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は
じ
め
に

夏
目
漱
石
の

『

夢
十
夜』

(

一
九
〇
八)

は
、
夢
の
内
容
を
綴
る
と
い
う
形
式
の
短
編
連
作
で
あ
る
。
そ
の

｢

第
六
夜｣

は
、
木
の
中

に
埋
ま
っ
て
い
る
も
の
を
鑿
と
槌
の
力
で
掘
り
出
す
よ
う
に
巧
み
に
仁
王
像
を
彫
る
運
慶
を
描
き
、
最
後
に
自
分
も
木
を
探
し
て
き
て
彫
っ

て
み
た
が
、
明
治
の
木
に
は
仁
王
は
埋
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
悟
っ
た
と
こ
ろ
で
結
ば
れ
る
。
こ
の
短
編
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ

ま
に
語
ら
れ
て
き
た
。
作
者
は
明
治
文
明
を
批
判
し
、
運
慶
の
芸
術
精
神
を
称
揚
し
よ
う
と
し
た
、
と
の
解
釈
が
主
流
を
占
め
る
ほ
か
、

運
慶
芸
術
の
表
現
手
法
と
作
者
の
文
学
方
法
と
の
間
に
共
通
点
が
見
出
せ
る
と
の
論
も
あ
れ
ば
、
韓
国
の
芸
術
観
と
の
比
較
を
試
み
た
論

も
あ
る

(

注
１)

。

｢

第
六
夜｣

の
解
読
に
は
、
描
か
れ
た
運
慶
の
芸
術
精
神
あ
る
い
は
そ
の
彫
刻
観
が
き
わ
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
が
、
今
ま
で
主
に
レ

オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
の
関
連
か
ら
論
じ
ら
れ
、
前
者
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
論
が
有
力
の
よ
う
で
あ

る

(

注
２)。
漱
石
の
蔵
書
に
は

『

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
記』

の
英
訳
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
説
に
は
か
な
り
説
得
力
が
あ
る
。
し
か

し
、｢

第
六
夜｣

の
テ
ー
マ
は
伝
統
芸
術
精
神
の
再
評
価
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
者
が
西
洋
芸
術
家
の
そ
れ
を
援
用
す
る
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
の
一
つ
と
し
て
、
西
洋
芸
術
家
の
彫
刻
観
は
、
日
本
の
伝
統
に
も
通
じ
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
い
か
な
る
意

味
で
通
じ
る
の
だ
ろ
う
か
、
日
本
の
伝
統
芸
術
観
の
何
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。

『

夢
十
夜』

｢

第
六
夜｣

の
彫
刻
観
は
む
し
ろ

『

荘
子』

｢

外
篇
・
達
生
篇｣

に
見
え
る
梓
慶
の
そ
れ
に
近
く
、
漱
石
が
依
拠
し
た
の
は

『

荘
子』

で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
論
の
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
が
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
の
彫
刻
観
に
惹
か
れ
た
可
能
性
も
確
か
に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
中
国
古
典
の
芸
術
思
想
と
い
か
に
類
似
し
、
ま
た
相
違
が
あ
る
の
か
。
本

論
で
は
そ
れ
を
も
探
り
、
最
後
に
漱
石
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋
の
屈
折
の
問
題
に
も
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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一

運
慶
と
梓
慶

『

荘
子』

｢

外
篇｣

第
十
九

｢

達
生
篇｣

は
、
人
生
の
達
人
の
境
地
を
い
ろ
い
ろ
な
説
話
を
通
し
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

｢

十｣

を
以
下
に
引
く
。

梓
慶
削
木
為�
、�
成
、
見
者
驚
、
猶
鬼
神
、
魯
侯
見
而
問
焉
曰
、
子
何
術
以
為
焉
、
対
曰
、
臣
工
人
、
何
術
之
有
、
雖
然
、
有
一

焉
、
臣
将
為�
、
未
嘗
敢
以
耗
気
也
、
必
斉
以
静
心
、
斉
三
日
、
而
不
敢
懐
慶
賞
爵
禄
、
斉
五
日
、
不
敢
懐
非
誉
巧
拙
、
斉
七
日
、
輒

然
忘
吾
有
四
枝
形
体
也
、
当
是
時
也
、
無
公
朝
、
其
巧
専
、
而
外
滑
消
、
然
後
入
山
林
、
観
天
性
形
躯
至
矣
、
然
後
見
成�
、
然
後
加

手
焉
、
不
然
則
已
、
則
以
天
合
天
、
器
之
所
以
疑
神
者
、
其
由
是
與
。

梓し

慶け
い

、
木
を
削け

ず

り
て�き

ょ

を
為つ

く

る
。�
成
る
。
見
る
者
驚
き
て
猶な

お
鬼
神
の
ご
と
し
と
す
。
魯ろ

侯こ
う

見
て
焉こ

れ
に
問
う
て
曰
わ
く
、
子
、

何
の
術
か
以
て
焉
れ
を
為
る
と
。
対こ
た

え
て
曰
わ
く
、
臣
は
工
人
な
り
。
何
の
術
か
こ
れ
有
ら
ん
。
然
り
と
雖

い
え
ど
も
一
あ
り
。
臣
将ま

さ

に�
を

為
ら
ん
と
す
る
や
、
未い

ま

だ
嘗か

つ

て
敢
え
て
以
て
気
を
耗

つ
い
や

さ
ざ
る
な
り
。
必
ず
斉さ

い(

斎)

し
て
以
て
心
を
静
か
に
す
。
斉

(

斎)

す
る
こ
と

三
日
に
し
て
、
敢
え
て
慶
賞
爵
禄
を
懐お

も

わ
ず
。
斉

(
斎)

す
る
こ
と
五
日
に
し
て
、
敢
え
て
非
誉
巧
拙
を
懐
わ
ず
。
斉

(

斎)

す
る
こ

と
七
日
に
し
て
、
輒
然

ち
ょ
う
ぜ
ん
と
し
て
吾
が
四
枝
形
体
あ
る
を
忘
る
る
な
り
。
是
の
時
に
当あ

た
り
て
や
、
公
朝
な
し
。
其
の
巧
専
も
っ
ぱ
ら
に
し
て
、

外が
い

滑こ
つ

消
ゆ
。
然し

か

る
後
、
山
林
に
入
り
、
天
性
の
形け

い

躯く

の
至
れ
る
を
観
、
然
る
後
、
成�
を
見
、
然
る
後
、
手
を
加
う
。
然
ら
ざ
れ
ば
則

ち
已や

む
。
則
ち
天
を
以
て
天
に
合
す
。
器
の
神
に
疑ぎ

(

擬)

す
る
所
以
の
者
は
、
其
れ
是
れ
に
由
る
か
と

(

注
３)

。

木
彫
の
達
人
梓
慶
の
作
品

(�
、
夾
鐘
に
似
た
楽
器
ま
た
は
楽
器
を
吊
る
し
か
け
る
架
桁
と
の
二
説
が
あ
る)

に
驚
嘆
し
た
魯
の
殿
様

が
、
梓
慶
に
そ
の
技
術
を
尋
ね
る
寓
話
で
あ
る
。
梓
慶
は
み
ず
か
ら
の
修
行
の
方
法
を
語
り
、
本
編
を
芸
術
論
ま
た
は
芸
術
家
伝
説
と
み
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な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
梓
慶
の
物
語
と

｢

第
六
夜｣

の
展
開
を
対
比
さ
せ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

｢
第
六
夜｣

は
こ
う
始
ま
る
。

運
慶
が
護
国
寺
の
山
門
で
仁
王
を
刻
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
評
判
だ
か
ら
、
散
歩
な
が
ら
行
つ
て
見
る
と
、
自
分
よ
り
先
に
も
う
大
勢
集

ま
つ
て
、
し
き
り
に
下
馬
評
を
や
つ
て
ゐ
た

(

注
４)

。

運
慶
が
仁
王
を
彫
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、｢

自
分｣

が
散
歩
が
て
ら
見
物
に
い
く
。
こ
れ
か
ら
制
作
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
梓
慶
は
す
で
に

｢�｣
を
完
成
さ
せ
、
人
間
技
と
は
思
え
な
い
と
し
て
そ
れ
を
見
た
者
は
褒
め
称
え
る
。
作
品
を
仕
上
げ
た
か
否

か
と
い
う
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
評
判
を
呼
び
、
見
物
人
が
賛
嘆
の
声
を
上
げ
、
こ
れ
よ
り
芸
術
談
義
に
入
る
と
い
う
構
成
は
共
通
す
る
。

｢

自
分｣

は
見
物
人
の
列
に
加
わ
り
、
護
国
寺
山
門
の
赤
松
を
眺
め
、
そ
し
て
運
慶
に
対
す
る
車
夫
た
ち
の
批
評
に
耳
を
傾
け
る
。

｢

大
き
な
も
ん
だ
な
あ｣

、
あ
る
い
は

｢

人
間
を
拵
へ
る
よ
り
も
余
つ
程
骨
が
折
れ
る
だ
ら
う｣

｢

ど
う
も
強
さ
う
で
す
ね｣

と
い
っ
た
声

を
上
げ
た
の
は
車
夫
な
ど
で
、｢

無
教
育
な
男｣
と
見
受
け
ら
れ
る
。
彼
ら
は
運
慶
が
彫
っ
て
い
る
仁
王
を
讃
え
る
が
、
と
ら
え
方
は
表

面
的
で
あ
る
。

一
方
、
梓
慶
が
作
っ
た

｢�｣
も
見
る
も
の
を
驚
か
せ
、｢
猶
鬼
神
の
ご
と
し｣

と
い
わ
せ
た
が
、｢

第
六
夜｣

の
車
夫
た
ち
に
類
似
す

る
鑑
賞
者
も
大
勢
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
か
ら
た
だ
一
人
、
よ
き
理
解
者
と
見
ら
れ
る

