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。
は
な
す
”
こ
と
へ
の
凝
視

-
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
。
は
な
し
”
と
。
は
な
し
手
”
-

一
、
「
は
な
し
の
種
」
が
提
示
す
る
は
な
し
手
像
-
序
文

読
者
の
疑
問
を
置
き
去
り
に
、
何
の
説
明
も
な
く
進
行
す
る
西
鶴
の
文
体
。
幸
田
露
伴
は
、

そ
れ
を
「
片
舟
に
乗
て
急
流
を
下
る
」
(
「
井
原
西
鶴
」
)
よ
う
だ
と
評
し
た
。
一
章
を
構
成
す
る

要
素
と
要
素
と
の
間
に
、
読
者
は
し
ば
し
ば
深
い
断
絶
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ

わ
れ
の
常
識
的
な
感
覚
で
は
、
越
え
難
い
印
象
を
さ
え
与
え
る
。
だ
が
、
西
鶴
の
は
な
し
は
、

そ
の
よ
う
な
と
ま
ど
い
を
無
視
す
る
よ
う
に
進
行
し
て
い
く
。

そ
の
時
、
読
者
は
何
を
垣
間
見
て
、
何
を
感
じ
取
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
印
象
は
、
一

章
全
体
の
綜
合
的
な
理
解
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
。
西
鶴
作
品
の
読
み
を
皮
相
的
な
レ
ヴ
ェ
ル

に
と
ど
め
ず
に
追
究
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
周
知
の
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
序
文
。

世
間
の
広
き
事
、
国
く
を
見
め
ぐ
り
て
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
。
熊
野
の
奥
に
は

湯
の
中
に
ひ
れ
ふ
る
魚
有
。
筑
前
の
国
に
は
、
ひ
と
つ
を
さ
し
荷
ひ
の
大
蕪
有
。
豊
後
の

大
竹
は
手
桶
と
な
り
、
わ
か
さ
の
国
に
弐
百
余
歳
の
し
ろ
び
く
に
の
す
め
り
。
近
江
の
国

堅
田
に
七
尺
五
寸
の
大
女
房
も
有
。
丹
波
に
一
丈
弐
尺
の
か
ら
鮭
の
宮
あ
り
。
松
前
に
百

間
つ
ゞ
き
の
荒
和
布
有
。
阿
波
の
鳴
戸
に
竜
女
の
か
け
硯
あ
り
。
加
賀
の
し
ら
山
に
ゑ
ん

ま
わ
う
の
巾
着
も
あ
り
。
信
濃
の
寝
覚
の
床
に
浦
島
が
火
う
ち
筥
あ
り
。
か
ま
く
ら
に
頼

朝
の
こ
づ
か
ひ
帳
有
。
都
の
嵯
峨
に
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
あ
り
。
是
を
お
も
ふ
に
、
人

は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
。

「
世
間
の
広
き
事
」
を
強
調
す
る
た
め
の
、
諸
国
の
「
は
な
し
の
種
」
の
例
と
し
て
ま
ず
あ

げ
ら
れ
た
の
は
、
温
泉
の
中
で
泳
ぐ
魚
や
巨
大
な
蕪
な
ど
で
あ
っ
た
。
標
準
を
超
え
た
、
あ
る

い
は
標
準
か
ら
は
ず
れ
た
、
い
わ
ば
物
理
的
規
格
外
の
特
性
を
持
ち
合
わ
せ
た
動
植
物
あ
る
い

は
人
で
あ
る
。
松
前
の
百
聞
の
昆
布
ま
で
は
、
そ
の
類
い
が
続
く
。

し
か
し
、
そ
の
後
に
続
く
「
竜
女
の
か
け
硯
」
「
ゑ
ん
ま
わ
う
の
巾
着
」
「
浦
島
が
火
う
ち
筥
」

「
頼
朝
の
こ
づ
か
ひ
帳
」
は
、
先
の
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。
温
泉
の
中
で
泳
ぐ
魚

有

働

裕

や
二
百
余
歳
の
老
女
の
存
在
は
、
確
か
に
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
実
在
す
る
の
だ
と
言
わ
れ

れ
ば
、
あ
え
て
強
固
に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
に
く
ら
べ

て
、
「
ゑ
ん
ま
わ
う
の
巾
着
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
う
さ
ん
臭
い
伝
承
を
頭
か
ら
信
じ
込
む
に
は
、

い
か
に
西
鶴
当
時
の
読
者
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
抵
抗
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
ど
こ
か
に
安
置

さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
硯
や
巾
着
自
体
に
際
立
っ
た
特
異
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
物
理
的
に
は
「
は
な
し
の
種
」
と
な
る
よ
う
な
特
性
は
さ
ほ
ど
備
わ
っ
て
は
い

な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
譚
や
伝
承
、
そ
れ
を
付
会
し
た
人
々
、
そ
し
て
そ
れ
を
信
じ
込

ん
で
い
る
人
々
の
存
在
を
含
め
て
の
「
は
な
し
の
種
」
で
あ
っ
た
。

嵯
峨
の
「
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
」
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
不
可
思
議
な
伝
承
さ
え
も
伴
っ

て
い
な
い
。
ど
こ
に
で
も
有
り
が
ち
な
現
実
の
一
様
相
、
と
ま
で
言
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う

か
。
四
十
一
の
女
性
も
振
袖
も
、
そ
れ
自
体
に
は
何
の
特
異
性
も
な
い
。
そ
の
両
者
を
組
み
合

わ
せ
て
し
ま
う
、
そ
し
て
、
両
者
の
組
み
合
わ
せ
を
奇
異
と
し
て
し
ま
う
人
々
が
い
て
こ
そ
「
は

な
し
の
種
」
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
仮
に
、
小
学
館
古
典
文
学
全
集
の
注
釈
通
り
、
愛
宕
山
の

宿
屋
の
客
引
き
女
を
さ
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
好
色
一
代
女
』
を
例
に
引
く
ま
で
も
な
く
、

年
齢
を
偽
る
こ
と
は
、
こ
の
手
の
職
業
で
は
常
識
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
「
は
な
し
の
種
」
と
し

て
諸
国
に
求
め
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
く
、
世
間
の
広
さ
を
示
す
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う

な
現
実
に
大
げ
さ
に
驚
い
て
い
る
姿
は
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
さ
え
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
不
自
然
な
行
動
を
し
て
し
ま
う
人
間
と
い
う
も
の
の
不
可
思
議
さ

を
、
は
な
し
手
は
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
述
懐
す
る
。
は
な
し
手
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

ま
さ
に
人
間
の
心
理
の
「
ば
け
も
の
」
的
性
質
で
あ
ろ
う
が
、
読
者
の
前
に
は
、
同
時
に
振
袖

姿
の
四
十
女
を
「
は
な
し
の
種
」
と
し
て
し
ま
う
は
な
し
手
自
身
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
は
な

す
側
の
、
は
な
し
の
主
体
の
問
題
の
暗
示
。
こ
の
大
振
袖
の
女
に
言
及
し
た
と
き
の
は
な
し
手

は
、
豊
後
の
大
竹
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
る
「
世
間
」
と
は
異
質
の
「
世
間
」
を
問
題
に

し
て
い
る
。
は
な
し
が
最
初
か
ら
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
は
な
し
の
種
」
は
、
そ
れ
を
話
題
と

す
る
人
自
身
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
西
鶴
は
、
質
の
異
な
っ
た
「
は
な
し
の
種
」
を
並
べ
て
い
き
な
が
ら
、
読
者
に

