
心
敬
の
作
品
に
感
覚
的
傾
向
が
強
い
こ
と
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
色

彩
用
語
の
「
青
し
」
や
「
白
し
」
の
言
表
に
窺
え
る
、
豊
か
な
感
受
性
の
表
わ

れ
や
余
情
・
景
気
を
尊
重
す
る
詩
法
等
に
は
、
心
敬
の
感
覚
的
傾
向
が
、
よ
く

現
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
心
敬
の
作
品
に
は
、
た
と
え
ば
滕
朧
感
が
も
た
ら
す
遠
近
感
の
よ
う

な
、
独
特
な
感
覚
的
効
果
が
働
い
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
心
敬
の
場
合
、

感
覚
の
諸
作
用
は
、
事
象
を
捉
え
る
主
体
と
、
意
識
・
覚
知
の
対
象
で
あ
る
客

体
と
の
間
で
、
美
の
相
を
い
か
に
捉
え
る
か
の
際
に
、
あ
る
種
の
美
的
効
果
を

も
た
ら
し
つ
つ
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
諸

作
用
こ
そ
が
、
右
に
述
べ
た
独
特
な
詩
的
効
果
を
生
ゑ
出
す
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
感
覚
的
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
心
敬
の
連
歌
や
連
歌
論
の

研
究
、
こ
と
に
そ
の
美
観
を
究
明
す
る
上
で
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
心
敬
の
美
意
識
に
は
、
華
麗
・
妖
艶
な
美
を
去
っ
て
、
し
み
じ

み
と
し
た
幽
微
な
美
を
よ
し
と
す
る
、
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
こ
の
特
性
は
、

先
述
の
「
青
」
「
白
」
の
色
彩
用
語
の
独
特
な
用
法
や
余
情
・
景
気
の
尊
重
に

心
敬
美
観
の
感
覚
的
側
面
の
構
造

序

も
現
わ
れ
て
い
る
し
、
「
幽
玄
」
の
意
味
内
容
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
価
値

転
換
に
も
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
幽
玄
」
は
美
的
理
念
と
し
て
中
世

に
一
般
で
あ
っ
た
が
、
心
敬
の
「
幽
玄
」
は
、
先
行
す
る
「
幽
玄
」
と
意
味
内

容
を
異
に
し
、
「
優
雅
」
「
妖
艶
」
の
美
か
ら
脱
却
し
た
、
含
蓄
性
に
富
ん
だ

精
神
的
な
美
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
幽
玄
」
の
意
味
内
容
の
転
換
は
、
研

（
１
人
）

究
史
上
「
枯
淡
化
」
「
冷
厳
化
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
美
意
識
の
思
想
的
な
根
底
に
は
、
和
歌
・
連
歌
の
道
を
主
軸
と

し
た
美
的
価
値
観
と
、
天
台
教
学
を
基
盤
と
し
つ
つ
禅
宗
の
影
響
を
受
け
た
宗

教
的
価
値
観
の
融
合
が
あ
る
。

（
、
必
）

心
敬
に
お
け
る
芸
道
と
仏
道
の
結
合
は
、
仏
教
と
芸
術
の
融
合
で
あ
る
と
か
、

文
学
と
宗
教
と
の
分
離
が
つ
い
に
不
可
能
で
あ
っ
た
僧
侶
の
人
間
性
の
現
わ
れ

（
句
０
）

で
あ
る
な
ど
と
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
心
敬
が
仏
道
と
芸
道
と
を

（
両
者
の
間
に
矛
盾
や
対
立
を
存
在
さ
せ
つ
つ
も
）
同
一
で
あ
る
と
し
て
、
精

神
的
修
業
を
第
一
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

連
歌
制
作
の
際
に
も
、
心
敬
は
、
何
よ
り
も
作
者
の
精
神
的
な
在
り
方
を
問

題
に
し
た
。
「
心
地
修
行
」
の
尊
重
は
、
宗
教
的
価
値
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、

人
間
観
・
芸
術
観
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
心
敬
は
、
高
次
の
精
神
的
境
位

菅
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に
到
達
し
て
初
め
て
、
真
の
芸
術
活
動
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
心
敬
に
お
い
て
は
、
豊
か
な
感
覚
の
諸
作
用
と
、
そ

れ
と
相
関
す
る
独
自
な
主
体
の
在
り
方
、
芸
道
・
仏
道
一
道
観
に
立
脚
し
た
美

意
識
、
主
体
の
精
神
的
境
位
の
何
に
も
ま
し
て
の
尊
重
等
が
、
混
然
一
体
と
な

っ
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
混
然
一
体

の
も
の
を
「
美
観
」
と
し
て
総
合
的
に
捉
え
な
お
し
た
な
ら
ば
、
心
敬
の
美
観

の
在
り
方
が
明
ら
か
に
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
そ
の
際
、
「
美
観
」
の
よ
り
綿
密
な
把
捉
・
理
解
の
た
め
に
は
、
感
覚

的
側
面
を
、
新
た
な
視
点
か
ら
、
よ
り
積
極
的
に
考
察
し
て
行
く
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
心
敬
の
色
彩
感
覚
に
焦
点
を
置
い
て
色
彩
感
覚
に
観
取

し
う
る
心
敬
の
特
徴
を
分
析
・
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
敬
の
美
観
の
感
覚

的
側
面
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

色
彩
用
語
の
用
例
に
観
取
で
き
る
多
様
性
及
び
独
自
性
は
、
こ
れ
ま
で
も
考

察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
分
析
・
考
察
は
、
呈
巨
の
語
を

（
４
号
）

め
ぐ
る
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。

心
敬
の
作
品
に
は
望
邑
の
語
の
使
用
例
が
、
他
の
色
彩
用
語
の
用
例
よ
り

も
多
く
見
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
青
」
の
語
に
即
し
て
美
観
を
捉
え
て
行
く

こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
効
果
的
な
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
心
敬
の
美

観
は
作
品
に
広
汎
に
現
わ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
部
分
に
と
ら
わ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
よ
り
全
体
的
に
心
敬
の
美
観
を
捉
え
よ
う
と
す
る
視

野
に
立
ち
、
寒
色
で
あ
る
皇
邑
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

三
厘
と
は
対
照
的
な
暖
色
「
さ
く
ら
色
」
に
注
目
し
、
考
察
を
加
え
た
い
。

『
竹
林
抄
』
（
以
下
『
竹
林
』
と
略
す
）
中
「
さ
く
ら
色
」
の
語
例
は
、
心

敬
に
は
二
あ
る
が
他
の
作
者
に
は
な
い
。
赤
色
系
の
色
彩
用
語
に
限
っ
て
見
る

と
『
竹
林
』
に
お
い
て
は
「
く
れ
な
ゐ
」
「
紫
」
の
語
は
心
敬
を
含
め
て
過
半

数
の
作
者
に
各
々
一
例
ず
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
さ
く
ら
色
」
は
心
敬
に
の
ゑ

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
見
過
し
難
い
。
『
竹
林
』
の
承
な
ら
ず
心
敬

の
主
要
作
品
に
は
「
さ
く
ら
色
」
の
用
例
が
少
な
く
な
い
。
加
え
て
、
第
一
に

心
敬
が
客
体
の
色
相
を
一
般
的
用
法
と
全
く
違
っ
て
「
さ
く
ら
色
」
と
捉
え
て

い
る
こ
と
、
第
二
に
心
敬
に
お
い
て
「
く
も
る
」
「
か
す
む
」
「
そ
む
」
「
う

つ
る
ふ
」
等
の
、
本
来
色
彩
用
語
で
は
な
い
も
の
が
、
「
さ
く
ら
色
」
の
語
と

共
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
色
彩
的
効
果
、
ひ
い
て
は
視
覚
的
効
果

