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序
破
急
概
念
の
変
遷
─
世
阿
弥
『
拾
玉
得
花
』
を
中
心
に

─

佐
々
木
　
香
織

は
じ
め
に

　

事
典
的
な
説
明
に
お
い
て
、
序
破
急
と
い
う
概
念
は
世
阿
弥
の
能

楽
論
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
複
雑
・
深
遠
に
展
開
し
、
哲
理
的
意
味
を

付
与
さ
れ
た
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
世
阿
弥
の
序
破
急
論

が
哲
学
的
と
称
さ
れ
る
際
に
引
用
さ
れ
る
箇
所
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
場
合
、「
序
破
急
」
と
「
成
就
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ

た
、
後
期
の
総
合
的
能
芸
論
『
拾
玉
得
花
』「
第
五
問
答
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
阿
弥
が
そ
の
「
第
五
問
答
」
に
お
い
て
何
を
述
べ
よ
う

と
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
哲
学
的
で
あ
る
か
と
い
う

論
究
は
あ
ま
り
な
い
。
む
し
ろ
、
伝
書
の
実
践
的
指
導
書
と
し
て
の

意
味
合
い
か
ら
見
れ
ば
、「
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
運
動
理
論
と
し
て
の

序
破
急
を
付
会
し
た
の
が
『
拾
玉
得
花
』
の
序
破
急
論
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
言
葉
数
の
多
さ
に
反
比
例
し
て
、
稽
古
・
習
道
論
、
ま

た
は
演
技
論
と
し
て
の
実
質
は
少
な
い
。
あ
ま
り
に
思
弁
的
に
す
ぎ

て
、
か
え
っ
て
実
効
性
を
失
っ
た
と
い
う
、
世
阿
弥
に
し
て
は
き
わ

め
て
珍
し
い
結
果
に
終
わ
っ
た
理
論
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

1
（

」
と
い

っ
た
よ
う
に
、
伝
書
本
来
の
目
的
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

る
見
方
も
あ
る
。

　

一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
芸
術
論
は
自
ら
の
体
験
を
後

継
者
に
伝
授
す
る
形
で
書
か
れ
た
芸
談
の
形
を
と
り
、
こ
れ
ら
は
ほ

と
ん
ど
の
場
合
、
実
践
活
動
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
た
め
、
論

と
し
て
体
系
的
・
理
論
的
に
完
結
し
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
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73　序破急概念の変遷

世
阿
弥
伝
書
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
世
阿
弥
能
芸
論
は
、
謡

や
舞
、
囃
子
と
い
っ
た
演
能
や
、
座
の
運
営
、
稽
古
な
ど
、
具
体
的

実
践
の
た
め
に
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
思
想
史
の
立
場

で
扱
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
序
破
急
論
を
思
想
の
一
部
と
し
て
捉
え

る
こ
と
の
方
が
不
自
然
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
「
日
本
の
芸
術
論
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
す
ぐ
れ
た
個
人

が
自
ら
の
体
験
に
も
と
づ
い
て
述
べ
る
か
た
ち
の
も
の
で
、
内
容
的

に
も
技
術
論
的
傾
向
が
強
く
、
体
系
的
理
論
的
な
面
に
欠
け
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
、
世
阿
弥
の
能
芸
論
は
能
に
お
け
る
実
践
的
認
識
を

理
論
の
域
に
高
め
た
類
ま
れ
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
達
成
度
に
お
い

て
、
他
の
諸
芸
論
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る）

2
（

」
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
ひ
と
つ
に
は
、
演
能
、
能
作
、
稽
古
、
習
道
と
い
っ
た
能
に
関
わ

る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
舞
台
を
め
ぐ
る
芸
術
一
般
に
お
い
て
普
遍
的

な
問
題
を
こ
そ
、
世
阿
弥
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　

そ
れ
で
も
残
念
な
が
ら
、
世
阿
弥
は
「
二
曲
・
三
体
・
五
音
・
九

位
・
六
義
を
は
じ
め
、
体
用
・
皮
肉
骨
・
見
聞
心
な
ど
、
思
想
を
さ

ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
、
こ
れ
努
め
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
ほ
ん
と
う
に
言
お
う
と
す
る
こ
と
は
、

た
い
て
い
パ
タ
ー
ン
の
向
こ
う
側
に
あ
る）

3
（

」
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
が

『
拾
玉
得
花
』
に
お
い
て
言
及
し
た
「
曲
心
の
序
破
急
」「
我
意
の
序

破
急
」「
心
性
の
序
破
急
」
な
ど
も
ま
た
、
そ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

　

世
阿
弥
は
『
拾
玉
得
花
』
の
中
で
序
破
急
と
い
う
語
を
、
そ
の
時

代
の
一
般
的
な
用
法
と
い
う
意
味
で
も
、
自
ら
の
伝
書
内
で
用
い
て

き
た
用
法
と
い
う
意
味
で
も
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
用
い
方
を
し

な
が
ら
、
舞
台
芸
術
の
成
功
の
本
質
、
世
界
の
在
り
方
、
そ
し
て
そ

れ
ら
に
関
わ
る
人
間
精
神
に
肉
薄
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
が
本
当

