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上
野
太
祐
著

『
花
伝
う
花
─
世
阿
弥
花
伝
書
の
思
想
』

（
晃
洋
書
房
・
二
〇
一
七
年
）

佐 

藤
　
弘 

夫

一

　

本
書
は
猿
楽
能
の
大
成
者
と
し
て
著
名
な
世
阿
弥
に
つ
い
て
、
花
伝
書

を
中
心
素
材
と
し
て
そ
の
思
想
の
解
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

著
者
で
あ
る
上
野
氏
は
「
序
章
」
に
お
い
て
、
世
阿
弥
研
究
の
足
跡
を

丹
念
に
辿
っ
た
後
、
世
阿
弥
研
究
に
は
実
証
的
な
能
楽
研
究
と
、
実
存
的

な
問
い
に
基
づ
く
思
想
史
研
究
の
分
裂
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
上
で
、「
世
阿
弥
の
生
き
た
時
代
に
即
し
て
そ
の
思
想
的
土
壌
を
検

討
し
な
が
ら
世
阿
弥
伝
書
の
根
本
問
題
を
正
面
か
ら
問
う
よ
う
な
、
そ
う

し
た
総
合
的
な
思
想
研
究
は
い
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
」（
八
頁
）
と
述
べ

る
。

　

厚
い
研
究
史
を
持
つ
世
阿
弥
研
究
の
現
状
に
対
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
問

題
提
起
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
世
阿
弥
と
い
う
一
人
の
芸
術
家
を
対
象

と
す
る
研
究
状
況
だ
け
で
な
く
、
今
日
の
思
想
史
研
究
界
、
ひ
い
て
は
人

文
科
学
全
体
が
抱
え
る
問
題
に
直
結
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
を
最
後

に
、
人
文
学
の
世
界
か
ら
、
大
き
な
見
通
し
に
立
っ
て
来
し
方
行
く
末
を

展
望
す
る
研
究
は
姿
を
消
し
た
。
モ
ダ
ン
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
の
移
行

に
伴
っ
て
、
個
別
研
究
を
大
き
な
図
式
に
位
置
付
け
る
た
め
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
が
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
そ
の
最
大
の
原
因
だ
っ
た
。
思
想

史
の
分
野
で
も
、
そ
の
成
果
を
他
分
野
の
研
究
者
と
分
か
ち
合
え
る
丸
山

眞
男
や
家
永
三
郎
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
研
究
は
姿
を
消
し
、
対

象
を
個
々
の
思
想
家
や
テ
キ
ス
ト
に
限
定
し
た
上
で
、
テ
ー
マ
を
絞
り
込

ん
だ
研
究
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
対
象
の
ミ
ク
ロ
化
と
も
い
う
べ
き
現
象
は
学
問
の
精
緻

化
と
裏
腹
で
あ
り
、
一
概
に
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
、
そ
の
テ
ー
マ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
、
そ
の
研
究

に
よ
っ
て
何
が
明
ら
か
に
な
る
か
と
い
っ
た
よ
り
根
源
的
な
問
題
関
心
が

失
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
世
阿
弥
伝
書
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
視
座
か
ら
進
め
ら
れ
て

き
た
従
来
の
研
究
を
超
え
て
、
世
阿
弥
の
芸
能
と
思
想
を
統
合
的
に
把
握

す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
際
注
目
さ
れ
る
の
は
、
取
る
べ

き
方
法
と
視
座
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
上
野
氏
に
と

っ
て
、
そ
の
鍵
と
な
る
も
の
が
父
観
阿
弥
の
存
在
だ
っ
た
。

　

応
永
一
五
年
（
一
四
〇
八
）、
世
阿
弥
の
良
き
庇
護
者
で
あ
っ
た
足
利

義
満
が
死
去
す
る
。
そ
の
跡
を
受
け
て
室
町
殿
の
家
督
を
相
続
し
た
の
が

義
持
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
世
阿
弥
に
と
っ
て
は
逆
風
の
時
代
の
幕
開
け
で

あ
っ
た
。
世
阿
弥
は
冷
遇
の
時
を
迎
え
、
苦
悩
と
葛
藤
の
中
で
芸
風
の
完

成
を
目
指
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
に
死
去
し
た

父
観
阿
弥
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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上
野
氏
が
世
阿
弥
の
思
想
形
成
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
重
視
し
た
の