を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
注
目

し
な
が
ら
、
「
さ
く
ら
色
」
の
用
例
を
通
じ
て
観
取
で
き
る
美
観
の
特
質
を
捉

え
て
行
く
。

さ
て
、
心
敬
の
「
さ
く
ら
色
」
の
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
６
）

②
さ
く
ら
色
に
世
は
う
ち
く
も
る
朝
か
な

（
５
）

①
桜
色
に
世
は
う
ち
霞
む
に
ほ
ひ
哉

（
７
）

③
さ
く
ら
色
に
く
も
る
〈
か
り
の
あ
し
た
哉

（
◎
。
）

④
さ
く
ら
色
の
こ
す
ゑ
な
そ
め
そ
春
の
露

1
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右
の
例
の
う
ち
、
春
の
句
に
お
け
る
「
さ
く
ら
色
」
の
色
相
に
つ
い
て
は
、

本
来
の
「
さ
く
ら
色
」
の
一
般
的
な
定
義
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
色
相
そ
れ
自
体
に
関
す
る
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

①
夙
潭
⑥
を
通
じ
て
「
霞
む
」
「
く
も
る
」
等
の
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
、
漂
秒
感

の
漂
う
様
を
表
わ
す
語
が
併
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
独
特
な
情
趣
の

加
味
さ
れ
た
、
独
自
な
色
彩
的
世
界
が
詠
ま
れ
得
て
い
る
点
は
見
過
せ
な
い
。

①
⑦
③
を
通
じ
心
敬
は
「
紅
色
」
の
極
め
て
淡
薄
な
色
相
に
目
を
止
め
る
と
同

時
に
暖
昧
模
糊
と
し
た
感
を
そ
こ
に
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
単
に
認
め
る
だ
け

で
な
く
、
歌
詠
の
際
に
一
層
強
調
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
敬
に
は

「
紅
色
」
系
の
色
彩
用
語
の
用
例
が
数
種
あ
る
が
、
不
鮮
烈
な
淡
紅
色
相
を
示

す
語
は
「
さ
く
ら
色
」
が
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
さ
く
ら
色
」
は

「
紅
色
」
系
の
最
も
薄
く
淡
い
色
相
を
示
す
語
で
あ
り
、
よ
り
心
敬
の
詩
的
感

動
に
結
び
つ
き
易
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
滕
朧
感
の
点
か
ら

も
、
心
敬
の
色
彩
感
覚
に
強
く
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
．
①
②
③

の
句
に
お
い
て
は
「
さ
く
ら
色
」
と
檬
朧
感
は
一
体
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
さ
く
ら
色
」
と
滕
朧
感
の
一
体
化
の
例
は
、
他
の
作
者
に
も

見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
心
敬
以
外
の
作
者
の
、
和
歌
・
連
歌
に
見
え
る
「
さ

く
ら
色
」
の
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

で
あ
る
。

（
咽
）

①
⑦
承
。
④
と
⑤
⑥
と
の
「
さ
く
ら
色
」
の
実
色
相
の
相
違
は
一
見
し
て
明
白

、
桜
色
の
は
っ
花
染
め
の
か
り
衣
き
つ
上
や
馴
れ
む
春
の
木
の
も
と

（
ｎ
訂
）

⑤
さ
く
ら
色
に
下
葉
を
そ
め
よ
秋
の
露（

ｍ
）

⑥
さ
く
ら
色
に
う
つ
る
ふ
春
の
青
葉
哉

（
泥
）

①
桜
色
に
四
方
の
山
風
そ
め
て
け
り
衣
の
関
の
春
の
あ
け
ぼ
の （

副
）

⑭
桜
色
に
春
立
ち
そ
め
し
旅
ご
ろ
も
今
日
宮
城
野
の
萩
が
花
ず
り

（
犯
）

①
桜
色
に
そ
め
し
秩
を
ぬ
ぎ
か
へ
て
山
ほ
と
塁
ぎ
す
今
朝
よ
り
ぞ
ま
つ

（
四
）

①
桜
色
の
衣
に
も
ま
た
別
る
上
に
春
を
残
せ
る
宿
の
藤
浪

（
皿
）

④
さ
く
ら
色
に
山
わ
け
衣
う
つ
る
ひ
ぬ
か
つ
散
り
か
坐
る
花
の
下
道

（
鳩
）

⑨
桜
色
も
我
が
そ
め
移
す
か
ら
衣
花
は
と
め
け
る
か
た
み
だ
に
な
し

（
略
）

①
桜
色
の
袖
も
単
衣
に
か
は
る
ま
で
移
り
に
け
り
な
過
ぐ
る
月
日
は

（
Ⅳ
）

⑧
桜
色
の
衣
は
う
へ
に
か
ふ
れ
ど
も
心
に
は
る
を
わ
す
れ
ぬ
も
の
を（

昭
〉

⑪
さ
く
ら
色
の
花
の
狭
を
た
ち
か
へ
て
こ
た
び
春
の
名
残
り
を
ぞ
思
ふ （

吃
）

⑥
さ
け
ど
ち
る
花
は
か
ひ
な
し
桜
色
に
こ
ろ
も
そ
め
き
て
春
は
す
ぐ
さ
む

（
ｕ
）

⑧
桜
色
に
衣
は
ふ
か
く
染
め
て
着
む
花
の
散
り
な
む
後
の
形
見
に

一
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（
鯉
）

、
桜
色
の
雲
分
け
馴
れ
し
旅
衣
う
つ
る
ふ
袖
に
匂
ふ
春
風

（
”
）

、
桜
色
の
移
る
も
知
ら
れ
山
賤
も
田
の
面
の
花
は
袖
に
散
り
つ
坐

（
妬
）

◎
桜
色
の
山
分
衣
こ
の
ご
ろ
の
嵐
に
つ
け
て
匂
ひ
ぬ
る
か
な

（
妬
）

⑨
桜
色
の
春
の
衣
は
脱
ぎ
替
へ
て
な
ほ
よ
そ
な
ら
ぬ
庭
の
卯
の
花

（
”
）

⑨
桜
色
の
ひ
と
へ
を
尚
も
懐
か
し
ゑ
夏
の
衣
に
や
が
て
す
る
か
な

（
”
）

⑤
桜
色
の
霞
の
ま
そ
で
露
お
も
永
恨
み
ぬ
山
ぞ
宿
の
あ
け
ぼ
の

（
釦
）

①
桜
色
に
叉
染
め
て
け
り
春
霞
立
ち
か
さ
ね
て
し
衣
手
の
森

（
犯
）

①
桜
色
に
衣
を
裁
た
ぱ
脱
ぎ
か
へ
し
山
郭
公
鳴
き
て
答
め
よ

（
皿
）

、
桜
色
の
雲
の
は
た
手
の
山
風
に
花
の
に
し
ぎ
の
ぬ
き
や
み
だ
れ
む

（
犯
）

⑦
桜
色
に
う
つ
る
ふ
雲
の
か
た
み
ま
で
猶
あ
と
も
な
き
春
風
ぞ
吹
く

（
調
）

⑰
桜
色
の
庭
の
春
風
跡
も
な
し
と
は
ぱ
ぞ
人
の
雪
と
だ
に
見
ん

（
鋼
）

③
桜
色
に
空
さ
へ
と
づ
る
梢
か
な（

調
）

⑦
桜
色
に
空
さ
へ
み
つ
る
木
末
哉

こ
れ
ら
の
う
ち
③
Ｉ
①
に
お
い
て
は
、
「
さ
く
ら
色
」
の
語
は
服
色
を
表

示
す
る
色
彩
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
学
に
お
け
る
色
彩
と
り
わ
け

