
発
行
、
⑤
名
香
録
の
成
立
、
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
契
機
に
か
か
わ
り
、
ま
た
「
王
権
」
と
「
連
歌
」
と
い
う
大
き
な
課
題
を
貫
く
の
は
、「
名
香
」
で
あ
っ
た
。

香
道
成
立
は
、「
名
香
」
の
生
成
を
め
ぐ
る
王
権
と
連
歌
の
問
題
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

名
物
の
香
の
意
で
あ
る
「
名
香
」
に
は
、
香
木
の
持
つ
香
り
の
良
さ
と
と
も
に
、
そ
の
「
名
」
に
大
き
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
名
の
多
く
は
和
歌
や
物
語
か
ら
採
ら
れ
る
雅
名
で
あ
り
、
香
会
に
お
い
て
は
、
香
り
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
名
」
の
優
れ
て

い
る
も
の
が
良
し
と
さ
れ
た
（『
五
月
雨
日
記
』）。
香
道
と
は
、
嗅
覚
の
芸
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
、
香
り
に
付
け
ら
れ
た

名
を
も
っ
て
遊
ぶ
、
言
葉
の
芸
能
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

本
書
で
は
、
連
歌
こ
そ
が
香
道
を
支
え
る
最
大
の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
、
香
書
や
香
会
の
記
録
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
実
際
、
香

会
を
主
導
し
た
の
は
連
歌
師
で
あ
っ
た
。
連
歌
師
は
、
連
歌
と
い
う
言
語
世
界
か
ら
、
匂
い
・
香
り
と
い
う
非
言
語
世
界
へ
と
遊
び

の
域
を
拡
げ
、
一
つ
に
は
和
漢
教
養
す
な
わ
ち
「
雅
び
」
の
具
現
の
場
と
し
て
、
ま
た
一
つ
に
は
、
連
歌
そ
の
も
の
に
備
わ
る
変
転
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す
る
言
語
宇
宙
の
新
た
な
実
践
の
場
と
し
て
、
香
会
を
開
き
、
香
道
成
立
へ
の
大
き
な
基
盤
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

言
葉
と
香
り
と
が
連
歌
的
原
理
に
よ
る
切
り
結
び
方
に
よ
っ
て
常
に
新
た
な
世
界
を
開
い
て
い
く
の
が
、
香
会
の
最
大
の
魅
力
で

あ
り
、
以
後
「
香
道
」
を
成
立
さ
せ
る
、
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
後
世
、
香
道
の
始
祖
と
さ
れ
た
の
は
、
三
条
西
実
隆
で
あ
っ
た
。『
五
月
雨
日
記
』
が
、
源
氏
物
語
の
〈
も
ど
き
〉
を

遊
ん
だ
よ
う
に
、
つ
ね
に
香
道
が
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
原
点
は
『
源
氏
物
語
』
で
あ
り
、
和
歌
を
中
心
と
す
る
王
朝
文
学
世
界
で

あ
っ
た
。
中
世
に
わ
き
起
こ
っ
た
香
道
と
は
、
い
わ
ば
、
香
り
（
匂
い
）
に
よ
っ
て
王
朝
の
〝
記
憶
〟
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
動
き

で
あ
り
、
現
代
に
ま
で
「
芸
道
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
香
道
の
本
質
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
王
朝
の
記
憶
を
取
り
戻
す
た
め
の
最
大
の
よ
す
が
と
な
る
の
が
、
和
歌
か
ら
と
ら
れ
た
「
名
」
で
あ
る
。

　

香
に
付
け
ら
れ
た
「
名
」
は
、
十
六
世
紀
半
ば
に
分
類
・
整
理
さ
れ
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。「
名
香
録
」
と
呼
ば
れ
る
リ
ス

ト
の
誕
生
で
あ
る
。
当
初
数
百
を
数
え
た
複
数
の
名
香
群
か
ら
、
志
野
宗
温
ら
に
よ
り
六
十
種
余
が
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
の

ち
に
「
六
十
一
種
名
香
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
と
な
り
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
名
香
」
は
権
威
化
さ
れ
、
信
長
が
蘭
奢
待
を

截
香
す
る
折
に
は
、
王
権
を
象
徴
す
る
ほ
ど
に
も
な
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
、
香
の
持
つ
権
威
性
と
宗
教
性
、
文
化
性
の
す
べ
て
が
華
開
い
た
の
が
、
中
世
末
期
の
文
明
年
間
か
ら
天
正
年
間
に
至

る
百
年
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
香
り
と
名
の
誉
れ
を
合
わ
せ
持
つ
「
名
香
」
を
遊
ぶ
芸
能
が
生
ま
れ
た
の
が
文
明
年
間
の
頃