｢

魯
侯｣

が
登
場
す
る
。
彼
は
梓
慶
に
創
作
の

秘
訣
を
尋
ね
、
こ
の
問
答
が
寓
話
の
主
要
内
容
と
な
る
。

｢

第
六
夜｣

に
お
い
て
、
運
慶
は
衆
目
環
視
の
な
か
、
一
言
も
発
せ
ず
、
制
作
に
取
り
組
む
の
み
で
あ
る
。
彼
は
問
答
に
よ
り
作
品
制

作
の
手
法
を
披
瀝
し
た
り
は
し
な
い
。
と
は
い
え
、｢

第
六
夜｣

の
後
半
に
は
、
車
夫
た
ち
と
は
異
な
る
批
評
者
が
現
れ
、
彼
は
余
念
な

く
彫
り
進
む
運
慶
の
様
子
を
眺
め
て
、
次
の
よ
う
に
評
を
下
す
。
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｢

流
石
は
運
慶
だ
な
。
眼
中
に
我
々
な
し
だ
。
天
下
の
英
雄
は
た
ゞ
仁
王
と
我
と
あ
る
の
み
と
云
ふ
態
度
だ
。
天
晴
れ
だ｣

と
云
つ

て
賞
め
出
し
た
。

自
分
は
此
の
言
葉
を
面
白
い
と
思
つ
た
。
そ
れ
で
一
寸
若
い
男
の
方
を
見
る
と
、
若
い
男
は
、
す
か
さ
ず
、

｢
あ
の
鑿
と
槌
の
使
ひ
方
を
見
給
へ
。
大
自
在
の
妙
境
に
達
し
て
ゐ
る｣

と
云
つ
た
。

(

中
略)

｢

能
く
あ
ゝ
無
造
作
に
鑿
を
使
つ
て
、
思
ふ
様
な
眉
や
鼻
が
出
来
る
も
の
だ
な｣

と
自
分
は
あ
ま
り
感
心
し
た
か
ら
独
言
の
様
に
言

つ
た
。
す
る
と
さ
つ
き
の
若
い
男
が
、

｢

な
に
、
あ
れ
は
眉
や
鼻
を
鑿
で
作
る
ん
ぢ
や
な
い
。
あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木
の
中
に
埋
つ
て
ゐ
る
の
を
、
鑿
と
槌
の
力
で
掘
り

出
す
迄
だ
。
丸
で
土
の
中
か
ら
石
を
掘
り
出
す
様
な
も
の
だ
か
ら
決
し
て
間
違
ふ
筈
は
な
い｣

と
云
つ
た

(

注
５)

。

こ
こ
で
運
慶
芸
術
の
本
質
と
も
い
え
る
諸
特
徴
が
、｢

若
い
男｣

に
よ
っ
て
道
破
さ
れ
、
彼
は
や
は
り
運
慶
の
よ
き
理
解
者
と
い
え
る

存
在
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、｢

若
い
男｣

を
運
慶
の
代
弁
者
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
く
だ
り
が
み
ず
か

ら
の
創
作
を
語
る
梓
慶
と
重
な
っ
て
く
る
。
で
は
、
両
者
は
そ
の
芸
術
の
真
髄
に
お
い
て
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

梓
慶
は
取
り
組
む
前
に
道
具
を
整
え
る
の
で
も
、
技
術
を
高
め
る
べ
く
修
練
を
す
る
の
で
も
な
く
、
精
進
潔
斎
を
す
る
の
で
あ
る
。
段

階
を
追
っ
て
効
果
が
顕
れ
、
三
日
も
潔
斎
す
れ
ば
、
制
作
に
よ
っ
て
褒
美
を
も
ら
い
、
官
位
に
つ
こ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
く
な
り
、
五
日

も
す
れ
ば
世
間
の
毀
誉
褒
貶
や
技
術
の
巧
拙
が
気
に
な
ら
な
く
な
る
。
一
方
の
運
慶
は
精
進
潔
斎
を
し
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い

(

注
６)

。

し
か
し
、
車
夫
た
ち
の
下
馬
評
や
、｢

見
物
人
の
評
判
に
は
委
細
頓
着
な
く
鑿
と
槌
を
動
か
し
て
ゐ
る
。
一
向
振
り
向
き
も
し
な
い｣

運

慶
の
姿
に
は
、
潔
斎
を
し
た
梓
慶
と
同
様
の
境
地
に
あ
る
と
い
え
る
。
梓
慶
の
場
合
、
さ
ら
に
潔
斎
す
る
こ
と
七
日
す
れ
ば
、
自
分
の
手

足
や
肉
体
さ
え
忘
れ
去
り
、
心
に
は
お
上
の
存
在
も
な
く
な
り
、
技
巧
が
自
然
に
固
ま
り
、
外
か
ら
悪
影
響
は
な
く
な
る
。

｢

第
六
夜｣

に
お
け
る

｢

若
い
男｣

の
言
葉
に
改
め
て
目
を
向
け
る
と
、
極
め
て
明
瞭
な
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。｢

流
石
は
運
慶
だ
な
。
眼
中
に
我
々
な
し
だ
。
天
下
の
英
雄
は
た
ゞ
仁
王
と
我
と
あ
る
の
み
と
云
ふ
態
度
だ｣

と
い
う
評
語
は
、

高
度
な
精
神
集
中
ぶ
り
を
と
ら
え
、
み
ず
か
ら
が
た
だ
一
人
の

｢

天
下
の
英
雄｣

で
あ
り
、
眼
前
に
誰
が
現
れ
よ
う
と
一
顧
だ
に
し
な
い

気
概
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
ま
さ
に

｢

公
朝
無
し｣

に
対
応
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
運
慶
の
技
術
に
対
し
て
も
、｢

若
い
男｣

は

｢

大
自
在
の
妙
境
に
達
し
て
ゐ
る｣

と
讃
え
る
が
、
こ
の
言
葉
も
内
外
と
も
に
心
を
乱
す
も
の
は
な
く
、
思
う
存
分
に
腕
を
振
る
う
様

を
示
し
、｢
其
の
巧
専
ら
に
し
て
、
外
滑
消
ゆ｣

に
通
ず
る
。

梓
慶
は
潔
斎
七
日
に
し
て
、
初
め
て
山
林
に
入
り
、
制
作
の
材
料
と
な
る
木
材
を
選
定
す
る
の
で
あ
る
。｢

天
性
の
形
躯
の
至
れ
る
を

観
、
然
る
後
、
成�
を
見
、
然
る
後
、
手
を
加
う
。｣

つ
ま
り
、
自
然
本
来
の
形
で�
を
彫
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
樹
木
を
見
つ
け
、
そ
れ

か
ら
さ
ら
に
そ
こ
に
完
成
し
た
形
の�
を
見
る
に
至
っ
て
初
め
て
と
り
か
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
い
う
ま
で
も
な
く

｢

若
い
男｣

が
最
後
に

｢

あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木
の
中
に
埋
つ
て
ゐ
る
の
を
、
鑿
と
槌
の
力
で
掘
り
出
す
迄
だ
…
…｣

と
評
し
た
言
葉
に
つ
な
が
る
。

た
だ
、
木
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
が
誰
に
見
え
る
の
か
、｢

若
い
男｣

は
そ
れ
を
特
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が

｢

第
六
夜｣

の
そ
の
後
の
展

開
を
左
右
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
ま
た
触
れ
る
と
し
よ
う
。

二

運
慶
と
工�｢

第
六
夜｣

の
運
慶
を

『

荘
子』

の
梓
慶
と
対
比
し
な
が
ら
見
て
き
た
が
、｢

第
六
夜｣

の
後
半
に
運
慶
の
制
作
ぶ
り
が
活
写
さ
れ
る

一
段
が
あ
る
。

運
慶
は
今
太
い
眉
を
一
寸
の
高
さ
に
横
へ
彫
り
抜
い
て
、
鑿
の
歯
を
竪
に
返
す
や
否
や
斜
す
に
、
上
か
ら
槌
を
打
ち
下
し
た
。
堅
い

木
を
一
と
刻
み
に
削
つ
て
、
厚
い
木
屑
が
槌
の
声
に
応
じ
て
飛
ん
だ
と
思
つ
た
ら
、
小
鼻
の
お
つ
開
い
た
怒
り
鼻
の
側
面
が
忽
ち
浮
き

上
が
つ
て
来
た
。
其
刀
の
入
れ
方
が
如
何
に
も
無
遠
慮
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
少
し
も
疑
念
を
挟
ん
で
居
ら
ん
様
に
見
え
た

(

注
７)。

西槇 偉 42



な
ん
ら
の
迷
い
も
な
く
、
果
敢
に
仁
王
の
顔
を
現
出
さ
せ
る
様
子
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

｢

無
遠
慮｣

で

｢

疑
念
を
挟｣

ま
な

い
制
作
ぶ
り
は
漱
石
の
想
像
力
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
ま
た