服
色
に
関
し
て
は
、
伊
原
昭
氏
が
、
③
、
の
二
首
を
挙
げ
て
「
花
（
桜
）
を
賞

翫
す
る
あ
ま
り
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
も
桜
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
し
て
、

同
じ
色
に
衣
裳
を
染
め
、
そ
れ
を
着
て
長
く
か
た
み
と
し
た
い
と
い
う
よ
う
な

（
妬
）

自
然
愛
は
王
朝
の
人
た
ち
の
心
の
発
露
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
言
い
、
折
々
の
自

然
の
風
物
と
衣
裳
と
が
色
ど
り
を
中
心
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
見
た
て
ら
れ
て
い
る

と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
愛
は
、
第
一
に
自
然
の
風
物
が
持
つ
色
相
を
模
倣
し
て
、

色
相
を
人
工
的
に
造
り
出
す
、
第
二
に
移
り
変
わ
る
折
々
の
風
物
を
、
た
と
え

ば
襲
の
色
目
の
よ
う
な
半
永
続
化
し
た
人
工
の
か
た
ち
と
し
て
再
享
受
す
る
、

と
い
う
自
然
へ
の
作
為
的
な
対
応
の
仕
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
服

飾
と
自
然
へ
の
対
応
と
に
関
連
し
て
染
色
技
術
や
色
彩
感
覚
が
発
達
し
、
色
彩

観
が
そ
の
中
で
形
成
さ
れ
た
平
安
時
代
の
宮
廷
文
化
圏
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
心

敬
に
は
こ
の
よ
う
な
服
色
の
意
味
で
の
「
さ
く
ら
色
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。

⑪
⑦
に
お
い
て
は
「
雲
」
が
桜
の
花
を
映
し
て
「
さ
く
ら
色
」
で
あ
る
の

か
、
「
雲
」
自
体
が
「
さ
く
ら
色
」
と
見
得
る
色
相
を
有
す
る
の
か
は
定
か
で

な
い
が
、
「
さ
く
ら
色
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
花
に
準
ず
る
、
花
の
延
長
上

に
あ
る
春
の
景
物
と
し
て
、
「
雲
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
⑰
で
は

「
さ
く
ら
色
」
の
客
体
は
桜
の
花
弁
で
あ
る
。
一
面
に
散
り
し
い
た
桜
の
花
弁

を
「
雲
」
に
た
と
え
た
と
こ
ろ
に
、
「
紅
色
」
の
最
薄
色
「
さ
く
ら
色
」
の
淡

薄
さ
は
極
致
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

③
⑦
の
句
に
は
⑧
ｌ
①
に
見
ら
れ
る
作
為
的
な
自
然
へ
の
対
応
の
仕
方
や

、
⑦
に
見
ら
れ
る
「
雲
」
を
「
花
」
に
「
花
」
を
「
雪
」
に
見
た
て
る
技
巧
的
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「
に
ほ
ひ
」
の
語
が
果
た
し
て
梅
の
花
の
香
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
か
、
梅

の
花
の
色
合
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
の
か
は
明
確
に
は
決
め
難
い
。
そ
れ
で

も
「
と
を
し
」
や
「
か
す
む
」
等
の
心
敬
が
よ
く
用
い
る
漂
秒
感
・
遠
離
感
・

暖
昧
さ
を
表
現
す
る
語
と
の
関
連
に
お
い
て
「
花
の
に
ほ
ひ
」
が
捉
え
ら
れ
て

お
り
、
「
花
の
に
ほ
ひ
」
を
視
覚
的
な
も
の
と
受
け
取
る
か
嗅
覚
的
な
も
の
と

対
応
と
は
異
な
っ
た
、
単
純
素
朴
な
自
然
へ
の
呼
応
が
認
め
ら
れ
る
。
桜
の
花

の
色
合
い
を
そ
の
ま
ま
に
「
さ
く
ら
色
」
と
表
現
し
て
お
り
、
介
在
す
る
景
物

も
な
く
、
何
ら
の
作
為
も
見
ら
れ
な
い
点
で
非
常
に
直
接
的
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
「
さ
く
ら
色
」
に
付
随
し
て
存
在
す
る
滕
朧
感
の
影
は
な
い
。

心
敬
の
句
に
返
っ
て
見
る
と
、
桜
の
花
の
色
合
い
を
単
に
「
さ
く
ら
色
」
と

詠
承
表
わ
し
て
い
る
例
は
一
例
だ
け
で
あ
る
。
①
②
③
を
通
じ
て
⑧
’
＠
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
作
為
的
な
も
の
は
な
い
。
心
敬
は
客
体
と
直
接
に
向
き
合
っ

て
お
り
、
客
体
を
客
体
の
ま
ま
に
捉
え
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
③
⑦
の
よ
う

な
単
純
明
快
さ
に
は
欠
け
る
。
そ
の
理
由
は
「
さ
く
ら
色
」
と
一
体
化
し
た
朧

朧
感
の
存
在
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
心
敬
の
用
例
で
は
暖
昧
さ
や
空
漠
感
を

表
わ
す
語
に
よ
っ
て
、
色
相
自
体
の
淡
さ
に
さ
ら
に
滕
朧
感
が
加
え
ら
れ
て
一

層
柔
か
く
穏
や
か
な
色
調
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
不
鮮
明
な
朧
朧
感
を
表
わ
す
語
句
の
併
用
に
よ
り
、
色
調
に
さ

ら
に
柔
か
な
ぼ
ん
や
り
と
し
た
感
覚
的
効
果
を
得
よ
う
と
す
る
心
敬
の
特
徴
は

随
所
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

が
次
の
句
で
あ
る
。

（
”
）

花
と
を
し
に
ほ
ひ
や
か
す
む
軒
の
梅

す
る
か
の
問
題
は
残
す
が
、
そ
れ
ら
の
語
と
の
結
合
に
よ
る
「
花
の
に
ほ
ひ
」

の
暖
昧
さ
・
朧
朧
感
の
強
調
効
果
に
よ
っ
て
、
「
花
の
に
ほ
ひ
」
の
心
敬
的
美

化
は
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
か
す
む
」
と
「
に
ほ
ひ
」
の
語
の
結
合
例
は
①
の
句
に
も
見
ら
れ
る
。
こ

の
場
合
の
「
に
ほ
ひ
」
の
意
味
内
容
は
「
赤
を
基
調
と
す
る
色
合
い
」
と
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
「
さ
く
ら
色
」
と
「
に

ほ
ひ
」
と
の
間
に
は
色
彩
的
関
連
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
赤
色
を
基

調
と
し
た
色
合
い
に
つ
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
「
に
ほ
ひ
」
の
語
に
よ
っ

て
、
赤
色
系
の
色
相
が
漠
然
と
、
し
か
し
な
が
ら
確
か
に
美
的
客
体
と
し
て
示

さ
れ
、
紅
色
系
の
最
淡
色
で
あ
る
「
さ
く
ら
色
」
の
語
に
よ
り
濃
淡
の
度
合
い

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
霞
む
」
の
語
に
よ
り
滕
朧
感
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
先
の
二
語
句
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
淡
い
色
合
い
に
「
霞
む
」

が
付
加
さ
れ
て
朧
朧
感
が
強
調
加
味
さ
れ
る
と
い
う
相
互
関
係
が
成
立
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