に
伝
え
た
い
こ
と
は
序
破
急
の
語
義
や
用
例
で
は
な
く
、
実
は
そ
の

語
の
向
こ
う
側
に
あ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
す
ぐ
れ
て
思
想

的
な
問
題
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

　

さ
ら
に
こ
の
序
破
急
と
い
う
概
念
は
、
世
阿
弥
個
人
が
突
如
と
し

て
展
開
し
始
め
た
も
の
で
は
な
い
。
序
破
急
と
い
う
語
の
用
法
が
大

き
く
変
わ
る
の
が
、
文
献
に
よ
っ
て
検
証
で
き
る
範
囲
で
い
え
ば
、

蹴
鞠
論
で
あ
る
『
内
外
三
時
抄
』（
一
二
九
一
年
）
や
『
宗
清
百
問
答
』

（
一
三
四
四
年
）
か
ら
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
十
四
世
紀
に
大
き
な
転

機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
新
た
な
序
破
急
論
を
二
条
良
基

が
連
歌
論
に
援
用
し
、
そ
れ
を
世
阿
弥
も
自
ら
の
能
芸
論
へ
と
発
展

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
序
破
急
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
阿
弥

一
個
人
の
思
想
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
土

台
と
な
っ
た
難
波
宗
緒
や
二
条
良
基
と
い
っ
た
世
阿
弥
と
同
時
代
の

人
々
の
思
想
、
ま
た
、
彼
ら
の
よ
う
に
文
献
史
料
を
残
せ
な
か
っ
た

た
め
に
史
料
に
よ
っ
て
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も

日本思想史学-論文2-佐々木香織氏　　［出力］ 2015年9月25日　午後3時32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47〈2015〉　74

世
阿
弥
ら
と
芸
へ
の
精
神
を
同
じ
く
し
て
い
た
、
芸
道
の
多
く
の
実

践
家
達
の
思
想
的
背
景
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、
ふ
た
つ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ひ
と
つ
目

は
、
諸
芸
道
に
散
見
さ
れ
る
序
破
急
概
念
の
用
例
と
意
味
内
容
の
歴

史
的
変
遷
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
世
阿
弥
序
破
急
論
の
位
置
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ふ
た
つ
目
は
、
先
行
す
る
序
破
急
論
か
ら

影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
展
開
を
し
た
世
阿
弥
特
有

の
序
破
急
論
と
は
い
か
な
る
も
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一　

序
破
急
の
研
究
史
と
問
題
点

　

序
破
急
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
現
代
に
お
い
て
も
、
心
技
体
、
真

行
草
、
守
破
離
と
い
っ
た
語
が
浸
透
し
て
い
る
の
と
同
じ
割
合
で
一

般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
序
破
急
は
、
古
代

の
東
洋
音
楽
に
お
け
る
時
間
的
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
と
空
間

的
概
念
の
真
行
草
と
が
、
わ
が
国
で
は
同
一
理
念
語
と
し
て
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る）

4
（

」
な
ど
、
日
本
芸
能
の
基
礎
的
な
概
念
で
あ
る
こ

と
が
、
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
先
行
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

　

古
い
も
の
で
は
野
上
豊
一
郎
「
序
破
急
の
理
論
」（『
能 

研
究
と

発
見
』
所
収
、
一
九
三
〇
）
が
、
主
に
世
阿
弥
能
芸
論
に
お
け
る
序
破

急
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
野
健
次
「
序
破
急
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
雅
楽
界
』
一
九
六
九
）、
若
藤
正
芳
『
日
本
芸
道
に
み
る
創
作
理
念

の
世
界
』（
一
九
九
三
）
は
、
音
楽
・
芸
能
の
種
目
を
越
え
て
序
破
急

概
念
を
歴
史
的
に
検
証
し
た
論
文
で
あ
り
、
本
論
考
も
多
く
を
依
拠

し
て
い
る
。
ま
た
、
丹
波
明
『「
序
破
急
」
と
い
う
美
学
』（
二
〇
〇

四
）
は
比
較
的
新
し
い
研
究
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
論
文
を

日
本
語
に
訳
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
芸
道
に
お
け
る
序
破

急
を
総
覧
し
、
か
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
書
法
と
の
比
較
か
ら
日
本
の

伝
統
的
美
学
原
理
を
探
ろ
う
と
す
る
論
考
で
あ
る
。
主
題
は
別
に
あ

り
序
破
急
に
も
触
れ
て
い
る
論
文
な
ど
を
除
け
ば
、
序
破
急
を
正
面

か
ら
論
じ
た
も
の
は
、
ほ
ぼ
こ
こ
に
列
挙
し
た
通
り
と
い
う
の
が
現

状
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
の
少
な
さ
に
比
例
し
て
序
破
急
概
念
に
は
明
確
で
な
い

こ
と
も
多
く
、
ま
ず
何
よ
り
、
歴
史
的
に
み
る
と
そ
の
定
義
が
は
っ

き
り
し
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
序
破
急
そ
の
も
の
、
ま
た
は
そ
の
基
と
な
る
概
念
の