『

荘
子』

｢

達
生
篇｣

｢

十
二｣

の
工�
と
対
比
さ
せ
て
み
よ

う
。

工�
旋
而
蓋
規
矩

、
指
與
物
化
、
而
不
以
心
稽
、
故
其
霊
臺
一
而
不
桎
、
忘
足
、�
之
適
也
、
忘
要
、
帯
之
適
也
、
忘
是
非
、
心

之
適
也
、
不
内
変
、
不
外
従
、
事
会
之
適
也
、
始
乎
適
、
而
未
嘗
不
適
者
、
忘
適
之
適
也
、

工こ
う�す
い

施め
ぐ

ら
せ
ば
而

す
な
わ
ち
規き

矩く

に
蓋あ

う
。
指
は
物
と
化
し
て
、
心
を
以
て
稽と

ど

め
ず
。
故
に
其
の
霊
台
は
一
に
し
て
桎ふ

さ(

窒)

が
ら
ず
。
足

を
忘
る
る
は
、�く

つ

の
適て

き

な
り
。
要こ

し(

腰)

を
忘
る
る
は
、
帯
の
適
な
り
。
是
非
を
忘
る
る
は
、
心
の
適
な
り
。
内
に
変
ぜ
ず
、
外
に
従

わ
ざ
る
は
、
事
会
の
適
な
り
。
適
に
始
ま
り
て
、
未
だ
嘗か

つ

て
適
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
者
は
、
適
を
忘
る
る
の
適
な
り

(

注
８)。

工�
は
尭
の
時
の
名
工
、
細
工
師
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
一
節
は
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
彼
の
制
作
時
の
境
地
を
説
く
。
達
人
梓
慶
の

談
義
に
引
き
続
く
も
の
で
、
そ
れ
を
補
い
、
ま
た
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。
梓
慶
は
精
進
潔
斎
に
よ
る
心
身
の
変
化
の
み
を
語
り
、
制
作

の
様
子
は
そ
の
談
話
か
ら
は
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
節
に
は
制
作
時
の
様
子
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
。

具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。｢

工�
旋
ら
せ
ば
而
ち
規
矩
に
蓋
う｣

、
つ
ま
り
工�
が
道
具
を
持
っ
て
手
を
下
せ
ば
、
作
ら
れ

た
も
の
は
定
規
や
コ
ン
パ
ス
で
測
っ
た
よ
う
に
寸
分
の
狂
い
も
な
く
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
制
作
の
状
況
全
体
を
評
し
た
言
葉

と
い
っ
て
よ
く
、
続
い
て
視
線
は
手
に
向
け
ら
れ
る
。｢

指
は
物
と
化
し
て
、
心
を
以
て
稽
め
ず｣

、
こ
こ
で
材
料
に
直
接
触
れ
る
指
の
動

き
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
は
材
料
と
一
体
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
自
在
に
動
く
。
本
人
は
あ
く
ま
で
無
心
で
、
心
の
思
慮
で
手
の
動
き
を

止
め
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
以
降
は
、
心
理
状
態
の
説
明
で
あ
る
。
身
体
は
材
料
に
従
っ
て
動
く
の
で
、
作
者
の
精
神
は
極
め

て
自
由
な
働
き
を
す
る
。
そ
の
後
、
足
と
腰
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
、｢

是
非
を
忘
る
る
は
、
心
の
適
な
り｣

を
強
調
す
る
た
め
か
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
の
ご
と
の
善
し
悪
し
の
判
断
を
忘
れ
ら
れ
る
の
は
、
心
が
対
象
と
一
体
と
な
り
快
適
な
状
態
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
は
梓
慶
が
潔
斎
し
て
得
ら
れ
た
境
地
に
相
通
じ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
内
面
に
動
揺
は
な
く
、
外
面
に
流
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
の
は
、
い
か
な
る
状
況
に
も
適
合
で
き
快
適
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
ど
ん
な
場
合
で
も
快
適
さ
を
感
得
で
き
る
も

の
は
、
快
適
さ
さ
え
忘
れ
て
意
識
し
な
い
快
適
な
状
態
に
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
、
締
め
く
く
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
れ
ば
、｢

第
六
夜｣

の

｢

若
い
男｣

が
運
慶
を
評
し
た
言
葉

｢

あ
の
鑿
と
槌
の
使
ひ
方
を
見
給
へ
。
大
自
在
の

妙
境
に
達
し
て
ゐ
る｣

を
見
直
す
と
、｢

大
自
在
の
妙
境｣

に
あ
る
運
慶
は
ま
さ
に

｢

適｣

の
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
さ
ら
に
、｢

其
刀
の
入
れ
方
が
如
何
に
も
無
遠
慮
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
少
し
も
疑
念
を
挟
ん
で
居
ら
ん
様
に
見
え
た｣

と
い

う
表
現
も
、｢

指
は
物
と
化
し
て
、
心
を
以
て
稽
め
ず｣

に
通
じ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

三

｢

第
六
夜｣

の
構
成

こ
れ
ま
で
、｢

第
六
夜｣

を

『

荘
子』
｢

外
篇
・
達
生
篇｣

の

｢

十｣
｢

十
二｣

と
そ
れ
ぞ
れ
対
照
さ
せ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は

｢

十｣

と

｢

十
二｣

の
関
連
性
に
も
目
配
り
し
、｢
第
六
夜｣

の
構
成
意
識
を
探
っ
て
み
た
い
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
に

｢

第
六

夜｣

の
読
み
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

｢

十｣

で
は
名
工
梓
慶
が
み
ず
か
ら
創
作
の
心
構
え
と
方
法
を
理
解
者
に
語
る
の
に
対
し
て
、｢

第
六
夜｣

で
は
運
慶
は
黙
し
て
何
も

語
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に

｢

若
い
男｣

の
批
評
が
運
慶
芸
術
の
達
し
て
い
る
境
地
を
と
ら
え
、
代
弁
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
違
い

を
除
け
ば
、｢

第
六
夜｣

の
展
開
は
ほ
ぼ
梓
慶
の
寓
話
と
重
な
る
。
し
か
も
、｢

若
い
男｣

の
言
葉
に
は
、
梓
慶
の
会
話
を
踏
ま
え
た
と
思

わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
漱
石
は
制
作
中
の
運
慶
を
主
人
公
に
据
え
る
た
め
、｢

若
い
男｣

を
脚
色
し
た
の
だ
と
い
う
可
能
性
は
充
分
あ

る
。工�

を
描
い
た

｢

十
二｣

は
梓
慶
寓
話
に
見
ら
れ
る
芸
術
観
に
類
似
し
、
我
を
忘
れ
て
自
由
自
在
な
境
地
で
制
作
す
る
様
子
を
想
像
さ

せ
る
表
現
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
が

｢

無
遠
慮｣

な
刀
法
で
仁
王
の
面
部
を
彫
る
運
慶
を
描
写
し
た

｢

第
六
夜｣

後
半
の
一
段
と
通
底
す
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る
。
そ
れ
ゆ
え
、｢

第
六
夜｣

の
後
半
に
お
い
て
、
漱
石
は

｢

十
二｣

を
参
照
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
第

｢
十
二｣

節
は
、
制
作
中
の
芸
術
家
を
描
く
と
い
う

｢

第
六
夜｣

の
構
想
に
ま
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
可
能
性
さ
え
あ
る
。

つ
ま
り
、｢

第
六
夜｣

に
お
け
る
運
慶
物
語
は

『

荘
子』

｢

外
篇
・
達
生
篇｣

の

｢

十｣

と

｢

十
二｣

を
組
み
合
わ
せ
た
形
と
い
え
る
。

し
か
し
、｢
第
六
夜｣

は
運
慶
物
語
で
始
ま
り
、
そ
れ
が
主
要
内
容
と
な
る
が
、
最
後
に

｢

自
分｣

も
彫
っ
て
み
た
が
、
仁
王
は
明
治
の

木
に
は
埋
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

｢

自
分｣

の
物
語
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

｢

第
六
夜｣
を

『
荘
子』

の
上
述
二
節
と
比
べ
、
共
通
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
相
違
に
注
意
す
れ
ば
、｢

自
分｣

物
語
へ
の
展
開
が

も
た
ら
さ
れ
た
理
由
も
浮
き
彫
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。｢

若
い
男｣

は
運
慶
の
代
弁
者
で
あ
る
と
は
い
え
、
彼
は
運
慶
が
い
か
に
修
行
を

し
て
、
達
人
の
域
に
達
し
た
の
か
を
語
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が

｢

第
六
夜｣

と

『

荘
子』

の
梓
慶
寓
話
の
相
違
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

第

六
夜｣

で
は
精
進
潔
斎
す
る
と
い
う
修
練
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。｢

第
六
夜｣

の
運
慶
が

『

荘
子』

の
梓
慶
と
同
様
、
達
人

の
領
域
に
達
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
修
行
の
方
法
に
漱
石
は
触
れ
な
か
っ
た
。
作
者
は
故
意
に
そ
れ
を
伏
せ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ

り

｢

自
分｣

物
語
の
展
開
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
木
を
探
し
て
仁
王
を
掘
り
出
そ
う
と
す
る
が
失
敗
に
終
わ
る
と