桜
の
花
を
詩
的
感
動
を
も
っ
て
「
さ
く
ら
色
」
と
表
現
す
る
際
に
、
そ
こ
に

色
相
と
一
体
化
し
た
滕
朧
感
が
悠
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
点
に
心
敬
の
特
徴

が
あ
る
。
「
さ
く
ら
色
」
は
単
に
そ
れ
自
体
、
美
し
い
も
の
と
本
来
的
に
考
え

ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
朧
朧
感
を
伴
っ
て
、
新
た
な
詩
的
客
体

と
し
て
認
識
さ
れ
る
時
、
換
言
す
れ
ば
朧
朧
感
が
色
彩
と
結
合
し
て
視
覚
的
に

知
覚
さ
れ
る
時
、
朧
朧
感
は
色
彩
的
効
果
を
持
っ
た
美
的
価
値
と
な
ろ
う
。

こ
の
滕
朧
感
に
は
、
あ
る
種
の
距
離
感
が
伴
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
く
も
る
」

「
か
す
む
」
等
の
語
に
よ
っ
て
、
客
体
は
主
体
か
ら
遠
景
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
檬
朧
感
は
、
主
体
か
ら
の
遠
近
と
関
わ
る
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
簡
単
に
空
間
感
覚
と
結
合
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
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⑤
⑥
に
お
い
て
「
さ
く
ら
色
」
と
併
用
さ
れ
て
い
る
の
は
「
そ
む
」
「
う
つ

る
ふ
」
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
色
相
の
変
化
を
表
わ
す
。
「
さ
く
ら
色

に
そ
む
」
は
何
物
か
が
「
さ
く
ら
色
」
以
外
の
色
相
を
「
さ
く
ら
色
」
に
変
化

さ
せ
る
こ
と
を
表
わ
し
、
「
さ
く
ら
色
に
う
つ
る
ふ
」
は
次
第
に
枯
色
を
呈
す

る
、
漸
次
の
変
色
の
様
相
を
表
わ
し
て
い
る
。
共
に
変
移
感
、
さ
ら
に
言
え
ば

無
常
感
の
漂
う
言
表
で
あ
る
。

⑤
⑥
の
句
に
は
①
ｌ
③
の
句
に
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
暖
か
く
穏
や
か
な
情

趣
や
色
調
は
な
く
、
代
わ
り
に
変
移
感
・
孤
寂
感
が
存
在
し
て
い
る
。
時
間
の

経
過
に
従
う
変
色
の
相
は
、
現
世
に
お
け
る
人
生
の
相
を
も
想
起
さ
せ
、
単
な

る
季
節
感
の
表
出
と
は
し
難
い
も
の
を
そ
こ
に
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
で
も
客
体

の
色
相
は
、
「
さ
く
ら
色
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
秋
の
荒
涼
寂
漠
と
し

た
気
配
の
中
に
も
な
お
多
少
の
色
彩
感
情
の
効
果
、
「
紅
色
」
の
持
つ
色
の
固

有
感
情
を
換
起
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
秋
の
紅
葉
し
た
葉
が
何
故
「
さ
く
ら
色
」
と
表
現
さ
れ
る
の

か
。
こ
の
よ
う
な
、
「
さ
く
ら
色
」
が
「
桜
の
花
の
色
」
と
は
異
な
る
色
相
を

表
わ
す
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
例
は
、
心
敬
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
決
し
て
同
一
で
は
な
い
二
つ
の
色
相
に
心
敬
は
何
故
ま
た
ど
の
よ
う
な
同

一
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
④
⑤
の
二
句
が
、
あ
る
解
答
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

両
句
を
比
較
す
る
と
「
露
」
の
作
用
の
結
果
が
対
照
的
で
あ
る
こ
と
に
気
付

く
。
「
春
の
露
」
は
現
在
の
「
さ
く
ら
色
」
を
損
う
も
の
で
あ
り
、
「
秋
の
露
」

は
反
対
に
ま
だ
「
さ
く
ら
色
」
で
な
い
も
の
を
「
さ
く
ら
色
」
に
す
る
も
の
で

2

あ
る
。
こ
こ
に
、
客
体
の
変
色
に
関
連
し
て
「
さ
く
ら
色
」
の
色
相
を
定
義
づ

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

本
来
「
さ
く
ら
色
」
と
は
「
紅
色
」
の
最
も
薄
く
淡
い
色
相
を
言
う
。
④
の

句
に
よ
れ
ば
、
そ
の
色
合
い
は
「
露
」
に
触
れ
た
だ
け
で
失
色
し
て
し
ま
う
程

度
の
も
の
で
あ
る
。
「
紅
色
」
の
範
囲
内
で
極
力
「
紅
さ
」
を
取
り
去
っ
た
、

言
わ
ば
「
薄
さ
の
極
限
の
紅
色
」
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
春
夏
と
爽
や
か
な
「
青
色
」
を
維
持
し
て
き
た
青

葉
が
、
次
第
に
紅
葉
変
色
し
て
「
紅
色
」
と
な
り
、
や
が
て
そ
の
「
紅
色
」
が

次
第
に
衰
え
て
、
つ
い
に
は
「
枯
色
」
に
到
達
す
る
過
程
に
お
い
て
、
「
枯
色
」

に
到
る
直
前
の
段
階
の
「
紅
色
」
は
「
極
限
の
紅
色
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

ま
さ
に
「
さ
く
ら
色
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

心
敬
は
「
紅
色
」
の
最
も
濃
く
鮮
や
か
な
も
の
を
「
紫
」
と
表
現
し
て
い

る
。
「
紫
」
は
「
紅
色
」
の
濃
い
も
の
の
極
限
で
あ
る
と
見
倣
せ
る
。
そ
れ
に

相
対
す
る
も
の
と
し
て
「
さ
く
ら
色
」
の
色
相
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
規
定
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
紅
」
の
紅
さ
・
鮮
や
か
さ
・
華
麗
さ
を

「
紅
色
」
の
範
囲
内
で
取
り
去
っ
た
色
、
そ
れ
が
心
敬
の
「
さ
く
ら
色
」
な
の

で
あ
る
。
⑥
の
句
で
も
、
青
葉
か
ら
紅
葉
へ
と
「
う
つ
る
ふ
」
、
つ
ま
り
季
節

の
自
然
な
移
り
変
わ
り
の
中
で
の
、
変
色
の
過
程
の
終
結
直
前
段
階
が
「
さ
く

ら
色
」
な
の
だ
と
の
解
釈
が
成
り
立
つ
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
枯
色
寸
前
の

「
紅
色
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
時
間
の
経
過
の
中
で
一
時
的
に
到
達
す
る
「
紅
色
」
系
の
一
段

階
が
秋
の
「
さ
く
ら
色
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
「
さ
く
ら
色
」

の
無
常
変
易
的
性
格
を
積
極
的
に
現
実
の
姿
に
即
し
て
表
現
し
強
調
し
て
い
る

の
が
、
客
体
の
変
移
を
表
わ
す
「
そ
む
」
と
「
う
つ
る
ふ
」
の
語
で
あ
る
。
変
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わ
れ
わ
れ
は
心
敬
の
「
さ
く
ら
色
」
が
一
方
で
は
滕
朧
感
と
一
体
化
し
て
お

り
、
他
方
で
は
変
移
感
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
さ
く
ら
色
」

の
持
つ
こ
の
両
特
徴
は
、
各
々
心
敬
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
滕
朧

感
と
変
移
感
と
は
、
心
敬
の
美
観
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
両
者
は
単
に
「
さ
く
ら
色
」
と
結
び
つ
い
て
の
象
存
在
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
次
に
、
滕
朧
感
と
変
移
感
の
、
作
品
上
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
を
見
る
。