出
典
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
前
掲
平
野
論
文
、
若
藤
論
文
に

は
、
文
政
五
年
以
前
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
小
川
守
中
の
『
歌
儛

品
目
』
の
巻
之
五
上
「
曲
度
体
裁
」
の
項
に
、「
艶
趨
乱
」
と
は
す

な
わ
ち
序
破
急
の
類
で
あ
る
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
、

古
く
は
序
破
急
と
艶
趨
乱
と
の
関
係
が
論
究
さ
れ
て
い
た
、
と
あ
る
。

「
艶
趨
乱
」
と
は
中
国
の
楽
理
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
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『
宋
書
礼
楽
志
』『
楽
府
詩
論
双
』
な
ど
の
記
述
か
ら
、
お
そ
ら
く
は

音
楽
的
な
約
束
事
を
あ
ら
わ
す
概
念
で
あ
ろ
う
が
、
定
か
な
こ
と
は

い
ま
だ
に
不
明
で
あ
り
、
序
破
急
と
艶
趨
乱
と
を
結
び
つ
け
て
考
え

る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る）

5
（

。

　

ま
た
、
現
代
の
事
典
で
そ
の
定
義
を
調
べ
る
と
、『
日
本
国
語
大

事
典
』『
日
本
音
楽
大
事
典
』『
日
本
の
伝
統
芸
能
講
座 

音
楽
』
な

ど
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
典
の
特
徴
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
記
述
は

あ
っ
て
も
、
ど
れ
に
も
必
ず
以
下
の
二
点
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ひ

と
つ
目
は
、
導
入
部
・
展
開
部
・
結
末
部
の
三
部
構
成
で
漸
次
的
に

進
行
す
る
時
間
的
構
成
原
理
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
目
は
、
舞
楽
・
管

絃
の
楽
曲
構
成
上
の
三
区
分
か
ら
出
発
し
、
他
の
諸
芸
能
へ
と
援
用

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

導
入
部
・
展
開
部
・
結
末
部
の
三
部
構
成
で
漸
次
的
に
進
行
す
る

時
間
的
構
成
原
理
で
あ
る
と
い
う
解
説
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ど
の

よ
う
な
辞
典
・
事
典
で
あ
れ
、
序
破
急
を
調
べ
れ
ば
真
先
に
登
場
す

る
の
が
、
舞
楽
・
管
絃
の
概
念
用
語
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
り
、

例
え
ば
『
邦
楽
百
科
辞
典
』
に
は
下
記
の
通
り
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
舞
楽
曲
に
関
す
る
用
語
。
数
曲
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
つ
の
ま
と

ま
っ
た
構
成
感
を
も
つ
多
楽
章
形
式
を
作
る
た
め
の
演
出
形
式
と
し

て
、
明
確
な
拍
節
を
も
た
な
い
『
序
』、
延
拍
子
ま
た
は
揚
拍
子
の

『
破
』、
早
拍
子
ま
た
は
唐
拍
子
の
『
急
』
を
対
立
さ
せ
、
そ
の
三
つ

ま
た
は
二
つ
に
あ
た
る
雅
楽
曲
を
組
み
合
わ
せ
て
、
舞
楽
曲
一
曲
中

の
当
曲
部
分
と
す
る）

（
（

」。

　

つ
ま
り
序
破
急
と
は
、
一
曲
の
中
で
三
つ
の
パ
ー
ト
に
章
立
て
さ

れ
、
次
第
に
展
開
す
る
上
演
形
式
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
序
」

「
破
」「
急
」
は
そ
れ
ぞ
れ
楽
章
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ

が
、
序
破
急
が
楽
曲
の
構
成
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
の
最
も
基
礎
的

な
説
明
が
、
当
の
楽
書
に
は
元
禄
年
間
に
至
る
ま
で
存
在
し
な
い
。

　

日
本
最
古
の
楽
書
は
尾
張
浜
主
の
撰
に
よ
る
と
さ
れ
る
宝
亀
三
年

（
七
七
二
）
の
『
五
十
記
』
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
本
格
的
に
楽

書
が
撰
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
平
安
時
代
後
期
か
ら
、『
龍
鳴
抄
』

（
一
一
三
三
）、『
仁
智
要
録
』（
一
一
七
七
）、『
胡
琴
教
録
』（
一
一
七
八
）、

『
管
絃
音
義
』（
一
一
八
五
）、『
掌
中
要
録
』（
一
二
六
三
）、『
続
教
訓

抄
』（
一
二
七
〇
）、『
舞
楽
小
録
』（
一
三
一
三
）、『
新
撰
要
記
抄
』（
一

三
四
七
）、『
舞
曲
口
伝
』（
一
五
〇
九
）、『
體
源
抄
』（
一
五
一
二
）
と
い

っ
た
、『
群
書
類
従
』
や
『
日
本
古
典
全
集
』
な
ど
で
簡
易
に
調
べ

ら
れ
る
楽
書
に
は
、
序
破
急
と
い
う
語
の
記
述
さ
え
な
い
。

　