で
あ
り
、
こ
れ
が
最
高
の
権
威
を
持
っ
た
の
が
、
信
長
に
よ
る
蘭
奢
待
截
香
が
行
わ
れ
た
天
正
年
間
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
す
な

わ
ち
こ
の
百
年
が
香
道
成
立
の
た
め
の
最
も
重
要
な
期
間
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
名
香
録
が
作
成
さ
れ
た
天
文
～
永
禄
年
間

（
一
五
三
二
～
六
九
）
頃
、
香
道
が
成
立
し
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
現
在
の
香
道
に
つ
な
が
る
家
元
制
度
の
成
立
・
確
立
の
た
め
に
は
、
江
戸
中
期
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
規

矩
作
法
と
伝
書
が
整
い
、
道
具
、
名
香
録
、
伝
来
神
話
が
揃
い
、「
香
道
」
と
い
う
芸
能
の
範
囲
を
あ
ら
わ
す
呼
称
が
一
度
な
ら
ず
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み
ら
れ
る
上
は
、「
香
道
」
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
よ
り
、
香
道
成
立
の
時
期
が
お
お
よ
そ
特
定
さ
れ
た
と
と
も
に
、
香
道
成
立
に
至
る
経
緯

─
何
が
香
道
を
成
立
さ
せ
た

の
か

─
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

香
道
と
は
、
連
歌
的
原
理
に
よ
っ
て
切
り
結
ば
れ
た
嗅
覚
と
言
語
の
芸
能
で
あ
り
、
宗
教
性
と
政
治
性
（
王
権
）
が
深
く
か
か
わ

り
な
が
ら
、
中
世
末
期
、
十
六
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
美
学
な
の
で
あ
る
。
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あ
と
が
き

　

京
は
御
所
の
西
、
江
戸
時
代
の
儒
者
皆
川
淇
園
（
一
七
三
四
～
一
八
〇
七
）
の
学
問
所

「
弘
道
館
」
址
の
数
寄
屋
建
築
（
現
・
有
斐
斎
弘
道
館
）
が
取
り
壊
し
の
危
機
に
遭
っ
て

い
た
と
こ
ろ
を
、
伝
統
文
化
を
通
し
た
人
間
育
成
機
関
と
し
て
再
生
さ
せ
て
九
年
。

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
だ
っ
た
庭
も
、
多
く
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
甦
っ
た
。
そ
の
間
、

つ
ね
に
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
中
世
に
お
け
る
香
や
茶
、
連
歌
の
サ
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
今
、
伝
統
文
化
を
学
び
、
伝
え
る
場
が
「
在
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
ま
す
ま
す
感
じ
て
い
る
。

　

本
書
を
執
筆
中
の
、
秋
の
一
日
の
、
茶
事
の
朝
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

有
斐
斎
弘
道
館
は
、
通
り
に
面
し
た
門
か
ら
北
へ
と
細
く
長
い
露
地
が
の
び
て
い
る
の
だ
が
、
古
い
石
畳
の
石
は
傾
き
、
石

と
石
の
間
に
は
小
さ
な
雑
草
が
そ
こ
か
し
こ
に
頭
を
出
し
て
い
て
、
ま
た
夜
の
間
に
落
ち
た
椎
の
実
が
挟
ま
っ
た
り
し
て
い
る
。

石
畳
の
脇
は
苔
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
苔
の
上
に
は
樹
木
の
葉
が
間
断
な
く
舞
い
降
り
て
く
る
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ

を
、
取
り
除
き
、
清
め
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
無
心
に
庭
の
手
入
れ
を
し
て
い
て
、
ふ
と
、
腑
に
落
ち
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

そ
う
か
、
私
た
ち
は
、「
美
」
の
た
め
に
、
庭
を
清
め
て
き
た
の
だ
と
。

　

誰
の
た
め
で
も
な
い
、「
美
」
の
た
め
な
の
だ
と
。

　

そ
れ
は
、
九
年
前
に
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
時
に
庭
の
手
入
れ
が
辛
く
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
誰
か
に
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褒
め
て
も
ら
い
た
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
、
庭
と
の
「
対
話
」
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
露

地
庭
は
客
の
た
め
に
清
め
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
、
究
極
的
に
は
誰
の
た
め
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
自

分
の
た
め
で
も
な
く
、「
美
」
の
た
め
に
為
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。

　
「
美
」
と
い
う
規
範
を
持
ち
、「
美
」
を
目
ざ
す
が
た
め
に
、
人
は
我
欲
を
超
え
、
自
然
を
愛
し
、
自
然
と
語
ら
い
、
芸
術
を