移
は
時
間
的
経
過
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
「
そ
む
」
「
う
つ
る
ふ
」
の
語
も
、

当
然
な
が
ら
時
間
的
経
過
を
伴
っ
て
意
味
内
容
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
秋
の

「
さ
く
ら
色
」
は
時
間
感
覚
と
結
合
し
た
変
移
感
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
春
の
「
さ
く
ら
色
」
と
同
様
に
、
秋
の
「
さ
く
ら
色
」
も
ま
た
単
な
る
色

相
そ
れ
自
体
に
加
え
て
、
付
随
す
る
感
覚
的
な
も
の
を
共
存
さ
せ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
感
覚
的
な
も
の
の
存
在
は
、
「
さ
く
ら
色
」
の
語
と
併
用
さ
れ
る
「
さ

く
ら
色
」
以
外
の
語
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
滕
朧
感
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
、
「
か
す
む
」
「
く
も
る
」
の
語
例
を

通
じ
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

八
表
１
Ｖ

’
１
｜
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
｜
か
す
む
一
く
も
る

『
自
註
』

『
心
玉
』

『
芝
草
』

3

2

－

８
－
２

10

3

け
ふ
る
＋
と
を
Ｉ
⑨

か
す
み
＋
と
を
し
③

そ
の
他

’

「
か
す
む
」
の
用
例
は
『
芝
草
句
内
発
句
』
（
以
下
『
芝
草
』
と
略
す
）
に

は
一
○
、
『
心
玉
集
』
（
発
句
）
（
以
下
『
心
玉
』
と
略
す
）
に
は
八
、
『
心
敬
連

歌
自
註
』
（
以
下
『
自
註
』
と
略
す
）
に
は
二
、
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
『
自

註
』
の
例
で
は
「
か
す
む
」
と
共
に
「
と
を
し
」
と
い
う
距
離
を
表
示
す
る
語

が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
く
も
る
」
の
用
例
は
『
芝
草
』
に
三
、
『
心
玉
』
に
二
、

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
芝
草
』
『
心
玉
』
に
は
、
「
か
す
承
」
を
詠
承
こ
む
と
同

時
に
「
と
を
し
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
例
が
三
、
「
け
ふ
る
」
と
「
と
を
，
Ｉ
」

（
複
合
語
）
を
併
用
し
て
い
る
も
の
が
二
、
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
『
芝
草
』

『
心
玉
』
『
竹
林
』
に
は
、
「
と
を
し
」
の
単
独
用
例
が
合
わ
せ
て
一
二
あ
る

が
、
そ
の
中
に
も
不
鮮
明
な
景
物
や
幽
微
な
情
景
が
「
と
を
し
」
の
語
に
よ
っ

（
犯
）

て
一
層
効
果
的
に
遠
景
化
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
遠
景
化
さ
れ
た
不
明
瞭
・
幽
微
な
客
体
に
対
す
る
詩
的
愛
着
は

随
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
視
覚
的
に
限
ら
な
い
。
何
故
な
ら
聴
覚

的
に
も
「
か
す
む
」
「
く
も
る
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
も
、
心
敬
が
遠
景
化
さ
れ
た
、
滕
朧
と
し
た
客
体
に
詩
的
意
味

を
認
め
て
い
た
事
実
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

心
敬
は
清
澄
・
清
涼
感
を
重
ん
じ
る
一
方
で
、
確
か
に
間
接
的
な
美
や
不
鮮

明
さ
、
滕
朧
感
を
大
切
に
し
て
い
る
。
そ
の
、
作
品
に
お
け
る
現
わ
れ
が
、

｜
か
す
む
－
５
’
２
｜

｜
〃
ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
宗
舸
一
賢
盛
一
心
敬
一
行
助
一
専
順
一
智
穂
一
能
阿

八
表
２
Ｖ

く
も
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｜
ｊ
’
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Ｉ
Ｉ
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こ
こ
に
観
取
で
き
る
静
寂
そ
し
て
幽
微
な
距
離
感
は
「
と
を
く
」
や
「
か
す

む
」
の
語
に
よ
っ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
月
は
「
お
ほ

ろ
」
で
あ
り
、
全
体
を
通
じ
て
明
瞭
感
は
存
在
し
て
い
な
い
。

「
花
」
や
「
う
ぐ
ひ
す
」
の
よ
う
な
、
い
か
に
も
詩
情
を
誘
い
季
節
感
を
覚

え
さ
せ
る
詩
的
景
物
を
心
敬
は
軽
ん
じ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
心
敬
が

求
め
た
理
想
美
の
到
達
点
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
、
「
花
鳥
」
に
象
徴
さ
れ
る

華
麗
で
明
ら
か
な
、
顕
示
的
な
美
の
世
界
で
は
な
く
、
静
寂
幽
遠
な
、
抑
制
の

き
い
た
、
色
彩
的
に
は
水
墨
画
に
か
な
り
接
近
し
た
美
の
世
界
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
紅
色
」
系
の
色
相
の
領
域
に
お
い
て
は
、
「
さ

く
ら
色
」
が
最
も
理
想
的
な
色
相
で
あ
り
、
そ
の
理
想
の
色
の
持
っ
て
い
る
美

的
意
味
内
容
を
効
果
的
に
強
調
し
、
一
層
深
め
る
語
が
「
か
す
む
」
や
「
く
も

る
」
だ
っ
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

付
言
す
れ
ば
『
竹
林
』
に
お
け
る
心
敬
の
「
か
す
む
」
と
「
く
も
る
」
の
用

例
は
、
前
者
が
二
、
後
者
が
二
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
他
の
作
者
に
お
い
て

は
、
「
か
す
む
」
の
用
例
は
最
も
多
い
宗
翻
で
五
に
過
ぎ
ず
、
「
く
も
る
」
の

用
例
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
も
、
心
敬
が
不
鮮
明
さ
や
滕
朧
感
を
美
的
価

「
か
す
む
」
や
「
く
も
る
」
「
け
ふ
る
」
の
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
美
な
の

で
あ
る
。月

お
ほ
ろ
な
る
旅
の
あ
け
ほ
の

舟
と
を
く
鐘
か
す
む
江
は
花
も
な
し

お
ほ
ろ
月
夜
の
明
ほ
の
に
、
さ
し
は
な
れ
侍
る
江
の
鐘
の
、

送
り
侍
ら
ん
は
、
花
う
ぐ
ひ
す
を
も
わ
す
る
計
に
や

ほ
の
か
に
舟
を

（
『
自
註
」
）

置
と
し
て
尊
重
し
て
い
た
こ
と
の
傍
証
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
た
、
心
敬
の
「
幽
遠
」
の
尊
重
に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
。

「
幽
遠
」
と
は
、
主
体
か
ら
「
か
す
か
で
遠
い
こ
と
」
で
あ
り
、
心
敬
が
理

想
と
し
た
「
幽
玄
」
の
美
に
包
摂
さ
れ
る
美
で
あ
る
。
こ
の
「
幽
遠
」
の
美

は
、
美
し
く
飾
り
た
て
て
技
巧
を
こ
ら
す
こ
と
と
言
わ
ば
対
照
的
で
、
か
す
か

に
奥
深
い
感
じ
が
す
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
言
葉
に
、
そ
の
ま
ま
に

何
も
か
も
が
現
わ
れ
る
の
で
な
く
、
言
外
に
添
い
漂
う
情
趣
を
奥
行
き
の
あ
る

風
情
と
し
て
尊
重
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
奥
行
き
は
心
理
的
な
遠
近
感