天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
頃
成
立
し
た
と
さ
れ
る
狛
近
真
『
教
訓

抄
』
に
は
、
師
子
と
い
う
曲
目
に
お
け
る
説
明
と
し
て
「
有
序
破
急

云
々
。
笛
与
大
鼓
鉦
鼓
許
也）

7
（

…
…
」
と
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
師
子

と
い
う
曲
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
序
破
急
が
い
か
な
る
も
の
か
を
説
明
す
る
記
述
は
な
い
。

　

序
破
急
が
楽
曲
の
構
成
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
楽
書
に
お
い

て
説
明
さ
れ
る
の
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
阿
倍
秀
尚
に
よ
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る
『
楽
家
録
』「
三
管
総
論
」
に
お
け
る
「
夫
楽
者
以
序
破
急
三
曲

為
具
也
。
然
或
以
序
与
破
。
破
与
急
耳
為
一
具
者
亦
有
之）

8
（

」
と
い
う

記
述
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
舞
楽
・
管
絃
が
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら

約
千
年
後
の
十
七
世
紀
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
序
破
急
そ
の
も
の
に

つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
序
破
急
と
い
え
ば

導
入
部
・
展
開
部
・
結
末
部
の
三
部
構
成
と
事
典
に
は
書
か
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
種
々
の
具
体
的
な
舞
楽
曲
を
帰
納
的
に
見

た
際
の
定
義
で
あ
り
、
舞
楽
・
管
絃
が
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
千
年

の
間
、
事
典
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
記
述
が
楽
書
に
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
事
典
に
必
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
意
味
内
容
と
し
て
、
舞

楽
・
管
絃
の
楽
曲
構
成
上
の
三
区
分
か
ら
出
発
し
他
の
諸
芸
能
へ
と

援
用
さ
れ
た
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
具
体
的
に
、
い
つ
頃
他
の
芸

能
へ
伝
播
し
、
ま
た
、
い
つ
漸
次
的
に
進
行
す
る
時
間
的
構
成
原
理

と
い
う
意
味
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
先
行

研
究
で
は
、
伝
書
の
成
立
年
代
に
さ
ほ
ど
こ
だ
わ
ら
ず
、
序
破
急
概

念
の
用
例
を
重
視
し
、
成
立
年
代
の
異
な
る
伝
本
を
ま
と
め
て
論
究

す
る
も
の
が
多
く
、
序
破
急
と
い
う
語
の
歴
史
的
変
遷
が
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
連
歌
論
に
お
け
る
序
破
急
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
〜
応
安
五
年
（
一
三
七
二
年
）
に
成
立
し
た
と

さ
れ
る
二
条
良
基
『
筑
波
問
答
』
に
は
、「
楽
に
も
序
・
破
・
急
の

あ
る
に
や
。
連
歌
も
一
の
懐
紙
は
序
、
二
の
懐
紙
は
破
、
三
、
四
の

懐
紙
は
急
に
て
あ
る
べ
し
。
鞠
に
も
か
か
る
よ
う
に
侍
る
と
ぞ
其
の

道
の
先
達
は
申
さ
れ
し）

（
（

」
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
発
句
か
ら
脇
句
の
連
な
り
を
い
か
に
性
格
づ
け
る
か
を
、

楽
理
の
序
破
急
概
念
を
連
歌
に
応
用
す
る
と
い
う
形
で
説
明
し
て
い

る
。
二
条
良
基
の
時
代
の
楽
書
に
は
序
破
急
論
の
叙
述
は
な
い
の
で

あ
る
が
、「
楽
に
も
序
破
急
の
あ
る
に
や
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
楽

章
と
し
て
の
呼
称
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

さ
ら
に
「
鞠
に
も
か
か
る
よ
う
に
侍
る
と
ぞ
其
の
道
の
先
達
は
申
さ

れ
し
」
と
あ
り
、
蹴
鞠
に
も
序
破
急
概
念
が
あ
る
こ
と
が
言
及
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
古
典
文
学
大
系
本
は
、「
飛
鳥
井
雅
康
の

『
蹴
鞠
条
々
大
概
』
に
、『
鞠
に
序
破
急
の
三
段
あ
る
べ
し
。
初
は
我

木
の
下
ふ
か
く
立
ち
て
、
鞠
長
の
び
や
か
に
、
こ
と
さ
ら
自
他
分
よ

く
見
分
け
て
、
の
ど
か
に
け
る
べ
し
。
是
は
序
分
の
時
な
る
べ
し
。

破
分
に
は
、
い
さ
さ
か
木
の
下
を
立
い
ず
る
用
に
て
鞠
長
ひ
か
え
て
、

時
々
曲
を
も
ま
じ
へ
て
け
る
べ
し
。
晩
景
に
及
で
急
分
に
な
ら
ば
、

い
か
に
も
数
を
は
げ
み
、
木
に
か
け
ず
、
猶
鞠
長
を
も
つ
め
て
、
た

が
い
に
忠
を
つ
く
し
、
興
を
も
よ
ほ
す
べ
し
。
し
き
り
に
自
多
分
あ

ざ
や
か
に
こ
ひ
、
と
り
ど
り
声
の
色
を
そ
へ
て
進
退
み
だ
れ
ぬ
物
か

ら
に
ぎ
わ
し
く
け
な
す
べ
き
也
』
と
あ
る）

10
（

」
と
補
注
を
つ
け
て
い
る
。

　