い
う
結
末
は
、｢

自
分｣

は

｢

若
い
男｣

の
言
う

｢

あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木
の
中
に
埋
つ
て
ゐ
る
の
を
、
鑿
と
槌
の
力
で
掘
り
出

す
迄
だ
。
丸
で
土
の
中
か
ら
石
を
掘
り
出
す
様
な
も
の
だ
か
ら
決
し
て
間
違
う
筈
は
な
い｣

を
鵜
呑
み
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

｢

若
い
男｣

が
、
運
慶
で
な
け
れ
ば
木
の
中
に
仁
王
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
あ
え
て
明
言
し
な
か
っ
た
た
め
な
の
だ
が
、
こ
こ

で
作
者
は

｢

自
分｣

の
失
敗
を
も
っ
て
逆
に
読
者
に
強
く
訴
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
特
に
強
い
末
尾
の
部
分
を
引
い
て
お
こ
う
。

(

前
略)

ど
れ
も
こ
れ
も
仁
王
を
蔵
し
て
ゐ
る
も
の
は
な
か
つ
た
。
遂
に
明
治
の
木
に
は
到
底
仁
王
は
埋
つ
て
ゐ
な
い
も
の
だ
と
悟
つ

た
。
そ
れ
で
運
慶
が
今
日
迄
生
き
て
ゐ
る
理
由
も
略
解
つ
た

(

注
９)。
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鎌
倉
時
代
の
仏
師
運
慶
を
明
治
時
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
た

｢

第
六
夜｣

の
夢
は
こ
う
し
て
幕
を
閉
じ
た
。
こ
こ
で
、
明
治
と
い
う
時
代

へ
の
作
者
の
批
判
は
ま
ず
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
れ
は
西
欧
文
化
移
入
の
流
れ
の
中
で
の
仏
教
信
仰
の
形
骸
化
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
西
欧
文
化
輸
入
に
際
し
て
の
物
質
的
、
科
学
的
文
明
へ
の
偏
重
に
対
す
る
も
の
だ
、
と
す
る
論
が
大
勢
を
占
め
る
が
、
首
肯
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。

(
注�)

ま
た
最
後
の
一
文
に
は
運
慶
の
芸
術
精
神
を
明
治
時
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
運
慶
の
達
し
た
境
地
を
制
作
中
の
様
子
や
批
評
者
の
言
葉
に
よ
り
描
出
し
た
が
、
漱
石
は
そ
の
芸
術
精
神
を
あ
ま
り
明

瞭
に
示
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
最
後
の
一
文
に
よ
っ
て
、
読
者
に
そ
れ
を
沈
思
熟
考
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
は
、
運
慶
の
芸
術
精
神
と
は
な
に
か
。｢

第
六
夜｣

を

『

荘
子』

と
比
較
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
漱
石
が

『

荘
子』

に
依

拠
し
つ
つ
も
、
伏
せ
た
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
技
と
も
思
え
な
い
作
品
を
制
作
す
る
芸
術
家
と
な
る
た
め
に
は
、
梓
慶
の
よ
う

に
精
進
潔
斎
な
ど
を
通
し
て
精
神
的
な
修
練
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
は

雑
念
を
取
り
去
り
、
み
ず
か
ら
の
存
在
さ
え
忘
却
し
、
自
然
と
の
一
体
感
を
得
て
、
そ
こ
で
初
め
て
作
者
が
創
作
す
る
対
象
と
な
る
材
料

を
選
び
、
制
作
に
ふ
さ
わ
し
い
材
料
の
中
に
完
成
し
た
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
出
す
。
そ
れ
か
ら
手
を
加
え
る
が
、
大
い
な
る
自
然
の
意

志
に
従
う
ま
ま
で
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
神
業
か
と
見
紛
う
の
で
あ
る
。

漱
石
が
そ
う
し
た
芸
術
精
神
を
理
想
と
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
彼
は

｢

文
展
と
芸
術｣

(

一
九
一
二)

と
い
う
同
時
代
芸
術
へ
の
批

評
を
残
し
、
そ
の
中
で
展
覧
会
の
出
品
や
受
賞
の
た
め
に
制
作
す
る
芸
術
の
あ
り
方
に
疑
問
を
呈
し
、
芸
術
家
の
あ
る
べ
き
姿
を
次
の
よ

う
に
明
示
し
て
い
る
。

邵
青
門
と
い
ふ
人
が
、
自
分
の
室
に
閉
ぢ
籠
つ
て
構
想
に
耽
る
と
き
の
有
様
を
叙
し
て
、｢

両
頬
赤
を
発
し
、
喉
間
咯
々
声
あ
る
に

至
る｣

と
云
つ
て
ゐ
る
。
大
い
に
苦
し
い
様
だ
と
も
云
つ
て
ゐ
る
。
然
し
都
合
よ
く
何
物
を
か
捕
ま
へ
た
と
き
に
は
、
大
喜
び
で
、

｢

衣
を
牽
き
床
を
遶
つ
て
狂
呼
す｣

と
も
云
つ
て
ゐ
る
。
自
分
は
小
供
の
時
分
か
ら
此
所
の
文
章
を
読
ん
で
嘘
と
は
思
は
な
か
つ
た
。

こ
の
興
奮
し
た
状
態
が
取
も
直
さ
ず
制
作
熱
の
高
潮
に
達
し
た
光
景
で
あ
る
。
此
光
景
を
遺
漏
な
く
活
演
す
る
芸
術
家
の
前
に
、
家
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も
国
家
も
存
在
す
る
筈
が
な
い
。
是
非
も
得
失
も
付
着
す
る
訳
が
な
い
。
毀
誉
と
い
ふ
の
も
褒
貶
と
い
ふ
の
も
悉
く
知
ら
ぬ
国
の
言
葉

に
過
ぎ
な
い
。
仏
来
れ
ば
仏
を
殺
し
、
祖
来
れ
ば
祖
を
殺
す
と
い
ふ
の
は
正
に
此
時
の
気
慨
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
評
す
れ
ば
、
製
作

熱
に
駆
ら
れ
た
芸
術
家
は
、
当
面
の
所
作
以
外
に
何
物
を
も
認
め
ぬ
と
い
ふ
意
味
で
、
殆
ん
ど
絶
対
の
境
に
入
つ
た
も
の
で
あ
る

(

注�)。

こ
こ
で
、
漱
石
は
清
朝
の
詩
人
邵
長�(
一
六
三
七
―
一
七
〇
四)

を
例
に
、
芸
術
家
が
作
品
の
構
想
の
た
め
に
閉
門
潔
斎
し
、
全
身

全
霊
を
傾
け
た
末
に
一
種
の
高
揚
し
た
状
態
に
陥
り
、
よ
い
ア
イ
デ
ア
を
得
る
と
い
う
過
程
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
興
奮
し
た
状
態
が

｢

絶
対
の
境｣

で
あ
り
、
制
作
の
理
想
的
な
境
地
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
芸
術
家
は
世
評
に
よ
っ
て
動
揺
せ
ず
、
作
品
制
作
に
集
中
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
漱
石
は

｢

人
生｣

(

一
八
九
六)

に
お
い
て
も
語
っ
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
よ
ほ
ど
印
象
深
い

も
の
で
あ
ろ
う

(

注�)
。
ま
た
、
引
用
文
第
二
段
落
の
表
現
は
梓
慶
の
言
葉
に
も
通
じ
、
そ
し
て

｢

当
面
の
所
作
以
外
に
何
物
を
も
認
め
ぬ｣

と

い
う
の
は

｢

第
六
夜｣

の
運
慶
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。
車
夫
達
の
下
馬
評
に
も
、｢

若
い
男｣

の
的
を
射
た
評
語
に
も
、

動
じ
る
そ
ぶ
り
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、｢

第
六
夜｣

は
運
慶
の
姿
を
借
り
、
理
想
的
な
芸
術
家
像
を
表
そ
う
と
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ

て
同
時
代
芸
術
を
批
判
す
る
と
い
う
意
図
も
容
易
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
展
覧
会
と
い
う
近
代
的
な
評
価
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
作
品

の
優
劣
が
つ
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
批
評
に
芸
術
家
が
翻
弄
さ
れ
、
表
現
が
阻
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
漱
石
は
憂
慮
し
て
い
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、｢

第
六
夜｣

は

『

荘
子』

に
お
け
る
梓
慶
、
工�
の
寓
話
に
も
と
づ
き
、
芸
術
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

｢

荘
子｣

の
直

接
的
な
語
り
を
間
接
的
な
描
写
に
改
め
、
最
後
に
問
い
直
す
形
で
構
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
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四

運
慶
と
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

｢

第
六
夜｣

の
運
慶
は
、
今
ま
で
主
に
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。『

漱
石

全
集』

(

第
十
二
巻
、
一
九
九
四)

で
、
清
水
孝
純
氏
は
、｢

若
い
男｣

の
言
葉

｢

あ
の
通
り
の
…
…
掘
り
出
す
迄
だ｣

に
次
の

よ
う
な
注
解
を
付
し
て
い
る
。

こ
の
彫
刻
観
は
、『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
記』

の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。｢

け
だ
し
彫
刻
家
は
そ
の
作
品
の
制

作
に
あ
た
っ
て
、
石
の
奥
に
包
ま
れ
て
い
る
人
物
に
附
着
す
る
余
計
な
大
理
石
そ
の
他
の
石
を
削
り
と
る
の
に
そ
れ
は
極
く
機
械
的
な