と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

遠
近
感
に
関
連
し
て
、
遠
離
感
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
「
幽
遠
」

と
先
の
滕
朧
感
と
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

滕
朧
感
が
も
た
ら
す
距
離
感
・
遠
離
感
は
、
不
鮮
明
感
に
伴
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
単
な
る
深
遠
感
と
は
別
な
も
の
で
あ
る
。
「
幽
遠
」
も
や
は
り
不
鮮
明

さ
を
伴
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
共
通
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
滕
朧

感
は
、
「
幽
遠
」
の
尊
重
と
つ
な
が
る
、
詩
的
空
間
感
覚
と
密
接
に
関
連
し
た

心
敬
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
美
的
価
値
・
美
的
要
因
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
「
と
を
し
」
の
語
が
効
果
的
に
併
用
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。

次
に
変
移
感
に
つ
い
て
。
色
で
あ
れ
、
社
会
の
実
相
で
あ
れ
、
客
体
の
変
移

は
時
間
の
経
過
と
密
接
で
あ
る
。
心
敬
は
紀
伊
国
守
護
職
畠
山
管
領
家
の
家
督

（
調
）

争
い
に
よ
る
戦
乱
の
た
め
に
近
親
の
多
く
が
戦
没
、
後
援
者
を
失
っ
た
。
心
敬

（
蛆
）

の
生
家
は
畠
山
家
と
あ
る
つ
な
が
り
を
持
つ
、
田
井
庄
の
有
力
者
と
見
ら
れ
、

後
年
心
敬
が
住
持
と
な
る
十
住
心
院
は
畠
山
家
が
扶
持
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
心
敬
の
社
会
的
現
実
的
立
場
・
状
況
が
畠
山
家
の
実
状
と
直
接

一

一

九



に
関
わ
っ
て
お
り
、
畠
山
家
の
隆
衰
が
心
敬
の
生
活
の
基
盤
を
左
右
し
た
で
あ

（
い
）

ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
畠
山
家
は
家
督
相
続
争
い
が
長
く
続
い
た
。

従
っ
て
心
敬
の
社
会
的
経
済
的
状
況
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

（
“
）

ろ
う
。
ま
た
心
敬
は
、
壮
年
の
頃
に
大
病
に
か
か
っ
て
い
る
。
戦
乱
に
よ
る
近

（
網
）
（
“
）

親
者
の
喪
失
、
自
身
の
病
気
、
愛
弟
子
心
孝
の
早
逝
、
師
正
徹
と
の
衝
突
に
加

え
、
後
年
応
仁
の
乱
と
い
う
不
穏
な
社
会
の
実
相
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と

は
、
無
常
変
易
を
思
い
知
る
結
果
を
も
た
ら
す
に
充
分
で
あ
っ
た
ろ
う
。
心
敬

は
連
歌
論
の
中
で
「
此
の
道
（
連
歌
道
）
は
、
無
常
述
懐
を
心
言
葉
の
む
ね
と

（
妬
）
（
“
）

し
」
と
述
べ
「
楽
し
び
悲
し
び
、
た
な
ご
坐
ろ
を
返
す
よ
り
も
程
な
し
」
と
述

（
”
）

べ
て
い
る
。
ま
た
連
歌
作
品
に
も
「
う
つ
る
ひ
や
す
き
世
を
〈
た
の
ま
し
Ｌ

（
妃
）

「
世
の
う
れ
へ
の
色
」
な
ど
の
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
連
歌

作
品
全
般
を
見
る
な
ら
ば
、
世
の
中
の
無
常
変
易
を
と
い
う
よ
り
は
、
時
間
的

経
過
の
う
ち
に
客
体
の
変
化
を
観
じ
取
っ
て
そ
こ
に
詩
的
情
趣
を
認
め
、
詠
も

う
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

変
移
感
を
表
示
す
る
語
と
し
て
は
、
「
そ
む
」
「
う
つ
る
ふ
」
の
他
に
「
め

く
る
」
「
う
つ
る
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
使
用
状
況
を
見
る
と
表
３
の
よ

う
に
な
る
。（

卵
）

八
表
３
Ｖ
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鯛
）

吾
妻

苔
莚
一
計

両
表
を
一
見
し
て
明
ら
か
な
の
は
、
心
敬
に
「
そ
む
」
の
用
例
が
多
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
「
そ
む
」
と
い
う
変
化
の
主
体
は
一
様
で
は
な
い
。
分
別
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

頻
度
は
「
そ
む
」
「
う
つ
る
ふ
」
「
め
く
る
」
「
う
つ
る
」
の
順
に
高
く
、

特
に
「
そ
む
」
の
用
例
の
多
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
心
敬
の
使
用
状

況
を
他
の
連
歌
師
の
そ
れ
と
比
較
す
る
た
め
に
『
竹
林
の
用
例
』
を
瞥
見
す
る

と
左
表
の
よ
う
に
な
る
。

（
副
）
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「
そ
む
」
の
語
の
用
例
を
通
じ
て
、
客
体
に
お
け
る
変
化
が
詩
的
内
容
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
事
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
そ
む
」
と
い
う
色

（
”
）
（
鍋
）

彩
的
変
化
を
め
ぐ
っ
て
、
変
化
す
る
客
体
と
変
化
せ
し
め
る
客
体
と
の
詩
的
緊

密
関
係
が
窺
え
る
。
両
者
の
関
わ
り
に
注
意
し
て
見
る
と
、
変
化
す
る
客
体
が

多
様
で
あ
る
の
に
対
し
、
変
化
せ
し
め
る
客
体
は
ほ
と
ん
ど
が
水
性
の
景
物
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
は
特
定
の
色
相
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
変
化
せ
し
め
る
客
体
は
変
化
を
も
た
ら
し
は
す
る
が
、
変
化
の
内
容
す
な

わ
ち
色
相
の
変
化
は
変
化
す
る
客
体
自
体
の
色
相
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
「
変
化
」
は
時
間
的
経
過
を
要
す
る
の
で
あ
り
、

「
そ
め
よ
」
「
な
そ
め
そ
」
等
の
表
現
に
は
、
時
間
的
経
過
を
時
に
待
ち
望
み
、

時
に
残
念
に
思
う
心
情
の
発
露
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

連
歌
作
品
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
変
移
感
の
表
わ
れ
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
連
歌
論
に
お
い
て
は
、
連
歌
道
は
「
無
常
述
懐
を
む
ね
」

と
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
認
）

ま
た
心
敬
は
幽
居
閑
居
を
肯
定
し
、
「
心
を
す
ま
す
」
べ
き
で
あ
る
と
も
言

（
弱
）
（
弱
）
（
卵
）

っ
て
い
る
。
夢
幻
の
俗
世
界
に
執
着
せ
ぬ
老
境
・
閑
境
に
お
い
て
こ
そ
、
自
己

を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
「
対
象
」
に
対
し
て
真
眼
を
持
つ
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
真
の
芸
術
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

此
道
は
無
常
述
懐
を
心
詞
の
旨
と
し
て
哀
ふ
か
き
事
を
い
ひ
か
は
し
い
か

な
る
ゑ
ひ
す
鬼
の
ま
す
ら
お
の
心
を
も
や
わ
ら
げ
は
か
な
き
世
の
中
の
こ
と

は
り
を
も
す
上
め
侍
る
へ
き
に
（
後
略
）

（
『
さ
上
め
こ
と
』
）

高
次
の
精
神
的
境
位
へ
の
到
達
が
心
敬
の
求
道
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
手