が
、
観
阿
弥
の
内
的
影
響
で
あ
る
。
世
阿
弥
に
と
っ
て
観
阿
弥
の
存
在
が

き
わ
め
て
大
き
く
、
そ
こ
に
近
づ
き
超
え
よ
う
と
す
る
あ
が
き
の
中
で
、

世
阿
弥
の
思
想
形
成
と
芸
風
の
完
成
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
が
本
書
の

核
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
世
阿
弥
の
内
面
の
葛
藤
と
、
客
観
的
な

思
想
形
成
過
程
を
併
せ
て
把
握
す
る
た
め
の
、
き
わ
め
て
魅
力
的
な
視
点

の
よ
う
に
見
え
る
。
問
題
は
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
達
成
さ
れ
て
い
る
か
で
あ

る
。
そ
の
可
否
が
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
の
本
書
の
根
本
的
な
評
価
に
直

結
し
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
本
書
の
具
体
的
な
内
容
の
検
討
を
進

め
て
い
こ
う
。

二

　

本
書
は
二
部
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
第
一
部
「
こ
と
の
起
こ
り
と
し
て

の
思
想
史
研
究
」
は
、
応
永
一
五
年
の
義
持
の
室
町
殿
家
督
相
続
に
よ
っ

て
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
が
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
た
と
し
て
、
こ
れ
を

「
こ
と
の
起
こ
り
」
と
捉
え
、
以
後
の
世
阿
弥
の
思
想
形
成
を
亡
父
観
阿

弥
の
影
響
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
る
。

　

第
一
章
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
「
初
心
不
可
忘
」

の
教
え
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、『
花
伝
』『
花
鏡
』
に
出
現
す
る
も
の
の
、

後
年
の
伝
書
に
は
見
え
な
い
。

　

上
野
氏
は
ま
ず
『
花
伝
』
と
『
花
鏡
』
両
者
の
相
違
を
丁
寧
に
分
析
し
、

「
初
心
」
を
若
年
に
限
定
す
る
『
花
伝
』
に
対
し
、『
花
鏡
』
に
は
「
老

後
」
を
も
「
初
心
」
と
捉
え
返
す
、「
後
心
」
の
「
初
心
」
化
と
も
い
う

べ
き
発
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
教
え
が
後

年
に
至
っ
て
放
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
言
葉
を
用
い
て
表
現

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
晩
年
の
伝
書
で
あ
る
『
九
位
』
を
素
材

と
し
て
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
世
阿
弥
は
『
九
位
』
に
お
い
て
、
能
の
芸

位
を
「
妙
花
風
」
を
頂
点
と
す
る
九
段
階
に
分
け
る
が
、「
初
心
不
可
忘
」

の
教
え
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
ま
れ
て
理
論
的
な
完
成
を
見
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

世
阿
弥
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
九
位
」
の
す
べ
て
を
習
得
し
た
の
は
観
阿

弥
の
み
で
あ
っ
た
。
世
阿
弥
の
思
想
形
成
は　

観
阿
弥
の
芸
を
対
象
化
し
、

理
論
化
し
て
い
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
初
心
不
可
忘
」
は
そ
の
な
か

で
再
解
釈
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「「
初
心

不
可
忘
」
の
教
え
は
、
世
阿
弥
が
観
阿
弥
に
迫
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
生
み

出
さ
れ
た
、
い
わ
ば
、
観
阿
弥
の
芸
の
理
論
化
の
過
程
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
」（
二
三
頁
）。

　
「
初
心
不
可
忘
」
の
教
え
に
は
、
禅
宗
の
岐
陽
方
秀
の
影
響
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
同
時
に
禅
の
教
説
と
世
阿
弥
の
教
え
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
上
野
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
も
世
阿
弥

の
一
知
半
解
な
禅
理
解
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
観
阿
弥
の
教
え
の

理
論
化
と
い
う
至
上
命
題
を
貫
こ
う
と
す
る
な
か
で
、
無
意
識
の
バ
イ
ア

ス
が
か
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
章
「「
感
」
内
実
の
変
容
」
は
、
伝
書
に
見
る
「
感
」
の
概
念
の

変
化
を
論
じ
る
。
義
持
の
時
代
に
な
る
と
、
世
阿
弥
は
目
の
肥
え
た
観
客
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に
対
応
す
べ
く
、
音
曲
（「
只
謡
」）
を
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ

の
際
の
理
論
的
な
根
拠
と
な
っ
た
も
の
が
『
毛
詩
』
に
お
け
る
「
無
文
」

「
有
文
」
の
概
念
だ
っ
た
。
世
阿
弥
は
『
毛
詩
』
に
お
い
て
「
無
文
」
が

「
有
文
」
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
独
自
の
理
解
を
示
し
た
上
で
、