作
業
を
伴
う
も
の
で
腕
力
と
衝
撃
力
を
用
い
る
が

(

以
下
略)｣

(

杉
浦
明
平
訳)

。
漱
石
が
こ
の
言
葉
を
読
ん
だ
と
す
れ
ば
、
メ
レ
ジ

コ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
レ
オ
ナ
ル
ド
の
伝
記
的
小
説
で
三
部
か
ら
な
る

『

キ
リ
ス
ト
と
反
キ
リ
ス
ト』

の
う
ち
の
第
二
部

『

神
々
の
復
活』

の
英
訳

『

先
駆
者』�������������
に
よ
っ
て
か
と
思
わ
れ
る
。(

中
略
、
引
用
者
に
よ
る)

漱
石
の
蔵
書
に
は
、��������

訳
の

一
九
〇
五
年
ロ
ン
ド
ン
で
出
さ
れ
た
同
書
が
あ
り
、
書
き
入
れ
傍
線
が
あ
る
。
前
記
の
レ
オ
ナ
ル
ド
の
言
葉
は
、
そ
の
第
十
四
章
に
そ

の
ま
ま
レ
オ
ナ
ル
ド
の
言
葉
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
漱
石
の
蔵
書
に
は
、『

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
記』

の

英
訳�������������������������������������������������������������������������������������
も
見
出
さ
れ

る(

注�)。引
用
文
中
に
見
え
る
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
表
現
が

｢

第
六
夜｣

の

｢

若
い
男｣

の
言
葉
に
近
似
し
、
し
か
も
漱
石
の
蔵
書
に

『

レ
オ
ナ
ル

ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
記』

の
英
訳
な
ど
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
漱
石
が
そ
れ
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
言
葉
は
い
か
な
る
文
脈
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
上
記
引
用
文
の
前
後
を
以
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下
に
引
く
。

絵
画
と
彫
刻
と
の
相
違

｢

絵
画｣

と

｢

彫
刻｣

と
の
間
に
見
出
さ
れ
る
相
違
は
、
彫
刻
家
が
画
家
よ
り
大
き
な
肉
体
的
労
力
に

よ
っ
て
制
作
を
い
と
な
む
の
に
対
し
て
、
画
家
は
そ
の
作
品
を
よ､
り､
大
き
な
知
的
労
力
に
よ
っ
て
創
る
と
い
う
点
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

は
正
に
そ
の
と
お
り
だ
と
い
う
こ
と
が
次
の
よ
う
に
実
証
さ
れ
る
。(

上
記
引
用
文
中
に
含
ま
れ
る
部
分
を
中
略)

し
ば
し
ば
塵
埃
と

ま
じ
っ
て
泥
と
化
し
た
大
汗
を
か
き
、
顔
は
べ
と
べ
と
と
な
り
す
っ
か
り
大
理
石
粉
で
ま
み
れ
て
パ
ン
焼
職
人
の
ご
と
く
、
し
か
も
体

は
貼
り
つ
け
た
よ
う
に
細
か
な
ピ
カ
ピ
カ
の
破
片
で
お
お
わ
れ
、
住
居
も
石
の
破
片
や
粉
で
い
っ
ぱ
い
に
汚
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の

点
、
画
家

(

一
流
の
画
家
、
彫
刻
家
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る)

に
は
正
反
対
の
こ
と
が
お
こ
る
。
と
い
う
の
は
画
家
は
大
へ

ん
ら
く
ら
く
と
、
立
派
な
な
り
を
し
て
自
分
の
作
品
の
前
に
坐
り
、
う
る
わ
し
い
顔
料
で
世
に
も
軽
い
筆
を
走
ら
せ
、
自
分
の
好
き
な

衣
裳
に
身
を
飾
る
。
し
か
も
か
れ
の
住
居
は
美
し
い
絵
で
あ
ふ
れ
て
い
て
お
ま
け
に
清
潔
だ
。
音
楽
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
派
な
作
品

の
朗
読
者
が
そ
ば
に
つ
い
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
槌
の
ひ
び
き
そ
の
他
雑
然
た
る
騒
音
と
は
ち
が
っ

て
、
大
へ
ん
気
持
よ
く
き
か
れ
る
の
で
あ
る

(
注�)

長
め
の
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
画
家
は
知
的
作
業
を
行
う
の
に
対
し
て
、
彫
刻
家
の
仕
事
は
肉
体
労
働
の
色
彩

が
濃
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
う
ち
の

｢

石
の
奥
に
包
ま
れ
て
い
る
人
物
…｣

と
い
う
表
現
は
、｢

第
六
夜｣

の

｢

若
い
男｣

の
言
葉
と
は
異
な
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
彫
刻
観
は
こ
の
言
葉
に
代
表
さ

れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
間
の
相
違
や
序
列
に
関
す
る
論
争
が
盛
ん
に
な
さ
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
彼
は
彫
刻
を
肉
体

的
な
作
業
と
み
な
し
、
そ
の
表
現
力
も
絵
画
に
劣
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

注�)
よ
っ
て
、
漱
石
が
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
言
葉
に
触
れ
得
た
と

し
て
も
、
そ
の
彫
刻
観
を
も
と
に

｢

第
六
夜｣

を
創
作
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
両
者
の
彫
刻
観
に
は
か
な
り
懸
隔
が
あ

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
み
じ
く
も
引
用
文
か
ら
大
理
石
の
粉
に
ま
み
れ
、
汗
だ
く
に
な
っ
て
働
く
彫
刻
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
表
さ
れ
、

『夢十夜』 ｢第六夜｣ と 『荘子』49



そ
れ
は

｢

第
六
夜｣

の
運
慶
と
は
対
照
的
で
は
な
い
か
。
彫
る
素
材
の
違
い
か
ら
か
、｢

堅
い
木
を
一
と
刻
み
に
削
つ
て
、
厚
い
木
屑
が

槌
の
声
に
応
じ
て
飛
ん
だ
と
思
つ
た
ら
…｣

な
ど
と
、
運
慶
は
滞
り
な
く
軽
快
に
ほ
り
す
す
む
の
で
あ
る
。
両
者
が
描
く
彫
刻
家
イ
メ
ー

ジ
の
相
違
が
明
ら
か
と
い
え
る
。
た
だ
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
表
現
そ
の
も
の
に
漱
石
が
惹
か
れ
た
可
能
性
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ

ろ
う
。

一
方
、
笹
淵
友
一
氏
は
、
佐
々
木
充
氏
の
論
を
踏
ま
え
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
観
を
運
慶
と
対
比
さ
せ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
運

慶
の
原
型
と
し
た

(
注�)。

笹
淵
氏
が
注
目
し
た

｢

も
っ
と
も
偉
大
な
芸
術
家
と
は
、
大
理
石
が
そ
の
表
面
の
下
に
す
で
に
含
ん
で
は
い
な
い
よ

う
な
な
に
も
の
を
も
、
取
り
だ
そ
う
と
は
思
わ
ぬ
人
の
こ
と
で
あ
る

(

注�)｣

と
い
う
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
句
は
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
以
上
に
明

確
な
彫
刻
認
識
と
な
っ
て
お
り
、
運
慶
と
の
比
較
は
大
変
興
味
深
い
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
美
学
を
論
じ
る
際
、
上
記
詩
句
は
よ
く

引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
重
要
視
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ま
ず
、
彫
刻
の
精
神
性
、
つ
ま
り
彫
刻
は
知
的
な
営
為
だ
と
い
う
芸
術
観
の
表
明
と
し
て
、
そ
し
て
彼
が
素
材
を
見
る
確
か
な

目
を
持
っ
て
い
た
徴
と
し
て
も
引
か
れ
る
の
で
あ
る

(

注�)。
彫
刻
に
お
け
る
精
神
性
の
強
調
と
い
う
意
味
で
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と

｢

第
六
夜｣

の
彫
刻
観
が
通
じ
る
と
も
い
え
そ
う
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
身
を
た
だ
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
場
合
、
新
た
な

芸
術
家
概
念
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
あ
っ
て
、
彫
刻
の
精
神
性
を
説
く
こ
と
は
、
彼
自
ら
の
芸
術
家
意
識
の
流
露
で
あ

り
、
ま
た
彫
刻
家
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
の
ご
と
き
創
造
力
を
手
に
入
れ
、
素
材
の

中
に
完
成
し
た
作
品
を
見
、
そ
れ
を
取
り
出
す
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
彼
は
決
し
て
精
神
性
の
み
を
唱
え
た
の

で
は
な
く
、
そ
の
芸
術
は
し
っ
か
り
し
た
人
体
解
剖
学
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
科
学
を
必
要
と
し
、
デ
ッ
サ
ン
の
大
切
さ
を
も
説
い

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、｢

第
六
夜｣

で
漱
石
が
現
代
に
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
芸
術
精
神
は
、
東
洋
的
伝
統
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

に
は
、
芸
術
家
の
自
我
の
意
識
は
弱
く
、
制
作
者
は
む
し
ろ
進
ん
で
自
我
を
滅
し
、
宇
宙
あ
る
い
は
制
作
す
る
素
材
そ
の
も
の
と
の
一
体

化
を
図
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石
の
彫
刻
観
は
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
も
相
違
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
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彼
は
西
洋
文
化
に
深
い
造
詣
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
西
洋
芸
術