古
典
文
学
大
系
本
の
補
注
で
は
、
こ
の
二
条
良
基
の
言
説
に
つ
い
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77　序破急概念の変遷

て
説
明
す
る
際
に
、
遅
く
と
も
一
三
七
二
年
に
は
成
立
し
て
い
た
は

ず
の
『
筑
波
問
答
』
の
解
説
を
、
一
五
〇
八
年
に
成
立
し
た
『
蹴
鞠

条
々
大
概
』
を
引
い
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
良
基
が
『
条
々
大

概
』
を
参
考
に
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
蹴
鞠
道
に
あ
る
序
破

急
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
史
料
を
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

『
筑
波
問
答
』
に
お
け
る
鞠
の
先
達
の
い
う
序
破
急
が
、
は
た
し
て

百
四
十
年
後
の
『
条
々
大
概
』
で
説
明
さ
れ
て
い
る
序
破
急
と
同
じ

概
念
を
意
味
し
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
解
説
の
不
備
で
は
な
く
、『
筑
波
問
答
』

以
前
に
成
立
し
た
蹴
鞠
道
の
伝
書
で
、
し
か
も
序
破
急
の
記
述
が
あ

る
も
の
が
、
古
典
文
学
大
系
本
が
出
版
さ
れ
た
一
九
六
一
年
に
は
ま

だ
見
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

蹴
鞠
道
の
研
究
は
こ
こ
二
十
年
で
急
速
に
進
み
、
渡
辺
融
・
桑
山

浩
然
『
蹴
鞠
の
研
究
─
公
家
鞠
の
成
立
─
』（
一
九
九
四
）
な
ど
に
よ

り
、
新
た
な
史
料
の
紹
介
も
数
多
く
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す

で
に
石
井
倫
子
『
風
流
能
の
時
代
─
金
春
禅
鳳
と
そ
の
周
辺
─
』

（
一
九
九
八
）
や
小
川
剛
生
『
二
条
良
基
研
究
』（
二
〇
〇
五
）
で
も
言

及
さ
れ
て
い
る
が
、
新
史
料
の
叙
述
か
ら
、
二
条
良
基
の
鞠
の
先
達

は
難
波
宗
緒
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
良

基
の
時
代
の
蹴
鞠
道
に
お
け
る
序
破
急
概
念
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
序
破
急
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
辿
っ
た

言
葉
な
の
か
、
諸
芸
道
に
関
す
る
こ
う
し
た
新
し
い
研
究
も
視
野
に

入
れ
て
、
再
度
整
理
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
序
破
急
概
念
に
は
未
だ
不
明
な
点
が
多
い
た
め
、

本
論
考
で
は
ま
ず
、
序
破
急
概
念
の
用
例
と
そ
の
意
味
内
容
が
、
い

か
な
る
歴
史
的
変
遷
を
辿
っ
た
か
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

二　

連
語
と
し
て
の
「
序
」「
破
」「
急
」
か
ら 

熟
語
と
し
て
の
「
序
破
急
」
へ
の
変
遷

　

本
章
で
は
、
序
破
急
と
い
う
語
の
用
例
を
時
系
列
順
に
確
認
し
て

ゆ
く
こ
と
で
、
諸
芸
道
の
伝
本
の
中
で
序
破
急
概
念
が
い
か
に
変
遷

し
て
い
っ
た
か
を
検
証
し
た
い
。

　

ま
ず
辞
典
類
に
は
、
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）『
色
葉
字
類
抄
』
二

巻
本）

11
（

に
「
序
破
急
」、
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
の
三
巻
本）

12
（

に
は
「
序

破
急　

シ
ヨ
ハ
キ
ウ
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
文
永
五

年
（
一
二
六
八
）
の
経
尊
『
名
語
記）

13
（

』
に
も
、「
管
弦
舞
楽
ニ
序
破
急

ア
リ 

ソ
ノ
破
如
何 

破
ハ
ワ
ル
ト
ヨ
メ 

同
事
ヲ
ワ
リ
テ 

ア
マ
タ
タ

ヒ
ス
ル
故
ニ 

破
ト
イ
エ
ル
歟
」
と
あ
り
、
平
安
後
期
に
は
す
で
に

こ
の
語
が
辞
典
に
載
る
程
度
に
用
い
ら
れ
、
楽
人
・
伶
人
の
み
な
ら

ず
、
楽
を
知
る
立
場
の
人
々
の
間
に
十
分
浸
透
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
十
三
世
紀
以
前
に
は
、
舞
楽
・
管
絃
の
楽
章

を
あ
ら
わ
す
用
語
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
、
序
破
急
と
併
記

さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、「
序
」「
破
」「
急
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別

の
語
の
連
語
と
し
て
と
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
序
破
急
と
は
そ
も
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そ
も
何
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
書
物
は
な
い
。

　
『
日
本
の
伝
統
芸
能
講
座 

音
楽
』
に
よ
れ
ば
、「
序
」「
破
」「
急
」

と
い
う
形
式
的
原
理
を
当
て
嵌
め
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
楽
曲
は

殊
の
外
少
な
く
、
そ
の
三
章
を
備
え
る
舞
楽
曲
は
『
五
常
楽
』『
蘇

合
香
』『
春
鶯
囀
』
の
わ
ず
か
三
曲
の
み
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
に

ど
の
よ
う
に
上
演
・
演
奏
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
ベ
ー
ト
ー
ベ

ン
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
第
十
四
番
ア
ダ
ー
ジ
ョ
が
、
こ
の
ソ
ナ
タ
の
中

で
は
一
楽
章
分
で
し
か
な
い
も
の
の
、『
月
光
』
と
し
て
独
立
し
た

一
曲
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
様
に
、「
序
」「
破
」「
急
」
い

ず
れ
の
楽
章
も
、『
胡
飲
酒 

破
』
な
ど
と
し
て
独
立
し
た
一
曲
と

し
て
上
演
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
序
」「
破
」

「
急
」
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。

　
『
能
・
狂
言
事
典
』
に
は
「
舞
楽
に
お
い
て
は
、
序
破
急
と
い
う

熟
し
た
用
語
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
ほ
か
の
分
野
で

は
、
こ
れ
が
完
全
に
ひ
と
つ
の
単
語
と
し
て
、
速
度
の
漸
急
の
意
味

で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
緩
急
変
化
や
強
弱
変
化
を
意
味
す
る

場
合
も
あ
る）

14
（

」
と
あ
る
が
、
こ
の
熟
語
と
し
て
の
序
破
急
が
頻
出
す

る
の
が
十
四
世
紀
以
降
で
あ
る
。

　

至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
頃
成
立
と
さ
れ
る
平
井
相
助
『
源
氏
物

語
千
鳥
抄
』「
一
、
れ
う
わ
う
舞
て
急
に
な
る
と
云
々
楽
の
序
破
急

の
き
う
に
な
る
に
は
あ
ら
ず
」、
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
富
阿
弥

『
仙
伝
抄
』「
一
、
立
花
の
次
第
条
々
大
事
に
て
候
也
。
…
…
一
、
序

破
急
の
事
。
是
は
真
行
草
あ
り
。
序
は
真
な
り
。
破
は
行
也
。
き
う

は
草
な
り
」、
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
心
敬
『
さ
さ
め
ご
と
』「
此

の
二
つ
に
た
ど
り
侍
ら
ば
、
萬
道
の
序
・
破
・
急
、
諸
経
・
緒
論
の

序
正
流
通
・
因
縁
・
譬
喩
の
と
こ
ろ
に
ま
ど
ひ
侍
る
べ
し
と
な
り
」、

ま
た
十
五
世
紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
一
条
兼
良
の
『
鴉
鷺
物
語
』

「
一
、
陣
を
と
る
に
三
陣
を
序
破
急
に
あ
つ
る
習
あ
り
」
や
多
賀
高

忠
の
『
犬
追
物
検
見
記
』「
一
、
序
破
急
と
云
事
あ
り
。
五
十
疋
計

よ
ぶ
ま
で
ハ
。
犬
あ
い
を
も
し
つ
々
々
と
例
式
の
ご
と
く
す
べ
し
」

と
、
諸
芸
道
に
序
破
急
の
語
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る）

15
（

。
こ
れ
ら

は
、「
序
」「
破
」「
急
」
と
い
う
連
語
で
は
な
く
、「
序
破
急
」
と
い

う
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
三
段
階

の
進
展
・
変
化
を
示
す
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序
破
急
」
と
い
う

意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
の
新
た
な
序
破
急
概
念
の
登
場
の
画
期
と
な
っ
た
の
が
、
康
永

三
年
（
一
三
四
四
年
）『
宗
清
百
問
答
』
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
伝
本

は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
ト
ル
で
諸
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
蹴
鞠
道
に
関
す
る
先

行
研
究
に
従
い
、『
宗
清
百
問
答
』
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
）。

　
『
宗
清
百
問
答
』
は
、
関
白
二
条
良
基
の
命
に
よ
り
、
蹴
鞠
の
家

で
あ
る
難
波
家
の
宗
清
が
、
蹴
鞠
の
技
術
・
練
習
法
を
百
ヶ
条
に
ま

と
め
、
良
基
へ
と
与
え
た
も
の
で
あ
る）

1（
（

。
二
条
良
基
は
公
家
の
伝
統

文
化
に
造
詣
の
深
い
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
世
阿
弥
と
親
交
が

日本思想史学-論文2-佐々木香織氏　　［出力］ 2015年9月25日　午後3時32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