「
只
謡
」
を
無
文
に
引
き
当
て
て
そ
の
意
義
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　

上
野
氏
は
世
阿
弥
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
只
謡
」
へ
の
注
目
が
、
時
代

の
要
請
に
よ
る
も
の
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
「
観
阿

弥
が
創
り
上
げ
、
一
世
を
風
靡
し
た
曲
舞
風
音
曲
の
「
有
文
」
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
意
図
」（
三
四
頁
）
が
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
毛
詩
』
大
序
は
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
観
阿
弥
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
梃

子
の
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
『
毛
詩
』
の
例
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
阿
弥
は
自
ら
の
主
張
を

開
陳
す
る
に
あ
た
っ
て
同
時
代
の
教
養
を
引
用
し
、
そ
れ
を
独
自
に
読
み

替
え
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
世
阿
弥
の
誤
読

で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
換
骨
奪
胎
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
上
野
氏
は

そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
主
張
を
補
強
す
る
た
め
の
「
読
み
替
え
」
と
し
て

積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
第
三
章
「
偈
を
読
み
替
え
る
世
阿
弥
」、

第
四
章
「『
毛
詩
』
を
読
み
替
え
る
世
阿
弥
」
は
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら

禅
籍
と
儒
学
思
想
に
対
す
る
世
阿
弥
の
独
自
な
解
釈
例
を
取
り
上
げ
、
読

み
替
え
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
戦

略
と
意
図
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い
る
。

三

　

第
二
部
「
問
わ
れ
た
こ
と
と
し
て
の
思
想
研
究
」
は
、
第
一
部
で
明
ら

か
に
し
た
世
阿
弥
の
独
自
の
思
惟
様
式
を
踏
ま
え
つ
つ
、
至
高
の
境
地
を

「
妙
花
風
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
世
阿
弥
伝
書
の
思
想
の
基
底
へ
と

降
り
立
と
う
と
す
る
。

　

第
一
章
「
能
に
お
け
る
「
芸
術
」
性
の
根
元
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
た
く

さ
ん
の
世
阿
弥
論
が
書
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
能
が
い
か
な
る
点

で
美
的
と
い
え
る
の
か
」「
能
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
芸
術
と
み
ら

れ
る
の
か
」（
六
四
頁
）
と
い
う
根
本
問
題
に
対
す
る
言
及
は
な
い
と
し

た
上
で
、
能
の
芸
術
性
の
根
源
を
探
ろ
う
と
試
み
る
。
上
野
氏
に
よ
れ
ば
、

能
の
伝
統
と
は
一
度
完
成
し
た
形
を
至
上
視
し
て
後
生
大
事
に
受
け
継
い

で
い
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
の
上
演
ご
と
に
「
出
で
来
」
る
「
感

応
」
の
経
験
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
。
時
代
や
場
所
は
変
わ
っ
て
も
観
客
と

の
「
感
応
」
を
生
み
出
す
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
そ
の
能
は
生
き
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
伝
統
は
死
に
絶
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
能

が
伝
統
的
に
何
か
を
背
負
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
本
質
的
に
は
こ
の

「
感
応
」
と
し
て
の
美
の
経
験
」
こ
そ
が
世
阿
弥
の
伝
書
の
基
底
で
あ
る
、

と
い
う
見
解
が
上
野
氏
の
結
論
だ
っ
た
。

　

第
二
章
「
世
阿
弥
の
禅
語
が
捉
え
て
い
た
も
の
」
で
は
、
世
阿
弥
の
思

想
と
禅
と
の
関
係
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
世
阿
弥
に
及
ぼ
し
た
禅

の
影
響
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
受
容
の
具
体
相
が
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
上
野
氏
が
提
起
す
る
の
は
、
禅
語
を
使
っ

日本思想史学49-書評-佐藤弘夫氏【再校】　　［出力］ 2017年9月27日　午後4時4分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学49〈2017〉　200

て
世
阿
弥
が
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
い
だ
っ
た
。
上
野
氏
は

そ
れ
を
、
も
っ
と
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
妙
化
風
」
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
妙
花
風
」
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
禅
の
影
響
と
い
う
視
点
で

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
上
野
氏
は
、
そ
の
禅
受
容

の
前
提
に
、
世
阿
弥
自
身
の
思
想
の
深
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て

は
な
ら
な
い
と
す
る
。
世
阿
弥
が
到
達
し
た
、
単
な
る
モ
ノ
マ
ネ
を
超
え

た
「《
を
す
る
》
か
ら
《
に
な
る
》
へ
と
い
う
「
無
常
の
上
手
」
の
芸
の

深
奥
」
は
、「
ど
ん
な
言
葉
を
以
て
し
て
も
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
は