あ
れ
ば
こ
そ
仏
道
と
連
歌
道
が
．
道
」
と
見
倣
さ
れ
得
た
の
で
あ
り
、
こ
の

目
的
の
も
と
に
実
践
と
し
て
の
求
道
す
な
わ
ち
連
歌
活
動
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

（
卵
）

「
世
の
こ
と
わ
り
を
思
い
し
め
」
る
主
体
の
目
に
は
、
客
体
が
新
た
な
詩
的

意
味
を
持
っ
て
見
え
て
く
る
。
自
然
の
景
物
の
時
を
刻
々
の
変
化
の
う
ち
に
無

常
変
易
の
実
相
・
自
然
の
理
を
観
じ
、
そ
れ
を
詩
的
意
味
内
容
と
し
て
成
立
せ

し
め
る
の
は
、
ま
さ
に
主
体
の
修
養
を
積
ん
だ
精
神
状
況
で
あ
り
、
主
体
の
真

眼
な
の
で
あ
る
。
変
移
感
に
支
え
ら
れ
た
「
変
化
の
美
」
は
そ
の
よ
う
な
主
体

に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
、
重
要
な
美
の
一
相
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て

「
そ
む
」
の
語
を
通
し
て
表
現
さ
れ
た
「
変
化
の
美
」
は
、
色
彩
感
覚
と
い
う

視
覚
的
な
も
の
と
時
間
感
覚
と
の
複
合
し
た
感
覚
的
美
の
例
で
あ
る
と
言
え
よ

差
、
ノ
○

檬
朧
感
と
変
移
感
と
は
、
心
敬
美
観
に
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
見
倣
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。
滕
朧
感
は
空
間
感
覚
と
、
変
移
感
は
時
間
感
覚
と
結
合
し

て
お
り
、
両
者
の
う
ち
に
は
心
敬
の
時
空
意
識
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
「
さ
く
ら
色
」
は
そ
の
滕
朧
感
と
も
変
移
感
と
も
結
び
つ
い
て
色
彩

的
効
果
を
表
出
し
て
い
た
。
「
さ
く
ら
色
」
は
心
敬
の
時
空
間
に
強
く
結
び
つ

い
た
美
意
識
を
如
実
に
反
映
し
た
、
典
型
的
な
色
相
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

同
様
に
、
心
敬
の
美
意
識
が
現
わ
れ
て
い
る
色
相
の
例
は
他
に
も
あ
る
。
清

烈
な
「
青
」
、
冷
厳
な
「
白
」
の
世
界
で
あ
る
。
「
青
色
」
と
「
白
色
」
に
つ

い
て
は
従
来
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

む
す
び

一
一
一
一



（
弱
）

①
心
敬
に
「
青
」
の
語
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
（
帥
）

②
皇
邑
が
心
敬
の
美
的
理
念
と
つ
な
が
る
こ
と

③
心
敬
が
理
想
と
し
重
ん
じ
て
い
た
「
清
澄
感
・
清
涼
感
」
と
三
厘
の
語

（
団
）

と
の
間
に
は
、
独
特
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と

（
舵
）

④
「
白
」
が
幽
寂
味
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
こ
と

以
上
の
事
柄
と
本
論
に
お
い
て
考
察
し
た
結
果
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
心

（
開
）

敬
の
主
た
る
色
彩
世
界
の
左
の
よ
う
な
図
化
が
可
能
で
あ
る
。

心
敬
の
色
彩
用
語
の
用
法
に
は
心
敬
の
独
自
な
色
彩
感
覚
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
色
彩
感
覚
は
、
自
然
観
や
時
空
間
意
識
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
心
敬

の
詩
的
表
現
及
び
詩
的
感
動
と
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
本
稿
で
は
、
時
空
間
意
識
の
美
的
現
わ
れ
と
し
て
檬
朧
感
と
変
移
感
と
に

注
目
し
、
両
感
が
各
々
効
果
的
に
結
合
し
得
て
い
る
色
相
の
典
型
的
例
と
し
て

（
“
）

「
さ
く
ら
色
」
に
着
目
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
た
。

濃

淡

註（
１
）
枯
淡
化
石
津
純
道
「
正
徹
・
心
敬
・
宗
祇
」
（
『
中
世
の
文
学
と

芸
道
』
所
収
）

冷
厳
化
芳
賀
幸
四
郎
「
『
日
本
的
な
美
』
の
成
立
と
展
開
」
（
「
日

本
の
思
想
』
七
筑
摩
書
房
所
収
）

平
淡
化
久
松
潜
一
「
幽
玄
の
妖
艶
化
と
平
淡
化
」
（
『
国
語
と
国

文
学
』
二
’
一
二
）

（
２
）
石
津
純
道
「
心
敬
」
（
前
掲
書
所
収
）

（
３
）
木
藤
才
蔵
「
東
山
時
代
と
宗
祇
の
文
学
」
（
『
中
世
文
学
試
論
』

明
治
書
院
所
収
）

他
に
梅
沢
伊
勢
三
「
心
敬
に
お
け
る
歌
道
と
仏
道
」
亀
文
芸
研
究
』

一
○
）
に
「
歌
道
と
仏
道
と
の
本
質
的
一
致
」
に
「
（
両
道
の
）
最
も

内
面
的
な
結
合
の
相
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
４
）
岡
見
正
雄
「
心
敬
覚
書
ｌ
青
と
景
曲
と
見
ぬ
悌
ｌ
」
（
『
国
語
国