対
し
て
は
何
の
こ
と
わ
り
も
し
な
い
。
百
聞
続
き
の
昆
布
と
竜
女
の
掛
硯
、
頼
朝
の
小
遣
い
帳

と
大
振
袖
の
四
十
女
と
の
間
に
断
絶
も
し
く
は
飛
躍
の
あ
る
こ
と
は
、
誰
で
も
気
づ
く
こ
と
で

は
あ
る
が
、
そ
ん
な
疑
問
に
立
ち
止
ま
ら
せ
な
い
の
が
西
鶴
の
文
体
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
説

明
不
足
に
欲
求
不
満
ぎ
み
の
読
者
に
は
、
は
な
し
手
の
存
在
が
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

い
さ
さ
か
唐
突
な
展
開
を
そ
の
ま
ま
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
、
は
な
し
手
の
姿
の
顕
在
化
。
そ

れ
は
、
物
語
世
界
の
全
知
の
支
配
者
と
し
て
、
読
者
に
異
論
を
差
し
挟
ま
せ
な
い
ま
ま
に
進
行

さ
せ
る
、
王
朝
物
語
の
草
子
地
的
な
語
り
の
主
体
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

「
是
を
お
も
ふ
に
、
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
。
J
j
諸
国
に
あ
る
「
は
な
し
の

種
」
を
、
熊
野
の
温
泉
の
魚
か
ら
出
発
し
て
同
類
の
も
の
を
素
直
に
並
べ
立
て
て
い
た
な
ら
ば
、

こ
ん
な
結
論
に
至
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
序
文
の
記
述
そ
の
も
の
が
破

格
で
あ
る
。
百
物
語
の
い
わ
れ
を
解
説
し
、
「
此
双
紙
は
そ
の
国
々
の
諸
人
も
聞
き
お
よ
び
見
及

び
た
る
咄
の
証
拠
た
。
ゝ
し
き
を
」
集
め
た
と
す
る
『
諸
国
百
物
語
』
(
延
宝
五
年
刊
)
の
序
文
や
、

「
爰
に
予
亡
祖
由
緒
あ
っ
て
此
一
帖
を
伝
ふ
」
と
そ
の
由
来
を
述
べ
る
『
宗
祗
諸
国
物
語
』
(
貞

享
二
年
刊
)

の
序
文
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
一
貫
性
の
な
さ
や
権
威
づ
け
の
欠
如
は
際
立
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
奇
談
集
に
お
け
る
序
文
の
役
割
は
、
収
め
ら
れ
た
内
容
が
恣
意
的
に
改
竃
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
者
あ
る
い
は
は
な
し
手
の
存
在
を
、

読
者
の
意
識
外
に
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
序
文
は
、
示
さ
れ

た
「
は
な
し
の
種
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
興
味
を
読
者
に
与
え
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
、
あ
ら

ぬ
方
向
へ
と
興
味
を
移
行
さ
せ
て
し
ま
っ
た
は
な
し
手
自
身
の
姿
を
も
凝
視
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

は
な
し
と
い
う
も
の
に
人
は
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
の
か
。
奇
異
な
の
は
話
題
と

な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
は
な
す
人
の
心
の
あ
り
方
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
ま
で

全
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
疑
問
が
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
明
確
な
テ
ー
マ
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
気
ま
ぐ
れ
な
言

い
回
し
に
翻
弄
さ
れ
た
果
て
に
、
は
な
し
手
に
対
す
る
不
審
と
お
か
し
さ
の
両
面
を
、
お
ぼ
ろ

げ
な
が
ら
抱
き
つ
つ
読
む
こ
と
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
は
な
す
と
い
う
行
為
へ
の
凝
視

を
導
き
出
す
よ
う
な
展
開
は
、
こ
の
序
文
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
各
章
も
ま
た
、
そ
の
中
の
話
材
(
諸
要
素
)
相
互
の
間
に
、
し
ば

し
ば
断
絶
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
典
拠
に
頼
り
す
ぎ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
破
綻
と
す
る
の

も
、
一
つ
の
見
解
で
あ
仏
心
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
観
点
は
取
ら
な
い
。
こ
の
断
絶
の
意

味
を
、
先
に
注
目
し
た
は
な
す
と
い
う
行
為
へ
の
関
心
と
か
か
わ
ら
せ
つ
つ
、
積
極
的
に
一
章

の
理
解
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

一

一

二
、
伝
承
の
付
会
と
改
鼠

-
巻
一
の
I

「
公
事
は
破
ら
ず
に
勝
」
-

巻
一
の
一

「
公
事
は
破
ら
ず
に
勝
」
で
の
中
心
話
材
は
、
興
福
寺
と
東
大
寺
の
間
で
の
太
鼓

の
貸
し
借
り
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
、
中
で
も
興
福
寺
の
学
頭
の
「
智
恵
」
に
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
一
章
は
、
そ
の
太
鼓
の
由
来
に
つ
い
て
の
、
次
の
よ
う
な
記
述
で
始
ま
っ
て
い
る
。

大
織
冠
、
さ
ぬ
き
の
国
房
崎
の
浦
に
て
、
竜
宮
へ
取
ら
れ
し
、
玉
を
と
り
帰
さ
ん
た
め
に
、

都
の
伶
人
を
呼
び
く
だ
し
給
ひ
て
、
管
絃
あ
り
し
、
唐
太
鼓
、
ひ
と
つ
は
、
南
都
東
大
寺

に
お
さ
め
、
ま
た
ひ
と
つ
は
、
西
大
寺
の
宝
物
と
な
り
ぬ
。
こ
の
太
鼓
い
つ
の
頃
か
、
西

本
願
寺
に
渡
て
、
今
に
二
六
時
中
を
勤
め
け
る
。
昔
日
に
、
革
張
替
る
時
、
此
中
を
見
る

に
、
西
大
寺
の
豊
心
丹
の
方
組
を
、
細
字
に
て
書
付
あ
り
け
る
也
。

冒
頭
の
一
文
は
、
直
接
に
は
幸
若
舞
曲
「
大
織
冠
」
、
古
浄
瑠
璃
「
太
織
冠
」
に
よ
る
伝
承
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
大
織
冠
藤
原
鎌
足
が
玉
を
取
り
返
す
た
め
に
管
弦
を
催
す
場
面

は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
た
太
鼓
の
ゆ
く
え
な
ど
は
い
ず
れ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

西
鶴
よ
り
後
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
鎌
足
の
房
崎
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
伊
沢
幡
竜
が
『
広
益
俗

説
弁
』
(
正
徳
五
年
刊
)
で
「
此
説
拠
な
し
」
と
退
け
て
い
る
。
広
く
知
ら
れ
た
伝
承
で
は
あ
っ

た
が
、
西
鶴
当
時
の
読
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
当
時
実
在
の
二
つ
の
太
鼓
と
結
び
付
け
る
安
易
さ
。
名
刹
に

あ
り
か
ち
な
、
真
偽
の
確
か
め
よ
う
が
な
い
、
信
じ
が
た
い
伝
承
。
い
う
な
れ
ば
、
「
竜
女
の
か

け
硯
」
「
ゑ
ん
ま
わ
う
の
巾
着
」
「
浦
島
が
火
う
ち
筥
」
「
頼
朝
の
こ
づ
か
ひ
帳
」
と
同
レ
ベ
ル
の

強
引
で
滑
稽
な
な
付
会
で
あ
り
、
こ
こ
に
序
文
と
の
連
続
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
本
章
が
冒
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る
意
味
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