言
い
立
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
質
の
も
の
」
だ
っ
た
。
そ
れ
を
語
る
た
め

の
手
段
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
、「
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
ろ
う
と
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
発
達
」（
八
六
頁
）
し
て
き
た
禅
だ
っ
た
。
世
阿
弥
は

表
現
が
困
難
な
そ
の
理
想
の
境
地
を
、「
妙
花
風
」「
無
位
の
位
」「
無
心
」

な
ど
禅
語
を
含
む
多
様
な
表
現
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
章
「
世
阿
弥
伝
書
の
根
本
問
題
」
は
、
一
、
二
章
の
考
察
を
踏
ま

え
、
無
上
の
上
手
と
さ
れ
る
為
手
の
「
妙
花
風
」
の
芸
の
奥
深
く
ま
で
に

迫
ろ
う
と
す
る
。《
を
す
る
》《
に
な
る
》
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
用
い
た
、

世
阿
弥
に
お
け
る
「
花
」
の
核
心
の
伝
授
に
関
す
る
分
析
は
鋭
く
、
独
創

的
で
あ
る
。
第
四
章
「
見
手
が
「
感
」
ず
る
と
い
う
こ
と
」
で
は
、
前
章

で
取
っ
た
「
為
手
」
の
側
の
立
場
か
ら
一
転
し
て
、
視
点
を
観
客
の
側
に

移
す
。「
無
常
の
感
」
を
経
験
し
た
見
手
に
い
っ
た
い
何
が
お
き
て
い
る

の
か
、「
忠
度
」
を
素
材
と
し
て
上
演
さ
れ
た
作
品
と
観
客
と
の
関
係
を

丹
念
に
掘
り
下
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

終
章
「
問
わ
れ
た
こ
と
と
し
て
の
思
想
史
研
究
」
は
、
短
い
章
だ
が
、

上
野
氏
の
学
風
の
特
色
を
よ
く
示
す
好
編
で
あ
る
。
名
作
と
し
て
知
ら
れ

る
「
井
筒
」
の
分
析
に
よ
っ
て
、
世
阿
弥
の
稽
古
の
態
度
が
、
観
阿
弥

の
ご
と
き
芸
の
高
み
へ
の
到
達
を
生
涯
目
指
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
。
ま
さ
し
く
世
阿
弥
の
究
極
の
目
標
は
観
阿
弥
《
に
な
る
》
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
世
阿
弥
は
こ
こ
ま
で
観
阿
弥
を
理
想
化
し
た

の
か
。
世
阿
弥
か
ら
見
た
観
阿
弥
の
完
璧
さ
は
、「
観
阿
弥
が
、
既
に
世

阿
弥
の
「
夢
」
の
中
に
し
か
訪
れ
る
こ
と
の
な
い
死
者
だ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
の
か
」（
一
三
〇
頁
）
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

四

　

ど
の
分
野
に
お
い
て
も
そ
う
だ
が
、
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
絶
対

に
な
い
が
し
ろ
に
し
て
は
な
ら
な
い
プ
ロ
セ
ス
は
研
究
史
の
整
理
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
や
や
も
す
れ
ば
、
研
究
史
が
見
逃
し
て
き
た
小
さ
な
穴

を
発
見
し
、
そ
こ
を
集
中
的
に
突
く
と
い
う
方
向
性
に
傾
き
が
ち
な
の
が

近
年
の
研
究
の
現
状
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
の
流
れ
を
前
提
と
し
て
、
そ

の
延
長
線
上
に
自
身
の
見
解
を
位
置
付
け
る
だ
け
で
は
、
既
存
の
研
究
を

超
え
る
ス
ケ
ー
ル
の
学
問
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

本
書
を
読
ん
で
い
て
強
く
感
じ
る
の
は
、
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
も

そ
れ
を
無
条
件
に
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
視
座
に
立
っ
て
既

存
の
研
究
を
根
本
的
に
塗
り
替
え
よ
う
と
す
る
挑
戦
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

本
書
の
主
張
は
丁
寧
で
わ
か
り
や
す
く
、
論
述
も
明
快
で
あ
る
。
ま
た
、

引
用
さ
れ
た
史
料
に
は
丁
寧
な
読
解
が
施
さ
れ
て
お
り
、
論
証
に
は
安
定
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感
が
あ
る
。
そ
う
し
た
成
熟
し
た
叙
述
の
背
後
に
、
研
究
に
対
す
る
著
者