交
』
一
六
’
五
一
九
四
八
）

生
田
勝
彦
「
心
敬
の
発
句
に
お
け
る
作
意
Ｉ
青
し
の
世
界
」
（
『
文

芸
研
究
』
一
○
二
一
九
八
三
）

（
５
）
（
岨
）
『
竹
林
抄
』

（
６
）
（
蛆
）
『
心
玉
集
』

（
７
）
（
８
）
（
９
）
（
皿
）
『
芝
草
句
内
発
句
』

（
皿
）
紀
有
朋
『
古
今
和
歌
集
』

（
皿
）
和
泉
式
部
『
和
泉
式
部
続
集
』

（
略
）
九
条
兼
実
『
続
古
今
集
』

（
Ｍ
）
藤
原
定
成
『
続
千
載
集
』

一
一
一
一
一



（
旧
）
津
守
国
夏
『
新
後
拾
遺
集
』

（
賂
）
藤
原
定
家
『
続
後
拾
遺
集
』

（
Ⅳ
）
後
二
條
院
『
風
雅
集
』

（
岨
）
藤
原
忠
良
『
玉
葉
集
』

（
的
）
式
子
内
親
王
『
式
子
内
親
王
集
』
『
風
雅
集
』

（
別
）
和
泉
式
部
『
和
泉
式
部
集
』
『
後
拾
遺
集
』

（
別
）
藤
原
有
家
『
新
拾
遺
集
』

（
配
）
藤
原
定
家
『
拾
遺
愚
草
』

（
鴎
）
同
右
『
拾
遺
愚
草
員
外
』

（
別
）
（
妬
）
（
邪
）
順
徳
院
『
順
徳
院
御
集
』

（
”
）
（
路
）
『
拾
玉
集
』
「
百
首
和
歌
」

（
羽
）
藤
原
家
隆
『
壬
二
集
』

（
別
）
頓
阿
『
続
草
庵
和
歌
集
』

（
別
）
藤
原
成
実
『
続
拾
遣
集
』

（
犯
）
藤
原
忠
成
同
右

（
記
）
藤
原
定
家
『
拾
遺
愚
草
』
『
自
歌
合
集
』
『
新
古
今
和
歌
集
』

（
別
）
寂
忍
『
莵
玖
波
集
』

（
弱
）
同
右
『
筑
波
問
答
』

（
蹄
）
伊
原
昭
『
平
安
朝
の
文
学
と
色
彩
』
中
央
公
論
社

（
師
）
『
芝
草
句
内
発
句
』

（
胡
）
『
竹
林
抄
」
に
は
「
と
を
し
」
と
「
く
も
る
」
の
併
用
例
も
あ
る
。

（
釣
）
心
敬
の
著
作
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

紀
州
十
余
年
み
だ
れ
に
、
此
国
に
て
む
か
し
見
侍
り
し
人
、
ま
れ
に

も
の
こ
り
侍
ず
、
た
ま
ノ
ー
ひ
と
り
な
ど
、
な
が
ら
へ
侍
る
、
ふ
し
ぎ

の
事
と
思
て
（
「
寛
正
四
年
百
首
」
自
註
）

叉
、
杖
と
た
の
ゑ
し
と
も
が
ら
も
、
ゑ
な
世
を
早
く
せ
し
歎
き
共
、

（
『
老
の
く
り
ご
と
』
）

（
仙
）
金
子
金
治
郎
『
心
敬
の
生
活
と
作
品
』
桜
楓
社

（
似
）
享
徳
三
（
一
四
五
四
）
年
以
来
畠
山
持
国
の
継
嗣
問
題
を
め
ぐ
っ
て

義
就
派
と
反
義
就
派
の
被
官
層
が
分
裂
抗
争
。
大
和
・
河
内
・
紀
伊
国

な
ど
の
両
畠
山
被
官
層
が
攻
防
を
繰
り
返
し
た
。
寛
正
の
大
飢
謹
と
重

な
り
、
合
戦
の
惨
禍
は
一
層
は
な
は
だ
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
参
照

『
斎
藤
基
恒
日
記
』
『
新
撰
長
禄
寛
正
記
』
『
康
富
記
』

（
蛇
）
『
老
の
く
り
ご
と
』
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

壮
年
の
比
よ
り
、
い
た
づ
く
こ
と
年
久
し
く
侍
て
後
は
、
胸
の
内
さ
な

が
ら
筐
に
入
る
水
の
ご
と
く
、
一
の
露
も
と
壁
ま
ら
ず
。

（
拙
）
宝
徳
二
（
一
四
五
○
）
年

（
必
）
宝
徳
二
（
一
四
五
○
）
年
頃
か
ら
か
。
参
照
東
常
縁
『
東
野
州
聞

書
』

（
妬
）
（
妬
）
『
さ
上
め
ど
と
』

（
卿
）
（
蛆
）
（
⑱
）
『
吾
妻
辺
云
捨
』

（
蛆
）
『
竹
林
抄
』

（
帥
）
「
手
そ
め
」
「
花
そ
め
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
（
）
内
の
数
字

は
重
複
を
示
す
。

（
別
）
「
染
葉
」
（
賢
盛
）
「
花
そ
め
」
（
心
敬
）
「
墨
染
」
（
智
穂
）
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
銘
）
（
開
）
「
変
化
」
の
客
体
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
詩
的
客
体
と
い

う
意
味
で
の
客
体
。

一
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（
別
）
道
に
情
け
深
き
歌
仙
の
中
に
、
幽
栖
閑
居
の
永
好
ゑ
て
常
の
会
席
に

も
ま
み
え
ず
（
中
略
）
い
か
に
も
さ
や
う
の
人
の
中
に
、
ま
こ
と
の
歌

人
は
あ
る
べ
し
と
な
り
。
（
『
さ
上
め
こ
と
』
）

偏
に
名
を
お
も
ひ
身
の
さ
か
へ
に
心
を
か
け
ぬ
る
人
も
あ
り
叉
境
に

い
れ
る
に
付
て
閑
居
を
こ
の
承
心
を
す
ま
す
人
も
有
也
。
（
同
右
）

（
弱
）
閑
居
幽
栖
ほ
と
こ
そ
な
く
と
も
常
に
心
を
す
ま
し
（
後
略
）
（
同
右
）

（
弱
）
（
研
）
『
さ
上
め
こ
と
』
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

此
の
道
は
ひ
と
へ
に
閑
心
の
も
て
あ
そ
び
な
る
故
に
年
半
ば
過
ぐ
る

比
よ
り
、
う
る
は
し
ぎ
修
行
分
別
は
出
で
く
る
道
な
る
べ
し
。
い
か
に

も
老
後
よ
り
、
ま
こ
と
の
我
が
句
は
出
で
き
侍
る
な
り
。

し
な
・
ゆ
う
・
た
け
。
や
せ
。
さ
む
く
・
ら
う
ら
う
し
く
・
い
は
い

心
に
匂
ひ
あ
る
は
閑
人
の
口
よ
り
出
づ
る
も
の
な
り
。

（
弱
）
『
さ
奥
め
ど
と
』

（
弱
）
荒
木
良
雄
『
心
敬
』
、
岡
見
正
雄
前
掲
論
文
、
山
根
清
隆
『
心

（
弱
）
荒
木
良
雄
『
心
敬
』
、

敬
の
表
現
論
』
桜
楓
社

（
帥
）
生
田
勝
彦
前
掲
論
文
、

（
肌
）
生
田
勝
彦
前
掲
論
文

（
弱
）
荒
木
良
雄

敬
の
表
現
論
』

（
帥
）
生
田
勝
彦

（
剛
）
生
田
勝
彦

（
舵
）
山
根
清
隆

（
田
）
こ
の
図
は
彗

（
例
）
な
お
滕
朧
ま

こ
の
図
は
試
験
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

な
お
滕
朧
感
と
変
移
感
と
は
各
々
、
心
敬
の
美
観
の
根
幹
と
考
え
ら

れ
る
「
幽
玄
」
と
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
遠
離
感
・
距
離
感
を
も

た
ら
す
点
で
滕
朧
感
と
相
通
じ
る
「
幽
遠
」
は
「
幽
玄
」
の
意
味
内
容

と
し
て
「
幽
玄
」
美
に
包
摂
さ
れ
る
美
で
あ
り
、
滕
朧
感
も
究
極
的
に

は
「
幽
玄
」
の
意
味
内
容
の
一
つ
で
あ
る
幽
か
で
奥
深
い
こ
と
と
重
な

前
掲
書

荒
木
良
雄
前
掲
書

り
合
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
滕
朧
感
は
「
幽

玄
」
美
の
一
側
面
と
し
て
も
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た

「
幽
玄
」
存
在
は
高
次
の
精
神
的
境
位
を
前
提
と
し
て
い
た
。
変
移
感

に
支
え
ら
れ
た
変
化
の
美
も
、
主
体
の
修
養
を
積
ん
だ
精
神
状
況
に
よ

っ
て
初
め
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
心
敬
は
「
心
地
修
行
」
を

重
ん
じ
「
沈
思
」
を
勧
め
、
さ
ら
に
森
羅
万
象
を
仏
の
姿
と
み
な
し

て
、
そ
の
姿
の
変
化
に
応
じ
て
感
情
徳
を
あ
ら
わ
す
の
が
歌
連
歌
で
あ

る
（
『
さ
上
め
こ
と
』
）
と
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
心
敬
の
美
観
の
う
ち
に
は
主
体
と
変
化
す
る
客
体
と
の
緊
密
そ

し
て
真
蟄
な
対
時
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
幽
玄
」
美
の
在

り
方
に
も
現
わ
れ
、
ま
た
変
移
感
に
支
え
ら
れ
た
変
化
の
美
の
成
立
に

お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
東
北
大
学
大
学
院
・
院
生
）

三

四