井
上
敏
幸
氏
は
、
貞
享
元
年
に
東
大
寺
の
大
仏
再
興
の
た
め
の
勧
進
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
意

識
し
て
、
「
再
版
に
あ
た
っ
て
」
加
筆
修
正
し
て
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
の
が
こ
の
一
章
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
は
、
同
時
代
の
社
会
を
凝
視
し
よ
う
と
す
る
西
鶴
の
作
家
的
姿
勢
が
う
か
が
え
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
篠
原
進
氏
は
、
こ
の
一
章
を
『
愛
宕
百
韻
』
の
光
秀
・
紹
巴
の
逸
話
と
関

連
さ
せ
、
「
綱
吉
の
治
世
下
と
い
う
新
た
な
乱
世
で
流
行
作
家
の
道
に
踏
み
出
そ
う
と
す
る
西
鶴

の
決
意
と
方
向
性
を
示
唆
」
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
冒
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と

し
た
。

だ
が
、
そ
も
そ
も
学
僧
の
「
智
恵
」
の
逸
話
の
前
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
前
置
き
が
必
要
だ
っ

た
の
か
。
井
上
氏
や
篠
原
氏
が
示
し
た
よ
う
な
生
真
面
目
で
重
厚
な
意
味
を
読
み
取
る
に
は
、

あ
ま
り
に
軽
薄
な
導
入
部
で
は
な
い
か
。
現
存
板
本
が
初
版
か
再
版
か
と
い
っ
た
成
立
事
情
の

問
題
は
ひ
と
ま
ず
お
く
こ
と
に
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
序
文
に
続
け
て
巻
一
の
一
を
読
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み
進
め
た
場
合
に
は
、
序
文
後
半
の
記
述
と
太
鼓
の
由
来
譚
と
の
連
続
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
ら
の
太
鼓
の
伝
承
の
う
さ
ん
臭
さ
は
、
最
初
か
ら
露
呈
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い
。
さ
ら
に
「
豊
心
丹
」
と
い
う
当
代
の
卑
近
な
物
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
伝
承
の
世

界
か
ら
俗
世
間
へ
と
引
き
降
ろ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

「
豊
心
丹
」
が
西
大
寺
の
土
産
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
雍
州
府
志
』
(
貞
享
元
年
)

巻
六
「
土
産
門

上
」
か
ら
知
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
現
在
堺
の
西
本
願
寺
が
蔵
す
る
西
大
寺
旧

蔵
の
太
鼓
の
胴
内
に
、
豊
心
丹
の
製
法
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

ん
な
太
鼓
が
、
実
は
大
織
冠
ゆ
か
り
の
太
鼓
で
あ
っ
た
と
い
う
都
合
の
よ
さ
。
豊
心
丹
の
由
来

に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
よ
う
で
、
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
鎌
倉
期
ご
ろ
に
で
き
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
伝
承
の
中
の
こ
と
で
ね
ひ
。
そ
し
て
ま
た
、
諸
注
釈
に
よ
れ
ば
、

西
本
願
寺
の
太
鼓
は
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
の
時
に
取
り
寄
せ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
「
本
願
寺

七
宝
由
来
」
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
も
は
や
、
こ
の
「
豊
心
丹
」
と
、
大
織
冠
藤
原
鎌
足

と
を
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
組
み
合
わ
せ
て
話
す
こ
と
自
体
笑
止
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
は
な
し
を
す
る
は
な
し
手
自
身
の
姿
、
伝
承
の
主
体
と
な
る
も
の
の
姿
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
慰
み
草
提
供
者
と
し
て
の
作
者
の
姿
勢
の

提
示
-
本
作
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
作
者
の
意
思

表
示
-
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
読
者
に
伝
承
そ
の
も
の
へ
の
疑
い
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
、
伝
承
を
あ
え
て
否
定
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
一
種
の
う
さ
ん
臭
さ
を
感
じ

取
り
つ
つ
享
受
す
る
よ
う
な
冷
め
た
視
座
の
確
立
が
、
こ
の
後
の
展
開
と
か
か
わ
っ
て
く
る
こ

と
に
な
る
。

興
福
寺
で
は
、
法
事
に
毎
年
東
大
寺
の
太
鼓
を
借
り
て
用
い
て
い
た
が
、
あ
る
年
、
東
大
寺

か
ら
拒
否
さ
れ
る
。
今
年
だ
け
は
と
な
ん
と
か
借
り
出
し
た
も
の
の
、
興
福
寺
の
僧
た
ち
の
怒

り
は
鎮
ま
ら
な
い
。
壊
す
か
焼
く
か
と
い
う
過
激
な
意
見
も
出
る
中
、
学
頭
の
老
法
師
が
、
「
太

鼓
を
そ
の
ま
ま
、
当
寺
の
も
の
に
な
せ
る
分
別
あ
り
」
と
、
筒
の
中
に
「
東
大
寺
」
と
書
き
付

け
て
あ
る
の
を
削
っ
て
、
新
し
く
ま
た
「
東
大
寺
」
と
書
い
て
返
す
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
の

通
り
に
し
て
返
し
、
次
の
年
、
再
び
騒
動
と
な
り
、
奉
行
所
の
詮
議
を
あ
お
い
だ
と
こ
ろ
、
「
た

と
へ
興
福
寺
か
ら
の
仕
業
に
て
も
、
越
度
は
古
代
の
書
付
け
し
れ
が
た
し
。
自
今
興
福
寺
の
太

鼓
に
極
め
、
先
例
の
通
り
、
置
所
は
東
大
寺
に
あ
づ
け
、
」
必
要
な
時
は
興
福
寺
が
用
い
る
よ
う

に
せ
よ
、
と
い
う
裁
定
が
下
る
。

こ
の
場
合
、
太
鼓
の
現
在
の
所
有
者
が
東
大
寺
で
あ
る
以
上
、
非
は
明
ら
か
に
興
福
寺
に
あ

る
。
由
緒
あ
る
太
鼓
の
筒
の
内
の
書
き
付
け
を
大
胆
に
も
削
り
、
新
た
に
書
き
直
し
て
訴
訟
に

持
ち
込
む
と
い
う
や
り
方
は
、
焼
き
捨
て
る
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
、
や
は
り
か
な
り
横
暴
な

も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
行
為
を
、
井
上
氏
の
よ
う
に
公
慶
上
人
の
硯
学
と
し
て
の
世
評
や
、

篠
原
氏
の
よ
う
に
乱
世
を
生
き
抜
く
作
家
と
し
て
の
西
鶴
の
姿
勢
と
重
ね
合
わ
せ
る
の
に
は
、

違
和
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
が
、

解
釈
上
重
要
な
の
は
、
西
鶴
が
何
を
参
考
に
し
た
か
よ
り
も
、
冒
頭
で
「
ひ
と
つ
は
、
南
都
東

大
寺
に
お
さ
め
」
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
鎌
足
ゆ
か
り
の
太
鼓
が
、
融
通
無
碍
な
興
福
寺

の
や
り
方
と
公
権
力
の
事
勿
れ
主
義
の
裁
定
に
よ
っ
て
、
興
福
寺
の
所
有
と
認
定
さ
れ
し
ま
う

と
い
う
展
開
の
方
で
あ
る
。
は
な
し
手
自
身
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
伝
承
は
、
こ
こ
で
改
窒
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

は
な
し
手
の
淡
々
と
し
た
言
い
回
し
と
は
う
ら
は
ら
に
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
太
鼓
の
伝
承

自
体
が
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
書
き
付
け
を
削
っ
て
書
き
直
す
と
い
う
扱
い
は
、
そ
の
権