79　序破急概念の変遷

あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、
蹴
鞠
に
も
詳
し
く
、
自
身
も
貞

治
二
年
五
月
二
十
日
後
光
厳
天
皇
が
蹴
鞠
の
会
を
見
た
こ
と
を
機
に
、

後
代
の
規
範
と
す
る
た
め
蹴
鞠
に
関
す
る
先
例
故
実
を
記
し
た
『
貞

治
二
年
御
鞠
記
』（
一
三
六
三
）、
別
名
『
衣
か
つ
ぎ
の
記
』
を
伝
え

て
い
る
。

　
『
衣
か
つ
ぎ
の
記
』
を
含
め
、『
蹴
鞠
口
伝
集
』（
一
一
五
〇
）、『
成

通
卿
口
伝
集
』（
一
一
八
二
）、『
承
元
蹴
鞠
記
』『
後
鳥
羽
院
御
記
』

（
一
二
〇
八
）、『
蹴
鞠
略
記
』（
一
二
〇
九
）、『
一
巻
書
』（
一
二
一
四
）、

『
遊
庭
秘
抄
』（
一
三
〇
〇
）
な
ど
の
十
四
世
紀
以
前
の
多
く
の
蹴
鞠

書
に
は
、
序
破
急
の
記
述
は
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、『
内
外
三
時
抄）

17
（

』（
一
二
九
一
）
に
は
、「
然
と
も

序
分
、
破
分
、
急
分
等
を
踏
か
へ
て
、
め
に
た
た
す
」「
一
段
三
足

に
妻
足
、
男
足
を
蹴
、
序
、
破
、
急
の
始
の
こ
と
、
終
に
高
下
を
け

る
へ
し
」「
会
の
三
段
に
て
声
の
差
別
あ
り
、
阿
利
、
耶
の
二
音
は
、

専
の
序
破
の
分
と
す
、
於
宇
の
引
声
ハ
、
殊
に
急
分
」
と
い
う
記
述

が
見
ら
れ
る
。
特
に
『
内
外
三
時
抄
』
佚
文
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は

「
三
段
と
云
ハ
楽
之
序
破
急
也
、
序
分
と
云
ハ
…
…
」
と
、
舞
楽
・

管
絃
の
「
序
」「
破
」「
急
」
と
類
比
さ
せ
、
蹴
鞠
に
お
け
る
序
破
急

概
念
で
あ
る
三
段
を
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
佚
文
は
、
残
念
な

が
ら
火
災
に
遭
い
、
料
紙
が
破
損
し
た
り
周
囲
が
焼
け
た
り
し
て
欠

損
が
あ
り
、
不
明
な
点
が
多
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
蹴
鞠
道
に
お
け
る
熟
語
と
し
て
の
「
序
破
急
」

が
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
、
定
義
も
含
め
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が

『
宗
清
百
問
答
』
の
百
ヶ
条
目
で
あ
る）

18
（

。

一
、
鞠
に
序
破
急
と
申
て
、
は
じ
め
を
は
り
心
し
て
け
る
様
乃

候
や
ら
ん
、
こ
ま
か
に
申
さ
れ
候
へ
。
序
と
申
は
、
鞠
た
け
高

く
志
づ
か
に
は
な
ち
候
て
、
ふ
か
く
立
入
候
へ
。
破
と
申
は
、

鞠
を
木
に
か
け
、
面
白
ろ
く
け
候
也
。
き
う
と
申
は
、
数
を
あ

げ
鞠
た
け
を
木
に
も
か
け
ず
、
た
し
か
に
人
の
も
と
へ
わ
た
し

候
也
。
但
か
や
う
に
申
へ
共
、
ち
か
比
は
破
乃
時
木
に
か
け
、

か
ず
を
あ
げ
、
急
乃
と
き
に
く
る
ひ
た
る
が
よ
く
候
也
。

　

こ
の
百
条
目
の
問
い
は
、
蹴
鞠
の
世
界
で
い
う
序
破
急
、
す
な
わ

ち
、
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
重
視
し
て
蹴
る
技

法
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
蹴
鞠
は
、
東
北
に

桜
、
東
南
に
柳
、
西
南
に
楓
、
西
北
に
松
を
植
え
た
十
四
メ
ー
ト
ル

平
方
の
懸か
か
りと
呼
ば
れ
る
遊
び
場
で
、
八
人
で
行
う
の
を
正
式
と
し
て

い
る
。
回
答
を
見
る
と
、
時
間
的
に
は
序
は
始
ま
り
、
破
は
中
ほ
ど
、

急
が
終
局
を
示
し
て
お
り
、
空
間
・
動
作
的
に
は
序
は
高
く
大
き
く

静
か
に
蹴
り
出
し
始
め
、
破
で
は
四
方
に
あ
る
木
に
敢
え
て
蹴
り
込

む
な
ど
変
化
を
つ
け
、
急
で
は
木
に
蹴
り
込
む
よ
う
な
こ
と
は
も
う

せ
ず
、
鞠
の
射
程
距
離
を
短
く
し
人
に
向
け
て
次
々
蹴
り
出
す
な
ど

し
て
数
を
こ
な
し
、「
く
る
ひ
た
る
」
と
あ
る
が
、
大
い
に
盛
り
上

げ
る
と
よ
い
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
進
展
を
一
連
の
流
れ
と
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捉
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
緩
か
ら
速
へ
、
静
か
ら
動
へ
、
本
格