家
の
芸
術
精
神
を
形
象
化
し
、
運
慶
を
造
形
し
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
仮
に
日
本
文
化
を
西
洋
の
立
場
か
ら
解
釈
し

｢

第
六
夜｣

を
創
作
し
た
と
し
た
ら
、
明
治
の
木
に
は
仁
王
が
埋
ま
っ
て
い
な
い
な
ど
と
、
彼
は
お
そ
ら
く
書
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
、｢

第
六
夜｣

の
プ
ロ
ッ
ト
は
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、『

荘
子』

の
梓
慶
や
工�
に
あ

る
と
い
う
の
が
本
論
の
主
張
で
あ
る
。
で
は
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
の
言
葉
が

｢

若
い
男｣

の
そ
れ
と
の
類
似
を
い
か
に
考
え
る
の
か
、

と
反
論
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。｢

第
六
夜｣

の
着
想
に
際
し
て
、
梓
慶
の
言
葉
も
含
め
、
確
か
に
こ
の
類
似
が
刺
激
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
漱
石
が
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
西
洋
芸
術
家
の
芸
術
観
に
心
惹
か
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
言
葉
は
絵
画

と
彫
刻
を
比
較
す
る
際
に
彫
刻
家
が
重
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
文
脈
に
お
け
る
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漱
石
が
そ
れ
に
目

を
惹
か
れ
た
可
能
性
は
充
分
あ
る
。
た
だ
、
漱
石
が
な
ぜ
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
の
彫
刻
観
に
注
目
し
、
運
慶
を
主
人
公
に
据
え
た
の
だ
ろ

う
か
。

漱
石
が
西
洋
芸
術
家
の
彫
刻
観
を
表
し
た
言
葉
に
目
を
留
め
た
の
は
、
そ
れ
が
東
洋
古
典
に
見
ら
れ
る
彫
刻
観
と
か
な
り
近
似
し
た
も

の
だ
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
漱
石
の
思
想
は
荘
子
の
思
想
と
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

(

注�)

彼
が

『

荘
子』

を
胸
の
う
ち

に
収
め
て
い
た
と
想
像
す
る
に
か
た
く
な
い
。
そ
こ
で
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
言
葉
と
の
出
会
い
は
こ
と
さ
ら
彼
に
強
い
印
象
を
与
え
た
で

あ
ろ
う
。
こ
の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
西
洋
の
中
に
東
洋
に
通
じ
る
要
素
を
見
出
す
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
思
考
法
を
漱
石
は
ほ

か
に
も
用
い
た
形
跡
が
あ
る
。
彼
は
英
国
詩
人
の
作
品
に
老
荘
的
な
特
色
を
認
め
た
こ
と
が
そ
の
一
例
と
い
え
る

(

注�)。
ま
た
、
こ
の
思
考
パ

タ
ー
ン
は
漱
石
以
降
も
多
々
見
ら
れ
、
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

(

注�)
。
そ
れ
は
東
西
文
化
対
峙
と
い
う
構
図
の
も
と
で
生
ま
れ
た

思
考
法
で
あ
り
、
様
々
に
意
義
深
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
論
す
る
こ
と
は
さ
て
お
く
が
、
そ
れ
に
は
西
洋
を
通
し
て
東
洋
の
伝
統
を
再

発
見
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
漱
石
の
場
合
も
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
に
よ
り

『

荘
子』

を
強
く
意
識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ゆ
え
、
西
洋
芸
術
家
の
言
葉
が
刺
激
と
な
り
、
漱
石
は

『

荘
子』

の
寓
話
を
運
慶
の
形
象
に
託
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
た
の
が

｢

第

六
夜｣

と
な
る
わ
け
だ
。
そ
こ
で
、
作
者
が
運
慶
の
現
代
的
意
義
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
す
な
わ
ち
東
洋
芸
術
精
神
の
再
興
へ
の
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願
い
ゆ
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に

漱
石
は

｢
東
洋
美
術
図
譜｣

(

一
九
一
〇)

で
、
伝
統
文
化
と
西
洋
の
間
で
揺
れ
る
自
ら
の
心
境
を
語
っ
て
い
る
。

余
が
現
在
の
頭
を
支
配
し
余
が
将
来
の
仕
事
に
影
響
す
る
も
の
は
残
念
な
が
ら
、
わ
が
祖
先
の
も
た
ら
し
た
過
去
で
な
く
つ
て
、
却

て
異
人
種
の
海
の
向
ふ
か
ら
持
つ
て
来
て
く
れ
た
思
想
で
あ
る
。
一
日
余
は
余
の
書
斎
に
坐
つ
て
、
四
方
に
並
べ
て
あ
る
書
棚
を
見
渡

し
て
、
其
中
に
詰
ま
つ
て
ゐ
る
金
文
字
の
名
前
が
悉
く
西
洋
語
で
あ
る
の
に
気
が
付
い
て
驚
い
た
事
が
あ
る
。
今
迄
は
此
五
彩
の
眩
ゆ

い
う
ち
に
身
を
置
い
て
、
少
し
は
得
意
で
あ
つ
た
が
、
気
が
付
い
て
見
る
と
、
是
等
は
皆
異
国
産
の
思
想
を
青
く
綴
ぢ
た
り
赤
く
綴
ぢ

た
り
し
た
も
の
ゝ
み
で
あ
る
。
単
に
所
有
と
云
ふ
点
か
ら
云
へ
ば
聊
か
富
と
い
ふ
念
も
起
る
が
、
そ
れ
は
親
の
遺
産
を
受
継
い
だ
富
で

は
な
く
つ
て
、
他
人
の
家
へ
養
子
に
行
つ
て
、
知
ら
ぬ
も
の
か
ら
得
た
財
産
で
あ
る
。
自
由
に
利
用
す
る
の
は
養
子
の
権
利
か
も
知
れ

な
い
が
、
こ
ん
な
も
の
ゝ
御
蔭
を
蒙
る
の
は
一
人
前
の
男
と
し
て
は
気
が
利
か
な
過
ぎ
る
と
思
ふ
と
、
有
り
余
る
本
を
四
方
に
積
み
な

が
ら
非
常
に
意
気
地
の
な
い
心
持
が
し
た

(

注�)。

西
洋
の
文
学
と
芸
術
に
耽
溺
し
な
が
ら
も
、
漱
石
は
伝
統
文
化
に
強
く
心
惹
か
れ
て
い
た

(

注�)。
彼
は
こ
こ
で
伝
統
へ
の
目
覚
め
、
あ
る
い

は
再
発
見
に
至
る
心
境
の
変
化
を
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
い
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
折
、
彼
は

『

東
洋
美
術
図
譜』

(

一
九
〇
九)

に
触
れ
、
そ
の
中
に

｢

わ
れ�
日
本
の
祖
先
が
わ
れ�
の
背
景
と
し
て
作
つ
て
呉
れ
た
と
云
つ
て
恥
づ
か
し
く
な
い
も
の
が
大
分
あ

る｣

と
し
て
、
借
り
物
で
な
い
日
本
文
化
を
実
感
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
が
感
じ
取
っ
た
日
本
美
術
の
特
色
は
何
で
あ
ろ
う
か
。｢

そ
の
特
長
が
全
体
に
わ
た
ら
ざ
る
一
種
の
風
致
に
せ
よ｣

と
い
う
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文
中
の
言
葉
か
ら
多
く
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
彼
は

｢

不
折
俳
画
の
序｣

(

一
九
一
〇)

で
西
洋
に
は
見
ら
れ
な

い
東
洋
の
美
を
示
し
て
い
る
。

グ
ロ
テ
ス
ク
と
云
ふ
言
葉
が
あ
つ
て
美
と
区
別
す
る
が
元
来
此
グ
ロ
テ
ス
ク
な
る
言
葉
が
西
洋
語
で
あ
る
に
拘
は
ら
ず
其
趣
味
は
決

し
て
西
洋
的
で
な
い
。
大
抵
は
日
本
支
那
印
度
の
美
術
品
に
限
つ
て
使
は
れ
て
る
様
に
思
ふ
。
夫
は
何
故
だ
か
一
寸
分
ら
な
い
が
欧
洲

の
様
な
男
振
り
の
好
い
国
柄
で
は
器
量
人
ば
か
り
眼
に
つ
く
か
ら
、
変
梃
な
羅
漢
や
仙
人
の
顔
付
の
う
ち
で
風
雅
な
奴
を
選
択
す
る
程

の
趣
味
を
養
成
し
に
く
か
つ
た
の
だ
ら
う
。
幸
に
し
て
我
々
は
不
思
議
な
位
と
ぼ
け
た
面
相
を
揃
へ
て
生
活
し
て
ゐ
る
の
で
、
長
い
間

に
は
何
時
か
此
と
ぼ
け
た
う
ち
に
一
種
の
趣
味
を
発
見
す
べ
く
余
義
な
く
さ
れ
た
所
を
西
洋
人
に
見
付
か
つ
て
、
つ
い
に
グ
ロ
テ
ス
ク

と
云
ふ
名
を
頂
戴
し
て
仕
舞
つ
た
の
ぢ
や
な
か
ら
う
か

(

注�)。
｢

グ
ロ
テ
ス
ク｣

が
東
洋
美
学
の
特
色
の
ひ
と
つ
だ
と
す
る
と
ら
え
方
自
体
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(

注�)