威
が
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
に
よ
っ

て
、
伝
承
が
死
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
古
代
の
こ
と
は
「
し
れ
が
た
し
」
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
「
興
福
寺
の
太
鼓
」
の
伝
承
と
し
て
、
そ
れ
は
新
た
な
生
命
力
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

幸
若
舞
曲
「
大
織
冠
」
は
興
福
寺
の
金
堂
建
立
を
、
古
浄
瑠
璃
「
太
織
冠
」
は
東
大
寺
の
大
仏

建
立
を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
端
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
種
の
伝
承
の
存
在
も
本
章
の
背
景
と
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
信
憑
性
な
ど
は
ど
こ
吹
く
風
で
、
当
代
の
者
の
都
合
に
よ
っ

て
こ
の
太
鼓
の
伝
承
は
大
胆
に
改
童
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
新
た
な
伝
承
と
な
っ
て
生
き
続
け
て

い
く
の
で
あ
る
。

伝
承
と
は
、
は
な
し
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
作
者
の
直
接

の
言
及
は
な
い
。
は
な
し
手
の
言
い
回
し
に
よ
っ
て
I
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
話
材
が
淡
々
と

並
べ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
な
す
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
相
対
化
さ
れ
、
そ
の
本

質
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
遠
近
法
が
、
こ
の
一
章
に
お
い
て
は
取
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

三
、
蛇
と
竜
と
穴
と
「
殊
勝
な
る
道
心
者
」

-
巻
三
の
六
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
-

巻
三
の
六
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
は
、
序
文
と
共
通
し
た
記
述
-
「
さ
し
荷
ひ
の
大
蕪
菜
」
や

コ
里
半
つ
ゞ
き
た
る
こ
ん
ぶ
」
-
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
西
鶴
の
説
話
的
興
味
の
あ
り
方

を
示
す
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
、
そ
う
い
っ
た

共
通
点
以
上
に
、
は
な
す
と
い
う
行
為
へ
の
関
心
に
お
い
て
、
類
似
し
た
方
向
性
を
示
し
て
い

こ
の
章
の
前
半
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

降
り
続
く
五
月
雨
で
川
の
水
が
増
し
、
吉
野
に
は
訪
れ
る
人
も
い
な
い
。
西
行
庵
跡
に
居

一

一

一

-238-



有 働 裕

を
構
え
る
「
殊
勝
な
る
道
心
者
」
は
、
土
地
の
者
と
と
も
に
煎
じ
茶
を
飲
ん
で
過
ご
し
て

い
た
。
急
に
激
し
く
な
っ
た
雨
の
中
で
、
板
縁
の
片
隅
に
あ
っ
た
古
い
茶
臼
の
心
木
の
穴

か
ら
七
、
八
寸
ば
か
り
の
蛇
が
出
て
、
柚
子
の
枝
伝
い
に
空
へ
登
っ
て
い
く
。
そ
こ
へ
里

人
が
大
勢
駆
け
つ
け
て
、
庭
か
ら
十
丈
あ
ま
り
の
竜
が
昇
天
し
た
の
を
見
た
、
と
騒
ぐ
。

出
て
み
る
と
、
門
前
の
大
木
の
下
が
掘
れ
て
、
池
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

茶
臼
の
心
木
の
穴
か
ら
出
て
昇
天
し
た
細
い
蛇
。
竜
の
昇
天
を
見
た
と
い
う
村
里
の
人
々
。

そ
し
て
、
大
木
の
下
に
現
れ
た
大
き
な
穴
。
こ
れ
ら
は
、
道
心
者
の
住
む
庵
の
内
あ
る
い
は
外

か
ら
描
写
す
る
視
点
に
よ
っ
て
、
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
三
つ
の
事
実
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

ぞ
れ
に
断
絶
が
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

『
俳
諧
類
船
集
』
の
蛇
の
項
に
も
「
洪
水
の
時
に
は
木
々
の
枝
に
ま
と
ひ
て
ゐ
る
物
と
そ
」

と
あ
る
通
り
、
蛇
は
木
を
は
い
登
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
細
い
蛇
で
あ
っ
た
。
こ

れ
が
十
丈
あ
ま
り
の
竜
に
変
化
し
た
と
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
道
心

者
も
見
と
ど
け
て
は
い
な
い
。

竜
の
出
現
と
豪
雨
落
雷
と
は
周
知
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
元
来
竜
に
ま
つ
わ
る
地
名
の
目

礼
宍
こ
の
吉
野
の
地
で
は
、
そ
の
よ
う
な
天
候
の
お
り
に
竜
が
現
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
、
と

も
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
里
人
は
、
竜
を
見
た
よ
う
に
錯
覚
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

こ
の
作
品
世
界
に
お
い
て
は
、
事
実
と
し
て
竜
が
昇
天
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
面
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
里
人
が
そ
う
口
々
に
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。

門
前
の
榎
の
大
木
の
下
の
、
池
の
よ
う
な
大
穴
の
出
現
。
単
に
豪
雨
に
よ
る
も
の
か
。
あ
る

い
は
、
竜
の
出
現
に
か
か
わ
る
も
の
か
。
竜
の
霊
力
と
池
や
穴
の
変
化
が
一
組
と
な
っ
た
猿
沢

池
の
竜
神
伝
承
も
想
起
さ
れ
ね
万
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
穴
の
出
現
が
竜
の
昇
天
と
ど
う
か
か
わ
っ

て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

小
さ
な
蛇
と
、
竜
を
見
た
と
騒
ぐ
里
人
と
、
大
き
な
穴
―
こ
の
三
つ
の
、
つ
な
が
り
の
今
一

つ
不
明
確
な
「
事
実
」
の
提
示
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
諸
注
釈
が
示
す
よ
う
に
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
記
述
を
援
用
し
て
、
小
さ
な
蛇

が
竜
と
な
っ
て
昇
天
し
た
の
だ
と
、
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
竜
の
昇
天
に
と

も
な
っ
て
、
大
き
な
穴
が
生
じ
て
も
お
か
し
く
な
い
ほ
ど
に
、
周
囲
が
荒
れ
る
こ
と
も
、
『
奇
異

雑
談
集
』
巻
五
の
一
な
ど
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
納
得
の
で
き
る
こ
と
か
も
し
れ
‰
ツ
だ
が
ヽ

実
際
に
そ
う
だ
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
関
連
を
読
者
に
暗
示
さ
せ
る
に
は
、
記

述
が
簡
略
に
過
ぎ
る
。
注
釈
を
試
み
た
先
学
は
、
言
う
な
れ
ば
、
博
識
を
活
用
し
て
三
つ
の
「
事

実
」
を
関
連
付
け
て
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
た
読
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
努
力
す
る

こ
と
も
な
く
、
そ
の
関
連
を
納
得
し
て
し
ま
っ
た
者
が
作
中
に
い
る
I
外
な
ら
ぬ
「
殊
勝
な
る

四

道
心
者
」
で
あ
る
。

「
さ
て
も
く
大
き
な
る
事
や
」
と
騒
ぐ
人
々
を
前
に
、
笑
い
な
が
ら
「
お
の
く
広
き
世

界
を
見
ぬ
ゆ
へ
也
」
と
言
う
道
心
者
は
、
竜
の
話
に
も
大
き
な
穴
の
出
現
に
も
動
じ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
い
か
に
も
「
殊
勝
な
」
落
ち
着
い
た
態
度
と
も
取
れ
る
が
、
里
人
と
と
も
に
「
事
実
」