培
い
、
平
和
で
豊
か
な
心
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
何
の
た
め
に
庭
が
必
要
な
の
か
？
」「
何
の
た
め
に
非
効
率
的
な
町
家
を
守
る
の
か
？
」「
そ
も
そ
も
伝
統
を
守
る
必
要
が

あ
る
の
か
？
」
と
い
う
よ
う
な
愚
問
を
日
々
浴
び
せ
ら
れ
、
自
問
せ
ざ
る
を
え
な
い
現
代
の
病
巣
と
は
、
こ
の
「
美
」
を
見

失
っ
て
い
る
状
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
美
」
は
時
に
目
に
見
え
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
準
を
数
字
で
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
美
を
感
じ
る
た
め

に
は
、
美
に
心
を
動
か
さ
れ
る
経
験
が
必
要
だ
が
、
と
り
わ
け
伝
統
的
な
美
に
触
れ
る
場
が
、
日
常
か
ら
失
わ
れ
て
い
く
こ
と

を
危
惧
し
て
い
る
。
日
本
人
が
長
い
年
月
を
か
け
て
培
っ
て
き
た
美
の
感
性
は
、
い
ま
、
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　

本
書
は
、
博
士
論
文
と
し
て
二
〇
〇
八
年
九
月
に
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
（
超
域
文
化
科
学
専
攻
表
象
文
化
論
研

究
室
）
に
提
出
し
た
も
の
に
、
一
部
加
筆
訂
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
提
出
時
の
内
容
で
あ
る
た
め
、
最
新
の
研
究
を
十

分
に
反
映
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
、
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

博
士
論
文
の
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
院
時
代
、
歌
舞
伎
や
能
、
中
世
神
道
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
興
味
の
対
象
を
変
え
て

定
ま
ら
な
い
私
を
大
ら
か
に
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
東
京
大
学
教
授
の
松
岡
心
平
先
生
、
同
じ
く
東
京
大
学
教
授
（
当
時
）
の

小
林
康
夫
先
生
、
田
中
純
先
生
、
立
命
館
大
学
特
命
教
授
（
当
時
）
の
川
嶋
將
生
先
生
、
同
志
社
大
学
教
授
の
矢
野
環
先
生
に
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お
世
話
に
な
っ
た
。
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
と
り
わ
け
矢
野
先
生
に
は
、
博
士
論
文
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
文
献

を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
が
、
こ
の
た
び
の
出
版
に
あ
た
り
、
再
び
先
生
の
研
究
室
を
訪
ね
、
改
め
て
貴
重
な
ご
指
摘
を
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
拙
い
論
考
に
目
を
通
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
能
楽
師
で
連
歌
研
究
者
の
有
松
遼
一
さ
ん
、
日
本
学
術

振
興
会
研
究
員
の
原
瑠
璃
彦
さ
ん
、
同
志
社
大
学
の
御
手
洗
靖
大
さ
ん
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
そ
し
て
、
博
士
論
文
を
執
筆
し

始
め
た
時
に
訪
れ
、
香
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
た
思
い
出
深
い
寺
で
あ
る
、
世
尊
寺
（
奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
）
の
本
山
一
路
住

職
に
は
、
こ
の
た
び
の
出
版
に
際
し
、
表
紙
に
「
現
光
寺
縁
起
絵
巻
」
の
掲
載
を
快
く
お
許
し
く
だ
さ
り
、
ま
た
大
淀
町
教
育

委
員
会
の
松
田
度
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
の
他
、
掲
載
の
ご
許
可
を
賜
り
ま
し
た
関
係
諸
機
関
の
み
な
さ
ま
に
感
謝
申
し

上
げ
る
。
さ
ら
に
、
香
道
志
野
流
次
期
二
十
一
世
蜂
谷
宗
苾
氏
よ
り
お
言
葉
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
光
栄
で
あ
っ

た
。
最
後
に
、
出
版
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
思
文
閣
出
版
の
原
宏
一
氏
と
、
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
編
集

の
大
地
亜
希
子
氏
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　

本
書
は
、
香
道
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
通
し
て
、
日
本
人
の
、
目
に
見
え
な
い
も
の
に
対
す
る
感
性
を
問
う
て
き
た
。
香

道
の
美
学
を
十
分
に
語
り
つ
く
す
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
語
る
た
め
の
、
一
つ
の
基
盤
の
よ
う
な
も
の

─
美
を
語
る
庭

─
が
生
み
出
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
、
日
本
の
美
を
語
る
庭
が
、
再
び
日
常
に
あ

ふ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
、
筆
を
お
き
た
い
。

　
　

二
〇
一
七
年
十
月
吉
日
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