し
か
し
、
こ
こ
で
運

慶
が
彫
る
の
が

｢

仁
王｣

で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
選
び
に
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
者

は

｢

変
梃
な
羅
漢
や
仙
人｣

を
グ
ロ
テ
ス
ク
美
学
で
評
価
す
る
が
、
怒
り
や
脅
し
の
表
情
を
か
な
り
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
仏
教
彫
刻
で
あ
る

ゆ
え
、
仁
王
も
同
じ
よ
う
に
西
洋
に
は
な
い
、
日
本
独
特
な
美
を
代
表
す
る
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

(

注�)。

ま
た
、
運
慶
や
仁
王
を
表
現
モ
チ
ー
フ
と
し
た
の
は
、
当
時
の
美
術
界
に
お
け
る
運
慶
評
価
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
根
立
研
介
氏

は

｢｢

運
慶
一
タ
ヒ
出
テ
天
下
復
タ
彫
刻
ナ
シ｣

運
慶
の
名
声
の
確
立
と
伝
承
を
め
ぐ
っ
て

｣

に
お
い
て
、
運
慶
生
前
よ
り
近

代
ま
で
の
名
声
の
確
立
と
伝
承
を
た
ど
り
、『

夢
十
夜』

に
も
言
及
し
、｢

第
六
夜
は
、
運
慶
が
護
国
寺
で
仁
王
像
を
刻
む
場
面
が
舞
台
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
当
時
広
ま
っ
た
運
慶
の
言
説
や
仁
王
像
と
結
び
付
い
た
運
慶
イ
メ
ー
ジ
が
正
し
く
投
影
さ
れ
て
い
る｣

と
指

摘
す
る

(

注�)。
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
に
成
立
し
た

｢

日
本
美
術
史
学｣

が
そ
れ
ま
で
の
運
慶
の
名
声
を
喧
伝
す
る
役
割
を
果
た
し
、
た
と
え

ば
明
治
二
十
三
年

(

一
八
九
〇)

八
月
の

『

國
華』

十
一
号
に
東
大
寺
南
大
門
金
剛
力
士
像

(

阿
形)

と
そ
の
解
説
文
が
掲
載
さ
れ
、
美
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術
雑
誌
に
お
そ
ら
く
そ
の
名
が
始
め
て
登
場
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
が
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
言
葉
を
冒
頭
に
、｢

運
慶
出
ツ

ル
ニ
至
リ
テ
遂
ニ
天
下
ヲ
風
靡
シ
百
世
ノ
彫
工
皆
其
ノ
遺
範
ヲ
守
リ
今
日
ニ
至
ル
マ
テ
仏
像
彫
法
ハ
尽
ト
ク
運
慶
ノ
法
ヲ
祖
伝
セ
サ
ル
モ

ノ
ナ
シ｣

な
ど
と
絶
賛
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

注�)。

よ
っ
て
、
日
本
美
の
代
表
者
と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
あ
る
い
は
梓
慶
、
工�
と
い
っ

た
西
洋
と
中
国
古
代
の
大
家
名
匠
へ
の
対
抗
意
識
を
も
っ
て
、
日
本
的
芸
術
精
神
の
具
現
者
と
し
て
運
慶
が
造
形
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

注(

１)

作
者
が
運
慶
の
芸
術
精
神
を
評
価
し
、
明
治
文
明
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
主
旨
の
論
は
多
い
。
坂
本
浩

｢『

夢
十
夜』

の
理
念
と
構
造｣

『

成
城
国

文
学
論
集』

第
五
輯
、
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
一
九
七
二
年
四
月
、
入
江
隆
則

｢『

夢
十
夜』

変
奏｣

『

講
座

夏
目
漱
石』

第
二
巻
、
有
斐
閣
、

一
九
八
一
年
八
月
、
笹
淵
友
一

｢｢
夢
十
夜｣

論

第
六
夜
・
第
七
夜

｣
『

学
苑』

昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
、
第
五
二
八
号
、
一
九
八
三

年
十
二
月
、
大
竹
雅
則

｢『

夢
十
夜』

生
の
か
な
し
み

｣
『

夏
目
漱
石
論
考』

桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
五
月
、
石
井
和
夫

｢｢

夢
十
夜｣

わ

れ
ら
が
夢
想
実
験
の
場

第
一
、
六
、
七
、
九
夜
を
中
心
に｣

『

高
校
通
信』

第
二
十
五
巻
二
号
、
教
育
出
版
、
一
九
九
一
年
二
月
な
ど
が
あ
る
。｢

第
六

夜｣

の
芸
術
論
に
漱
石
の
文
学
方
法
の
模
索
と
の
並
行
関
係
を
論
じ
た
も
の
に
、
駒
尺
喜
美

｢『

夢
十
夜』

異
説｣

『

漱
石

そ
の
自
己
本
位
と
連
帯
と』

八
木
書
店
、
一
九
七
〇
年
五
月
、
宮
井
一
郎

｢『
夢
十
夜』｣

『

漱
石
文
学
の
全
貌』

上
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
五
月
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
比
較

的
な
視
点
か
ら
の
論
と
し
て
、
権
赫
建

｢『

夢
十
夜』
の

｢

第
六
夜｣

と
韓
国
文
学
を
通
し
て
み
た
日
韓
の
彫
刻
芸
術
観
の
比
較｣

『

東
ア
ジ
ア
日
本
語
教

育
・
日
本
文
化
研
究』

創
刊
号
、
同
学
会
、
一
九
九
九
年
三
月
、
孫
樹
林

｢『

夢
十
夜』

与
儒
・
釈
・
道｣

『

外
語
与
外
語
教
学』

第
一
三
九
期
、
大
連
外

国
語
学
院
、
二
〇
〇
〇
年
第
十
一
期
が
あ
る
。
権
赫
建
論
文
に
お
い
て
、｢

第
六
夜｣

に
は
自
然
中
心
の
芸
術
観
が
見
ら
れ
、
韓
国
近
代
作
家
玄
鎮
健
の

『

無
影
塔』
(

一
九
三
九)

で
は
人
間
中
心
的
な
芸
術
観
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
相
違
の
原
因
に
つ
い
て
は

｢

日
本
に
は
、
伝
統
的
な

｢

自
然

崇
拝
の
意
識｣

と

｢

木
の
中
に
神
が
あ
る
と
い
う
独
特
な
カ
ミ
の
観
念｣
等
の

｢

ア
ニ
ミ
ズ
ム｣

が
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教
思
想

と
融
合
し
て
、
木
の
中
に
仏
が
あ
る
と
い
う
思
想
に
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
思
想
を
十
分
身
に
つ
け
て
い
た
漱
石
に
、
ロ
ン

ド
ン
留
学
を
通
し
て
会
得
し
た

｢

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
芸
術
観｣

や

｢
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
彫
刻
芸
術
観｣

な
ど
が
影
響
を
及
ば
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る｣

と
の
見
解
を
示
し
た
。
日
韓
芸
術
観
の
比
較
は
と
て
も
興
味
深
い
が
、
共
通
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

孫
樹
林
は
上
記
論
文
で
、『

夢
十
夜』

を
中
国
思
想
の
観
点
か
ら
論
じ
、｢

第
六
夜｣
に
関
し
て

｢

夏
目
漱
石
が
読
者
に
示
そ
う
と
し
た
の
は
芸
術
論
で

は
な
く
、
日
本
近
代
の
浅
薄
な
文
明
へ
の
批
判
と
と
も
に
伝
統
文
化
へ
の
首
肯
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か｣

と
触
れ
て
い
る
。
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(

２)
｢

第
六
夜｣

に
お
け
る
彫
刻
観
を
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
に
拠
る
も
の
と
す
る
論
は
、
前
掲
石
井
和
夫
論
文

(

一
九
九
一
年)

、
そ
し
て

『

漱
石
全

集』

第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、一
九
九
四
年
十
二
月
所
収

『

夢
十
夜』

｢

第
六
夜｣

の｢

若
い
男｣

の
言
葉

｢

あ
の
通
り
の
…
…
掘
り
出
す
迄
だ｣

に
対
す
る
清
水
孝
純
の
注
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
論
は
、
佐
々
木
充

｢『

夢
十
夜』

解
析｣

『

帯
広
大
谷
短
大
紀
要』

八
号
、
一
九
七
〇
年
十
二
月
、
そ
れ
か
ら
前
掲
笹
淵
友
一
論
文

(

一
九
八
三
年)

、
さ
ら
に
田
中
英
道

｢

漱
石
、�
外
、
天
心
と
イ
タ
リ
ア
美
術｣

『

日
本

文
化』

拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
、
六
号
、
二
〇
〇
一
年
秋
が
あ
る
。

(

３)

金
谷
治
訳
注

『

荘
子』

第
三
冊
、｢

外
篇
・
雑
篇｣

、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
十
一
月
第
一
刷
、
一
九
九
八
年
十
二
月
第
二
二
刷
、
五
七
―
五
八
頁
。

(

４)

夏
目
漱
石

『
夢
十
夜』

｢

第
六
夜｣

、『

大
阪
朝
日
新
聞』

明
治
四
十
一
年
七
月
三
十
一
日
、こ
こ
で
は

『

漱
石
全
集』

第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四

年
十
二
月
、
一
一
五
頁
。
な
お
、『

漱
石
全
集』

か
ら
の
引
用
は
ル
ビ
を
省
略
し
た
。

(

５)