に
驚
嘆
す
る
こ
と
な
く
、
妙
に
冷
め
切
っ
た
厭
味
な
態
度
に
も
取
れ
な
く
は
な
い
。
『
宇
治
拾
遺

物
語
』
の
「
蔵
人
得
業
猿
沢
の
池
の
龍
の
事
」
(
巻
十
一
の
六
)
の
恵
印
は
、
自
ら
の
仕
組
ん
だ

い
た
ず
ら
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
て
札
に
記
さ
れ
た
竜
の
出
現
を
期
待
し
て
落
胆
し

た
。
芥
川
龍
之
助
は
そ
れ
を
書
き
改
め
、
本
当
に
猿
沢
池
か
ら
昇
天
し
た
竜
を
呆
然
と
眺
め
る

恵
印
を
創
出
し
た
。
こ
れ
ら
に
比
し
て
、
本
章
の
道
心
者
に
は
愛
嬌
が
な
い
。
人
を
か
ら
か
う

茶
目
っ
気
も
な
け
れ
ば
怪
異
に
驚
く
素
直
さ
も
な
く
、
こ
の
相
互
に
断
絶
す
る
三
つ
の
「
事
実
」

を
自
明
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
、
す
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
広
き
世

界
」
を
見
て
い
る
自
分
に
は
、
こ
れ
ら
は
驚
く
に
値
し
な
い
こ
と
だ
と
。

吉
野
の
西
行
庵
跡
に
住
む
「
殊
勝
な
る
道
心
者
」
―
は
た
し
て
、
こ
の
「
殊
勝
」
に
は
ど
の

程
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
と
も
な
っ
て
い
る
の
の
だ
ろ
う
か
。

近
世
初
頭
の
吉
野
は
戦
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
い
た
。
一
山
の
本
堂
と
も
言
う
べ
き
蔵
王
堂

も
焼
失
し
、
仮
堂
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
豊
臣
秀
頼
の
喜
捨
を
得
て
再
興
さ
れ
た
の
が
慶
長

年
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
寛
文
年
間
以
降
、
「
吉
野
山
條
々
」
等
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
政
治
的
支

配
機
構
の
整
備
が
な
さ
れ
て
へ
い
。

そ
れ
と
と
も
に
、
吉
野
は
訪
遊
の
地
、
ま
た
は
林
業
の
地
と
し
て
し
だ
い
に
俗
化
し
て
い
く
。

謡
春
庵
周
可
(
山
岡
元
隣
か
)
の
『
吉
野
山
独
案
内
』
(
寛
文
十
一
年
)
、
林
宗
甫
撰
『
和
州
旧

跡
幽
考
』
(
延
宝
九
年
)
等
の
記
述
が
そ
れ
を
物
語
る
。
ま
た
、
吉
野
に
し
ば
ら
く
住
ん
だ
熊
津

蕃
山
は
、
も
ち
ろ
ん
誇
張
で
は
あ
る
に
し
ろ
、
「
昔
は
吉
野
を
世
の
う
き
時
の
か
く
れ
が
と
い
へ

り
。
其
時
は
諸
国
山
林
多
く
て
、
吉
野
に
柚
す
く
な
き
故
也
。
今
は
第
一
居
が
た
き
所
な
ら
ん
。
」

(
『
大
学
或
問
』
上
)
と
言
い
切
る
。

『
吉
野
山
独
案
内
』
に
よ
れ
ば
、
蔵
王
堂
の
少
し
手
前
、
関
屋
の
花
か
ら
子
守
明
神
の
坂
の

下
ま
で
に
、
「
か
け
作
り
の
家
居
千
軒
の
余
あ
り
。
皆
旅
人
を
と
め
、
う
り
物
に
は
花
を
か
ざ

り
」

、
名
物
の
塗
り
物
・
葛
・
植
・
茶
・
紙
等
や
材
木
が
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
千
軒
は
誇

張
で
あ
ろ
う
が
、
賑
や
か
な
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
か
ら
西
行
庵
ま
で
は
約
六
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
歩
い
て
二
時
間
半
ほ
ど
の
距
離
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
奥
に
あ
る
辰
の
尾
に
つ
い
て

も
、
『
吉
野
山
独
案
内
』
は
「
家
居
あ
り
」
と
し
て
そ
の
様
を
絵
に
描
き
、
貝
原
益
軒
著
『
和
州

巡
覧
記
(
大
和
巡
)
』
(
元
禄
九
年
)
に
も
「
民
家
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
西
行

庵
ま
で
は
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
一
時
間
ほ
ど
で
あ
る
。

西
鶴
よ
り
も
後
の
、
正
徳
か
ら
享
保
に
か
け
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
西
行
を
慕
う
似
雲
と
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い
う
憎
が
吉
野
に
山
居
し
、
小
さ
な
庵
で
つ
つ
ま
し
く
生
活
し
て
「
今
西
行
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
吉
野
の
僧
や
文
人
た
ち
と
交
流
し
て
歌
を
詠
み
あ
っ
て
ぃ
た
こ
と
は
歌
集
『
と
し
な
み
草
』

等
か
ら
う
か
が
え
る
。
『
と
し
な
み
草
』
に
は
。

世
に
遠
き
吉
野
の
奥
の
隠
家
を
花
よ
り
外
に
誰
か
し
ら
ま
し

元
成

と
い
う
歌
も
見
え
る
が
、
西
鶴
の
当
時
の
吉
野
は
、
既
に
風
流
人
に
と
っ
て
、
気
軽
に
隠
者
気

分
の
味
わ
え
る
手
頃
な
「
隠
家
」
に
な
っ
て
ぃ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

西
鶴
の
諸
作
品
に
は
、
吉
野
に
隠
れ
住
む
人
物
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
名
妓
吉
野
の
姿
人

形
と
と
も
に
吉
野
山
の
麓
の
六
田
で
暮
ら
す
松
葉
屋
の
新
三
郎
と
い
う
粋
人
(
『
諸
艶
大
鑑
』
巻

一
の
五
)
、
許
嫁
と
密
通
し
た
若
者
を
討
っ
て
立
ち
去
り
、
吉
野
の
里
に
潜
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
、

そ
の
若
者
の
子
ら
に
討
た
れ
て
し
ま
う
藤
沢
甚
左
衛
門
と
い
う
侍
(
『
武
道
伝
来
記
』
巻
二
の

こ
。
さ
る
大
名
の
家
臣
の
娘
だ
が
、
父
親
は
母
親
に
殺
さ
れ
、
母
親
も
自
害
し
た
た
め
に
、
十

三
の
時
か
ら
尼
と
な
っ
て
吉
野
に
山
居
す
る
二
十
余
り
の
女
性
の
庵
に
は
、
大
和
巡
り
の
俳
諧

仲
間
が
訪
れ
て
雑
談
を
す
る
(
『
名
残
の
友
』
巻
三
の
七
)
。
い
ず
れ
も
世
間
を
避
け
る
た
め
に

吉
野
へ
入
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
こ
は
適
度
に
外
界
と
の
交
流
が
保
て
る
、
ほ
ど
は
ど
の
「
隠

家
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
俗
化
し
た
吉
野
の
様
子
を
描
く
『
万
の
文
方
古
』
巻
五
の
四
「
桜
よ
し
野
山
難
儀