の
野
心
と
熱
い
思
い
が
感
じ
取
れ
た
の
は
な
に
よ
り
も
嬉
し
い
こ
と
だ
っ

た
。

　

加
え
て
、
私
が
本
書
を
通
読
し
て
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
上
野
氏
が
持

つ
独
自
の
感
性
で
あ
る
。「
妙
花
風
」
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
、
言
語
表

現
を
超
え
た
美
的
世
界
に
対
し
て
氏
が
持
つ
鋭
敏
な
触
覚
の
存
在
を
強
く

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
本
書
は
、
学
問
に
対
す
る

情
熱
と
天
性
の
感
性
に
実
証
的
な
手
法
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
、
た
い
へ
ん

個
性
的
で
優
れ
た
著
作
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
他
方
で
、
本
書
に
は
叙
述
力
と
感
性
に
寄
り
か
か
っ
た
、
詰
め

の
甘
さ
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
本
書
を
通
底
す
る
問
題
意
識
は
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
父
の
観
阿
弥

は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
か
と
い
う
も
の
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
世

阿
弥
の
抱
く
観
阿
弥
像
は
実
像
で
は
な
い
。
世
阿
弥
の
芸
道
が
深
ま
る
に

つ
れ
て
、
若
く
し
て
失
っ
た
父
の
イ
メ
ー
ジ
が
肥
大
化
し
て
く
る
と
い
う

の
が
実
態
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
を
影
響
関
係
で
捉

え
る
よ
り
は
、
観
阿
弥
像
の
形
成
そ
の
も
の
を
世
阿
弥
の
芸
道
観
の
成
熟

の
プ
ロ
セ
ス
と
関
連
づ
け
る
捉
え
方
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
れ
を
観
阿
弥
の
境
地
の
追
体
験
と
捉
え
て
し
ま
う
と
、
実
像
と

虚
像
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
を
意
識
し
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
か
、
上
野
氏
は
「
内
な
る
観
阿
弥
」
な
ど
と
い
っ
た
慎
重
な
言
い

回
し
を
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
関
係
性
を
論
じ
る
部
分
が
や
や
曖
昧
で

あ
る
と
い
う
印
象
を
拭
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
上
野
氏
は
世
阿
弥
に
お
け
る
同
時
代
の
教
養
の
「
読
み
替
え
」

に
着
目
し
て
い
る
。
だ
が
、
前
近
代
に
お
い
て
は
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は

ま
っ
た
く
評
価
さ
れ
な
い
の
が
常
で
あ
り
、
自
己
の
主
張
の
正
当
性
を
言

い
立
て
る
に
際
し
て
は
権
威
あ
る
教
説
の
援
用
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
そ
の

さ
い
の
牽
強
付
会
も
日
常
的
な
現
象
だ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
世
阿
弥
の
読
み
替
え
の
問
題
を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
構
造
の
解
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
世
に
お
け
る
読
み
替
え
の
文
化
の

中
で
世
阿
弥
の
そ
れ
の
特
質
を
把
握
す
る
と
い
う
手
続
き
が
求
め
ら
れ
て

く
る
。
そ
れ
が
一
段
広
く
高
い
レ
ベ
ル
で
の
世
阿
弥
の
思
想
の
位
置
づ
け

に
も
繫
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
今
後
の
研
究
に
つ

い
て
の
個
人
的
な
要
望
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
も
本
書
の
瑕
疵
と
な
る
も
の

で
は
な
い
。

　

研
究
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
年
齢
や
キ
ャ
リ
ア
は
本
質
的
な
問
題
で

は
な
い
が
、
本
書
の
元
に
な
る
原
稿
は
二
〇
一
五
年
に
一
橋
大
学
に
提
出

さ
れ
た
博
士
論
文
で
あ
る
と
い
う
。
著
者
は
ま
さ
に
新
進
気
鋭
の
研
究
者

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
本
書
に
は
独
自
の
視
座
と
特
徴
的
な
感
性
、
そ

し
て
安
定
し
た
論
証
が
見
ら
れ
、
こ
の
原
型
が
学
位
論
文
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
驚
か
さ
れ
た
。
著
者
が
本
書
に
示
さ
れ
た
研
究
ス
タ
イ
ル
を
磨
き

上
げ
、
思
想
史
学
の
世
界
に
新
た
な
波
動
を
起
こ
し
続
け
て
く
れ
る
こ
と

を
強
く
期
待
し
て
い
る
。

�

（
東
北
大
学
教
授
）
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