同
前
書
、
一
一
七
頁
。

(

６)
｢

第
六
夜｣

の
現
代
的
受
容
と
し
て
、
コ
ミ
ッ
ク

『

ガ
ラ
ス
の
仮
面』

(

美
内
す
ず
え
著
、
白
泉
社
、
一
九
八
九
年
九
月
第
一
刷
、
一
九
九
七
年
八
月
第
二

三
刷)

第
十
二
章
、｢
紅
天
女

(

三)

所
収
の
、
仏
師
海
慶
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
海
慶
は

｢

木
の
中
の
仏
像
が
叫
び
だ
す｣

ま
で
、

｢

手
慣
ら
し
作
業
を
し
な
が
ら
製
作
用
の
木
を
み
つ
め
る
だ
け｣

と
い
う
精
神
集
中
を
経
て
、
風
呂
に
入
り
身
を
清
め
、
塩
で
う
が
い
も
し
て
か
ら
身
を

引
き
締
め
て
作
業
に
取
り
か
か
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

(

７)

前
掲

『

漱
石
全
集』

第
十
二
巻
、
一
一
七
頁
。

(

８)

前
掲

『

荘
子』

第
三
冊
、
六
一
―
六
二
頁
。

(

９)

前
掲

『

漱
石
全
集』

第
十
二
巻
、
一
一
八
頁
。

(

10)

注

(

１)

に
掲
げ
た
笹
淵
論
文
等
を
参
照
。

(

11)

夏
目
漱
石

｢

文
展
と
藝
術

(

四)｣

、『

東
京
朝
日
新
聞』

大
正
元
年
十
月
十
九
日
、
こ
こ
で
は

『

漱
石
全
集』

第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
四

月
、
五
一
四
―
五
一
五
頁
。

(

12)

同
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
出
典
は

『

宋
元
明
清
名
家
文
鈔』

(

明
治
十
四
年)

所
収
の
、
邵
青
門

｢

青
門
老
圃
伝｣

(
『

漱
石
全
集』

第
十
六
巻
、
注
解
に
よ
る)

。

｢

人
生｣

に
お
け
る
漱
石
の
引
用
は
も
う
少
し
詳
し
く
、
ほ
ぼ
原
文
に
従
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、｢

青
門
老
圃
独
り
一
室
の
中
に
坐
し
、
冥
思
遐
捜
す
、

両
頬
赤
を
発
し
火
の
如
く
、
喉
間
咯
々
声
あ
る
に
至
る
、
稿
を
属
し
日
を
積
ま
ざ
れ
ば
出
で
ず
、
思
を
構
ふ
る
の
時
に
方
つ
て
大
苦
あ
る
も
の
ゝ
如
し
、

既
に
来
れ
ば
則
り
大
喜
、
衣
を
牽
き
床
を
遶
り
て
狂
呼
す｣

と
あ
る

(『
漱
石
全
集』

第
十
六
巻
、
十
三
―
十
四
頁)

。
原
文
で
は
、｢

大
苦
あ
る
も
の
に

類
す
、
既
に
成
れ
ば｣

と
な
っ
て
い
る

(

同
注
解
に
よ
る)

。

(

13)

前
掲

『

漱
石
全
集』

第
十
二
巻
、
六
五
四
―
六
五
五
頁
。

(

14)

杉
浦
明
平
訳

『

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
記』

岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
十
二
月
第
一
刷
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
、
第
五
一
刷
、
二

〇
五
―
二
〇
六
頁
。

(

15)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������
ま
た
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
彫
刻
批
評
は
そ
の
ラ
イ
バ
ル
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
へ
の
明
ら
か
な
あ
て
つ
け
だ
と
す
る
論
も
あ
る
。

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� 177�(16)注(

１)

に
挙
げ
た
笹
淵
氏
論
文
を
参
照
。

(

17)
笹
淵
論
文
で
は
こ
の
詩
句
を
山
元
一
郎

『

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
怖
れ

付
・
ニ
イ
チ
ェ

』

法
律
文
化
社
、
一
九
七
〇
年
六
月
よ
り
引
用
し
、
山
元

著
は��������������������������������������������������������������������������������������������������������

に
基
づ
く

が
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
第
一
聯
の
イ
タ
リ
ア
語
原
文
は
以
下
で
あ
る
。

���������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
��� �����������������������������

右
の
原
文
は�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����(18)����������������(19)漱石と老子の関
連
に
つ
い
て
は
多
く
の
言
及
が
あ
る
が
、
漱
石
と
荘
子
の
関
連
を
論
じ
た
研
究
は
瞥
見
の
限
り
多
く
は
な
い
。
松
本
倫
枝

｢

漱
石
と
荘

子
：
則
天
去
私
へ
の
一
考
察｣
『

実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要』

第
十
三
号
、
一
九
七
〇
年
十
二
月
。

(

20)
｢

老
子
の
哲
学｣

(

一
八
九
二)

で
、
漱
石
は

｢(
一)

老
子
は
学
問
を
以
て
無
用
と
せ
り｣

と

｢(

三)

老
子
は
嬰
児
た
ら
ん
と
す｣

の
二
節
で
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
の
詩
句
を
引
用
し
、
両
者
の
共
通
点
に
触
れ
て
い
る
。

(

21)

た
と
え
ば
、
国
画
創
作
協
会
の
理
論
的
支
柱
で
、
美
術
評
論
家
の
中
井
宗
太
郎
や
、
画
家
で
美
術
評
論
家
の
黒
田
重
太
郎
な
ど
が
、
一
九
二
〇
年
代
に
行

な
っ
た
ゴ
ッ
ホ
批
評
に
は
東
洋
風
な
画
家
と
し
て
の
ゴ
ッ
ホ
・
イ
メ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
西
洋
近
代
の
表
現

主
義
芸
術
思
想
と
東
洋
文
人
画
の
そ
れ
と
の
共
通
性
が
大
い
に
注
目
を
浴
び
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
拙
著

『

中
国
文
人
画
家
の
近
代

豊
子�
の
西

洋
美
術
受
容
と
日
本』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
四
月
を
参
照
。

(

22)

夏
目
漱
石

｢

東
洋
美
術
図
譜｣

、『

東
京
朝
日
新
聞』

明
治
四
十
三
年
一
月
五
日
、
こ
こ
で
は
前
掲

『

漱
石
全
集』

第
十
六
巻
、
三
〇
七
頁
。

(

23)

漱
石
に
お
け
る

｢

東
洋
の
回
帰｣

に
つ
い
て
は
平
川
祐
弘

『

夏
目
漱
石

非
西
洋
の
苦
闘』

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
十
一
月
に
詳
し
い
。
四
五

〇
頁
。

(

24)

夏
目
漱
石

｢

不
折
俳
画
の
序｣

、
中
村
不
折
画

『

不
折
俳
画』

上
巻
、
光
華
堂
、
明
治
四
十
三
年
三
月
十
二
日
、
こ
こ
で
は
前
掲

『

漱
石
全
集』

第
十
六

巻
、
三
一
四
頁
。

(

25)

漱
石
自
身
は
第
一
高
等
中
学
校
時
代
、
英
語
教
師
Ｊ.

マ
ー
ド
ッ
ク
に
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
で
、
す
で
に
日
本
彫
刻
の
特
色
を���������
と
認
識
し
て
い
た
。
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『

漱
石
全
集』

第
二
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
二
月
、
四
一
六
頁
。

(

26)

漱
石
は

｢

運
慶
の
仁
王｣

を
美
の
一
典
型
と
み
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。｢

文
芸
の
哲
学
的
基
礎｣

(

一
九
〇
七)

で
、
彼
は
文
芸
家
の
理
想
を
、｢

感

覚
物
そ
の
も
の
に
対
す
る
情
緒｣

と

｢

感
覚
物
を
通
じ
て
知
、
情
、
意
の
三
作
用
が
働
く
場
合｣

と
に
分
け
、｢

運
慶
の
仁
王
は
意
志
の
発
動
を
あ
ら
は

し
て
居
る｣

と
評
し
た
。
前
掲

『

漱
石
全
集』

第
十
六
巻
、
一
〇
二
頁
。
た
だ
、『

草
枕』

(

一
九
〇
六)

で
、｢

端
粛｣

を
特
徴
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻

と
の
比
較
に
お
い
て
、｢

運
慶
の
仁
王
も
、
北
斎
の
漫
画
も
全
く
此
動
の
一
字
で
失
敗
し
て
居
る｣

と
も
評
し
た
。『

漱
石
全
集』

第
三
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
二
月
、
三
九
頁
。
ま
た
、
前
掲
石
井
和
夫
の
論
考
で
は
、
天
探
女
を
踏
み
つ
け
る
様
式
を
も
つ
と
し
て
、
仁
王
像
は

｢

第
五
夜｣

の

｢

天
探

女｣

か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
。

(

27)

根
立
研
介

｢｢
運
慶
一
タ
ヒ
出
テ
天
下
復
タ
彫
刻
ナ
シ｣

運
慶
の
名
声
の
確
立
と
伝
承
を
め
ぐ
っ
て

｣
『

京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究

室
研
究
紀
要』
第
二
一
号
、
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
、
二
〇
〇
一
年
、
六
一
頁
。

(

28)

引
用
は
前
掲
根
立
論
文
に
よ
る
。
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