の
冬
」
-
真
面
目
に
勤
め
を
行
う
僧
は
ま
れ
で
、
大
方
は
「
世
間
僧
」
で
あ
り
、
世
間
の
噂
話
、

読
か
る
た
、
落
鮎
の
し
の
び
料
理
、
飲
酒
、
芝
居
奴
の
口
ま
ね
に
熱
中
。
ま
た
、
女
出
家
も
流

行
し
て
は
い
る
か
、
夫
を
嫌
っ
た
り
不
義
を
し
た
言
い
わ
け
に
山
へ
入
っ
た
も
の
だ
け
に
、
ま

だ
ま
だ
色
気
が
残
っ
て
お
り
、
す
ぐ
に
堕
落
し
て
し
ま
う
。

こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
吉
野
山
の
奥
に
暮
ら
す
者
に
、
中
世
の
西
行
そ
の
ま
ま
の
イ
メ
ー
ジ

を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
本

章
に
記
さ
れ
て
い
る
道
心
者
の
、
里
人
へ
の
い
さ
さ
か
気
障
な
態
度
を
、
一
見
「
殊
勝
」
ら
し

く
見
え
る
道
心
者
の
正
体
と
し
て
直
視
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

四
、
策
彦
和
尚
の
涙
を
語
る
「
殊
勝
な
る
道
心
者
」

道
心
者
は
尊
大
な
態
度
で
里
人
に
語
り
始
め
る
。
「
お
の
く
広
き
世
界
を
見
ぬ
ゆ
へ
也
。
」

筑
前
の
大
蕪
菜
、
松
江
の
大
鮒
、
長
柄
山
の
長
い
山
苳
、
竹
が
嶋
の
大
竹
、
熊
野
の
油
壺
を
引

く
蟻
、
松
前
の
I
里
半
あ
る
昆
布
、
対
馬
の
老
人
の
一
丈
の
髭
-
遠
国
を
巡
り
歩
い
て
こ
れ
ら

を
見
て
き
た
自
分
で
あ
れ
ば
、
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
だ
が
、

道
心
者
の
例
示
は
こ
の
場
面
に
適
切
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
里
人
は
た
だ
は
巨
大
な
物
を
見
て
驚

い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
雨
の
た
め
か
、
竜
の
た
め
か
、
突
如
と
し
て
現
れ
た
池
の
大
き

さ
に
驚
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
さ
と
と
も
に
、
そ
れ
が
生
し
た
い
き
さ
っ
に
関
心
が
あ
っ

て
こ
そ
の
驚
嘆
で
あ
っ
た
。
先
の
よ
う
な
的
外
れ
な
例
に
話
を
そ
ら
し
て
し
ま
っ
て
現
実
を
直

視
し
よ
う
と
し
な
い
態
度
は
滑
稽
で
あ
り
、
笑
止
で
も
あ
る
。
里
人
を
田
舎
者
と
し
て
見
下
し

た
つ
も
り
で
い
る
が
、
軽
串
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
序
文
と
類
似
し
た
記
述
が
、
こ

こ
で
も
や
は
り
、
「
殊
勝
な
る
道
心
者
」
と
い
う
は
な
し
手
自
身
の
、
い
さ
さ
か
強
引
な
姿
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

興
に
の
っ
て
博
識
ぶ
り
を
誇
示
す
る
道
心
者
は
、
「
遠
国
を
見
ね
ば
、
合
点
の
ゆ
か
ぬ
物
ぞ
か

し
」
と
い
う
、
自
ら
の
言
葉
に
導
か
れ
て
策
彦
和
尚
の
逸
話
を
話
す
が
、
実
は
こ
れ
は
さ
ら
に

失
敗
を
重
ね
る
行
為
で
あ
っ
た
。

む
か
し
嵯
峨
の
さ
く
げ
ん
和
尚
の
、
入
唐
あ
そ
ば
し
て
後
、
信
長
公
の
御
前
に
て
の
物
語

に
、
「
り
や
う
じ
ゆ
せ
ん
の
御
池
の
蓮
葉
は
、
お
よ
そ
一
枚
が
弐
間
四
方
ほ
ど
ひ
ら
き
て
、

此
か
ほ
る
風
心
よ
く
、
此
葉
の
上
に
昼
寝
し
て
涼
む
人
あ
る
」
と
、
語
り
た
ま
へ
ば
、
信

長
笑
せ
給
へ
ば
、
和
尚
御
つ
ぎ
の
間
に
立
た
ま
ひ
、
泊
を
流
し
、
衣
の
袖
を
し
ぼ
り
た
ま

ふ
を
見
て
、
「
只
今
殿
の
御
笑
ひ
あ
そ
ば
し
け
る
を
、
口
惜
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
る
か
」
と
、

尋
ね
給
へ
ば
、
「
和
尚
の
の
た
ま
ひ
し
は
、
信
長
公
天
下
を
、
御
し
り
あ
そ
ば
す
程
の
御
心

入
に
は
、
ち
い
さ
き
事
の
思
は
れ
、
沼
を
洒
す
」
と
、
の
た
ま
ひ
け
る
と
ぞ
。

こ
の
短
い
逸
話
が
、
そ
の
ま
ま
一
章
の
結
び
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
展
開
と
ど
う
か

か
わ
る
か
は
何
も
説
明
さ
れ
ず
、
空
白
を
残
し
た
ま
ま
に
唐
突
に
は
な
し
は
終
わ
る
。
読
者
は

そ
れ
を
ど
う
埋
め
合
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
や
は
り
こ
の
一
章
の
記
述
の
中
に

求
め
る
外
は
な
い
。

以
前
か
ら
、
こ
の
結
び
の
部
分
は
、
解
釈
が
分
か
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
井
上
敏
幸
氏
の
ま

と
め
に
従
え
ば
、
和
尚
が
涙
を
流
し
た
理
由
を
「
信
長
の
心
が
小
さ
い
」
と
思
っ
た
か
ら
と
す

る
説
と
、
「
壮
大
な
心
の
信
長
に
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
の
話
し
は
小
さ
過
ぎ
る
」
と
感
じ
た
か
ら
だ

と
す
る
説
と
に
な
る
。
だ
が
、
本
当
に
信
長
の
心
の
小
さ
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の

優
越
性
を
誇
っ
て
、
ひ
そ
か
に
喜
ん
で
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
信
長
の
壮
大
さ

に
感
激
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
場
で
そ
れ
を
称
賛
し
た
り
感
涙
を
流
し
た
り
し
て
も
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
な
ぜ
次
の
間
に
行
っ
て
泣
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
の
は
単
純
な
心
情
で
は
な
い
。

信
長
と
策
彦
和
尚
の
対
話
、
と
い
う
設
定
か
ら
期
待
さ
れ
る
展
開
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
。
策
彦
和
尚
は
天
文
六
年
と
十
六
年
両
度
明
に
渡
り
、
帰
国
後
は
天
竜
寺
妙
智
院
に

住
し
て
、
信
長
に
明
の
様
子
を
語
る
機
会
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
『
き
の
ふ
は

け
ふ
の
物
語
』
上
(
古
活
字
十
一
行
本
)
に
は
、
次
の
よ
う
な
策
彦
の
話
が
載
る
。

天
竜
寺
の
策
彦
和
尚
へ
、
信
長
公
御
た
づ
ね
候
は
、
「
何
と
て
世
間
に
、
大
ち
ご
を
鈍
に
、

小
ち
ご
を
ば
利
根
に
い
ひ
な
ら
は
し
候
や
。
小
ち
ご
の
成
上
り
こ
そ
大
ち
ご
な
れ
。
ち
い

五
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さ
き
時
さ
へ
利
根
成
に
、
成
人
に
し
た
が
ひ
、
い
よ
く
利
根
に
な
る
べ
き
が
、
い
か
乙

不
審
ぢ
や
」
と
仰
け
れ
ば
、
策
彦
聞
給
ひ
て
、
「
も
つ
と
も
の
御
不
審
に
て
候
。
我
等
も
左

様
に
存
候
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
ち
ご
の
間
は
、
い
ま
だ
里
心
御
座
候
ゆ
へ
、
武
家
の
利

発
身
に
つ
き
そ
う
て
御
座
候
が
、
次
第
に
寺
じ
み
、
後
に
は
、
長
袖
の
ぬ
る
き
立
ふ
る
ま

ひ
を
見
な
れ
て
、
を
の
づ
か
ら
心
お
と
り
申
か
」
と
仰
け
れ
ば
、
信
長
事
の
外
御
機
嫌
に

て
、
「
一
段
も
つ
と
も
の
御
返
答
や
」
と
思
し
召
し
け
れ
ば
、
み
な
人
々
も
感
ぜ
ら
れ
け
る
。

同
様
の
話
が
『
戯
言
養
気
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
信
長
の
家
臣
の
評
判
な
ど
も
付
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
答
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
異
動
が
な
く
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
注
は
、

『
戯
言
養
気
集
』
の
方
が
原
型
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

信
長
の
前
に
出
た
知
恵
者
が
、
信
長
の
要
求
や
質
問
に
対
し
て
、
周
囲
の
者
を
う
な
ら
せ
る

よ
う
な
見
事
な
対
応
を
す
る
I
こ
れ
は
、
利
口
譚
や
武
辺
咄
の
一
つ
の
定
形
と
な
っ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
先
の
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
の
策
彦
の
話
や
、
『
武
辺
話
聞
書
』
(
延
宝
八
年

成
)
三
十
話
の
金
言
鴻
蔵
主
畿
の
よ
う
に
、
名
答
・
金
言
で
信
長
を
感
服
さ
せ
る
話
ば
か
り

で
は
な
く
、
『
武
辺
話
聞
書
』
二
九
話
の
庖
丁
人
坪
内
某
や
『
義
残
後
覚
』
(
文
禄
五
年
成
)
巻

五
の
座
頭
定
一
の
よ
う
に
、
信
長
の
一
枚
上
を
い
く
対
応
を
し
て
そ
の
権
威
を
相
対
化
す
る
よ

う
な
話
も
あ
る
。

そ
れ
ら
の
単
純
な
展
開
を
、
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
に
お
い
て
、
西
鶴
は
微
妙
に
変
化
さ
せ
、

策
彦
の
屈
折
し
た
態
度
を
描
き
出
し
た
。
信
長
は
、
明
ら
か
に
策
彦
の
霊
就
山
の
蓮
の
話
、
あ

る
い
は
そ
の
見
聞
を
語
る
策
彦
を
、
嘲
笑
し
た
の
で
あ
り
、
策
彦
は
悔
し
さ
か
ら
泣
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
見
聞
の
広
さ
を
誇
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
を
感
動
さ
せ
て
こ
そ
策
彦
の
プ
ラ
イ

ド
は
保
た
れ
る
。
逆
に
、
嘲
笑
は
耐
え
ら
れ
な
い
屈
辱
で
あ
っ
た
。
当
然
「
広
き
世
界
を
見
」

知
ら
ぬ
信
長
の
心
の
小
さ
さ
を
責
め
た
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
尊
大
不
遜
」
「
傲
慢
尊

大
」
な
爪
折
を
前
に
そ
の
感
情
を
あ
ら
わ
に
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
表
向
き
は
、
信
長
の
広
い

御
心
に
は
私
の
話
な
ど
小
さ
す
ぎ
て
、
と
答
え
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

遠
国
を
見
て
巡
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
珍
し
い
品
々
に
つ
い
て
の
博
識
も
、
聞
き
手
の
興
味
次

第
で
は
、
空
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
は
な
し
の
存
立
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
は
な
す
主

体
(
は
な
し
手
)
と
聞
き
手
の
意
識
の
等
質
性
に
か
か
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り

理
屈
っ
ぼ
く
述
べ
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
の
話
が
信
長
を
驚
か
せ
感
動
さ
せ
る
で
あ
ろ

う
と
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
信
じ
込
み
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
屈
辱
感
を
味
わ
っ
た
策
彦
の
、

そ
の
哀
れ
に
も
お
か
し
い
姿
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
。

そ
し
て
こ
の
策
彦
の
姿
は
、
池
の
よ
う
に
な
っ
た
大
穴
を
見
て
、
里
人
に
例
話
に
な
ら
な
い

例
話
を
並
べ
立
て
て
聞
か
せ
る
道
心
者
と
も
同
質
の
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
逸
話
は
、
策
彦

の
失
敗
譚
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
話
の
は
な
し
手
で
あ
る
道
心
者
の
軽
薄
さ
を
指
摘
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
口
か
ら
自
ら
の
愚
劣
さ
を
語
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
ど

の
皮
肉
は
な
い
。
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
に
、
こ
の
一
見
ま
と
ま
り
の
悪
い
、
多
く
の
断

絶
を
含
ん
だ
一
章
は
、
に
わ
か
に
完
結
性
を
帯
び
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

五
、
結
語
に
か
え
て

I
巻
四
の
二
、
五
の
七
な
ど
I

r.

/ゝ

は
な
す
と
い
う
行
為
へ
の
凝
視
-
こ
の
姿
勢
は
、
先
の
二
章
以
外
の
章
に
お
い
て
は
、
ど
の

よ
う
な
形
で
表
れ
て
い
る
の
か
。

『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
中
に
は
、
巻
一
の
六
「
雲
中
の
腕
押
」
の
よ
う
に
、
架
空
の
場
を

設
け
て
、
歴
史
伝
承
中
の
人
物
の
放
談
そ
の
も
の
を
楽
し
む
か
の
よ
う
な
一
章
も
存
在
す
る
。

ま
た
、
怪
異
に
対
す
る
人
々
の
認
識
が
、
そ
れ
を
伝
え
る
人
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
記

述
が
、
巻
二
の
I

「
姿
の
飛
び
の
り
物
」
や
巻
二
の
六
「
男
地
蔵
」
に
見
ら
れ
る
。
巻
二
の
三

「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
や
巻
三
の
七
「
因
果
の
ぬ
け
穴
」
が
、
従
来
の
常
套
的
な
因
果
譚
の
パ
タ
ー

ン
を
あ
え
て
破
綻
さ
せ
、
新
た
な
奇
談
の
世
界
を
創
出
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
に

言
及
に
心
。
は
な
し
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
る
。
だ
が
、
当
時
流
行
の

奇
談
や
笑
話
の
口
承
の
実
態
、
あ
る
い
は
そ
の
技
法
を
、
た
だ
無
自
覚
に
利
用
し
た
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
は
な
し
と
い
う
も
の
の
あ
り
様
を
一
旦
突
き
放
し
て
見
つ
め
直
し
、
そ
の

上
で
俎
上
に
乗
せ
て
い
る
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
中
で
最
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
一
章
で
あ
る
、
巻
四

の
二
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
。
身
分
の
低
い
男
と
駆
け
落
ち
し
、
連
れ
戻
さ
れ
た
後
も
意
志
を
貫
い

て
自
害
を
拒
否
す
る
「
さ
る
大
名
の
め
い
ご
さ
ま
」
は
、
以
前
の
研
究
で
は
封
建
的
な
家
意
識

に
抵
抗
す
る
人
間
像
と
し
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
本
章
後
半
の
、

自
害
を
迫
る
家
臣
に
敢
然
と
抗
し
た
弁
明
を
高
く
評
価
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
女
性
の
言
動
が
、
一
種
の
異
様
さ
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

「
中
小
姓
く
ら
い
の
風
俗
、
女
の
す
か
ぬ
男
」
が
、
一
目
見
た
高
貴
な
女
性
を
恋
慕
し
て
し

ま
う
こ
と
は
、
あ
り
が
ち
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
女
の
方
に
は
何
の
必
然
性
も
な
い
。

わ
ざ
わ
ざ
「
女
の
す
か
ぬ
」
よ
う
な
男
と
恋
仲
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
第
三
者
か
ら
は
「
縁

は
不
思
義
な
り
」
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
長
屋
の
窓
へ
思
い
を
書
き
綴
っ
た

黒
骨
の
扇
を
投
げ
入
れ
る
と
い
う
行
為
は
、
い
か
に
も
芝
居
が
か
っ
て
い
て
わ
ざ
と
ら
し
い
。

後
に
こ
の
女
性
は
、
「
下
々
を
取
あ
げ
、
縁
を
く
み
し
事
は
、
む
か
し
よ
り
た
め
し
有
」
と
自

ら
の
正
当
性
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
昔
よ
り
の
「
た
め
し
」
が
、
宗
政
五
十
緒
氏
恥
揃
の
『
更

級
日
記
』
の
「
竹
芝
寺
縁
起
」
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
文
学
少
女
」

的
な
現
実
離
れ
し
た
発
想
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
堀
切
実
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
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こ
の
女
性
の
主
張
す
る
。
再
婚
不
義
説
"
自
体
が
当
時
の
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
堂
々
た
る
弁
明
の
論
理
は
、
世
間
知
ら
ず
の
自
己
陶
酔
の
所
産
以
外
の

何
物
で
も
な
い
こ
と
と
な
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
女
性
が
否
定
的
に
、
あ
る
い
は
嘲
笑
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
身
勝
手
で
強
引
な
論
理
も
こ
の
女
性
の
口
か
ら
訴
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
力
を
持
ち
、
封
建
的
な
圧
迫
に
抗
う
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
I
は
な
す
と
い
う

行
為
そ
の
も
の
の
持
つ
力
と
面
白
さ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
一
章
の
特
色
が

あ
る
と
言
え
よ
う
。

最
終
章
、
巻
五
の
七
「
銀
が
落
て
あ
る
」
に
は
、
愚
鈍
な
ま
で
に
律
義
で
正
直
な
男
が
登
場

す
る
。
楽
隠
居
し
て
い
る
富
裕
な
難
波
人
が
、
紅
茸
を
霊
芝
と
偽
っ
て
見
せ
て
も
少
し
も
疑
わ

な
い
。
加
え
て
こ
の
隠
居
親
仁
は
、
今
は
江
戸
へ
出
て
銀
を
拾
う
の
が
よ
い
稼
ぎ
に
な
る
と
出

鱈
目
な
は
な
し
を
し
、
男
が
そ
れ
を
真
に
受
け
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
道
中
の
路
銀
を
与
え
、
宿
の

世
話
ま
で
す
る
。
か
ら
か
っ
て
「
は
な
し
の
種
」
に
で
も
し
よ
う
と
い
う
の
か
、
か
な
り
手
の

込
ん
だ
悪
質
な
い
た
ず
ら
で
あ
る
。

こ
の
男
は
江
戸
で
正
直
に
実
行
に
移
し
、
「
あ
る
ひ
は
、
五
匁
七
匁
、
先
お
れ
の
小
刀
、
ま
た

は
秤
の
お
も
り
、
か
た
し
目
貫
、
何
や
か
や
取
集
て
、
四
百
色
程
ひ
ろ
ひ
け
る
」
と
い
っ
た
成

果
を
上
げ
る
。
こ
れ
に
驚
い
た
宿
の
亭
主
が
近
所
の
者
に
こ
の
こ
と
を
語
る
と
、
「
是
た
め
し
も

な
き
事
也
。
は
る
ぐ
正
直
に
く
だ
る
心
が
し
、
咄
し
の
種
に
ひ
ろ
は
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
小
判
五
両
を
出
し
合
っ
て
拾
わ
せ
、
や
が
て
こ
の
正
直
な
男
は
分
限
者
と
な
っ
て
し
ま

結
び
の
章
に
ふ
さ
わ
し
く
、
他
愛
も
な
く
目
出
度
い
一
話
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
は
な
す
と

い
う
行
為
そ
の
も
の
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
一
章
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
正
直
な

男
の
存
在
そ
の
も
の
は
、
さ
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
実
際
の
江
戸
の
町
も
、
大

金
が
落
ち
て
い
る
ほ
ど
の
異
様
な
所
で
は
な
か
っ
た
。
「
咄
し
の
種
」
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
楽

し
も
う
と
す
る
人
の
心
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
男
は
一
話
の
主
人
公
と
成
り
得
た
。
嘘
か
ら
は

な
し
の
種
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
ま
た
面
自
が
る
人
が
は
な
し
を
現
実
に
変
え
て
い
く
I
は
な
す

と
い
う
行
為
が
持
つ
力
、
は
な
し
と
人
の
か
か
わ
り
の
不
思
議
さ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

か
っ
て
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
と
「
は
な
し
」
と
の
か
か
わ
り
と
い
え
ば
、
実
際
の
辻
ば
な

し
等
の
ロ
承
文
芸
と
の
影
響
関
係
が
も
っ
ぱ
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
本
作
品
の
理
解
に

お
い
て
は
、
そ
の
記
述
に
オ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
痕
跡
を
探
す
よ
う
な
作
業
は
、
あ
ま
り
意
味
を
持

た
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
は
な
し
と
い
う
も
の
が
よ
り
深
い
次
元
で
対
象
化
さ
れ
、

そ
れ
に
か
か
わ
る
人
の
心
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
剥
き
出
し
で
提
示
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
文
体
は
平
易
で
感
情
表

出
に
と
ぼ
し
く
、
説
明
も
控
え
め
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
結
果
生
じ
る
文
脈
上
の
小
さ
な
断
絶
・

飛
躍
の
間
隙
が
、
雄
弁
に
何
か
を
物
語
り
、
は
な
し
手
あ
る
い
は
は
な
し
と
い
う
も
の
を
読
者

に
意
識
さ
せ
る
、
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
バ
ル

ト
が
「
創
世
記
」
三
二
章
に
つ
い
て
言
及
し
た
次
の
よ
う
な
読
解
の
姿
勢
を
想
起
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
有
名
な
一
節
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
わ
た
し
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
《
民
間

伝
承
的
》
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
読
み
と
り
可
能
性
の
衝
突
や
中
断
や
不
連
続
性
で
あ
り
、

明
白
な
論
理
的
分
節
か
ら
少
し
は
ず
れ
た
物
語
的
実
態
の
並
置
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
種

の
換
喩
的
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
が
見
ら
れ
る
(
少
な
く
と
も
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
が
読

書
の
風
味
と
な
る
)
。

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
が
、
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
す
べ
て
の
章
に
つ
い
て
言
え
る
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
西
鶴
が
厳
密
な
態
度
で
実
験
小
説
を
試
み
た
の
で
は
な
い
以
上
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
通
り
、
「
は
な
し
の
手
法
」
は
す
べ
て
の
西
鶴
作
品
に
か
か

わ
る
問
題
で
も
あ
っ
た
。
オ
ラ
リ
テ
イ
の
痕
跡
と
し
て
で
は
な
い
、
西
鶴
作
品
に
お
け
る
は
な

し
の
持
つ
意
味
の
探
求
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
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