か
ら
破
格
へ
と
三
段
階
で
移
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
序

破
急
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。　

　

こ
の
蹴
鞠
の
序
破
急
論
と
二
条
良
基
『
筑
波
問
答
』
に
お
け
る
序

破
急
論
は
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
「
一

の
懐
紙
の
表
の
程
は
、
し
と
や
か
の
連
歌
を
す
べ
し
。
て
に
は
も
浮

き
た
る
様
な
る
こ
と
を
ば
せ
ぬ
事
也
。
二
の
懐
紙
よ
り
さ
め
き
句
を

し
て
、
三
、
四
の
懐
紙
を
こ
と
に
逸
興
あ
る
様
に
し
侍
る
事
也
。
楽

に
も
序
・
破
・
急
の
あ
る
に
や
。
連
歌
も
一
の
懐
紙
は
序
、
二
の
懐

紙
は
破
、
三
、
四
の
懐
紙
は
急
に
て
あ
る
べ
し
」
の
箇
所
で
あ
る
が
、

一
の
懐
紙
と
は
連
歌
の
一
頁
目
に
あ
た
り
、
そ
の
表
側
に
は
発
句
か

ら
の
八
句
を
し
た
た
め
裏
側
に
十
四
句
を
記
す
が
、
こ
と
に
表
側
は

「
て
に
を
は
」
も
正
し
い
「
し
と
や
か
の
連
歌
」
を
心
が
け
る
。
こ

れ
が
序
で
あ
る
。
二
の
懐
紙
の
二
十
八
句
は
、
破
と
し
て
軽
や
か
な

「
さ
め
き
連
歌
」
を
し
、
三
・
四
の
懐
紙
で
は
「
逸
興
あ
る
」
面
白

い
句
を
つ
け
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
急
で
あ
る
。
緩
か
ら
速
へ
、
静
か
ら

動
へ
、
本
格
か
ら
破
格
へ
と
三
段
階
で
一
連
の
流
れ
と
し
て
進
行
す

る
と
い
う
発
想
が
、
連
歌
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。「
こ
れ
が
良
基

の
序
破
急
論
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い）

1（
（

」
と
考
え
ら
れ
る
。

　

序
破
急
概
念
の
変
遷
を
見
る
上
で
、
こ
の
『
宗
清
百
問
答
』
は
二

つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
そ
の
影
響
の
大
き
さ
で
あ
る
。

序
破
急
の
記
述
を
持
つ
伝
書
と
し
て
は
、
一
二
九
一
年
の
奥
書
を
持

つ
『
内
外
三
時
抄
』
の
方
が
五
十
年
ほ
ど
古
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の

後
残
さ
れ
た
蹴
鞠
道
の
各
書
を
は
じ
め
、
他
の
芸
道
の
伝
書
に
序
破

急
の
叙
述
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、『
内
外
三
時
抄
』
の
他
へ
の
影

響
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
『
宗
清
百
問
答
』
以
降
の
諸
伝
書
に
は
、
熟
語
と

し
て
の
序
破
急
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
『
宗
清
百
問

答
』
を
授
け
ら
れ
た
二
条
良
基
を
媒
介
と
し
て
諸
芸
道
へ
広
ま
っ
た

た
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
十
四
世
紀
以
降
、
緩
や
か
で
基
本
的

な
「
序
」
か
ら
、
豊
富
な
変
化
を
見
せ
る
「
破
」
を
経
て
、
速
く

軽
快
あ
る
い
は
急
激
で
躍
動
的
に
展
開
す
る
「
急
」
に
至
る
と
い
う
、

三
段
階
の
進
展
・
変
化
を
示
す
一
連
の
進
展
の
在
り
方
を
、
自
ら
の

芸
道
の
中
に
見
出
す
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
ふ
た
つ
目
は
、「
は
じ
め
を
は
り
心
し
て
け
る
様
」
と
い
う
、

蹴
鞠
の
序
破
急
の
定
義
が
明
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

舞
楽
・
管
絃
で
は
個
別
の
楽
章
の
名
称
と
し
て
、「
序
」「
破
」「
急
」

の
語
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
一

連
の
流
れ
と
い
う
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
れ
が
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
序
破
急
概
念
の
変
遷

を
見
る
上
で
の
、
こ
の
史
料
の
持
つ
貴
重
な
点
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
諸
芸
道
に
見
ら
れ
る
序
破
急
概
念
の
変
遷
を
整
理
す
る
と
、

十
三
世
紀
ま
で
の
史
料
に
は
、
舞
楽
・
管
絃
の
楽
章
を
示
す
「
序
」

「
破
」「
急
」
し
か
な
く
、
ま
た
「
序
破
急
と
は
何
か
」
に
類
す
る
記
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述
は
な
い
が
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら
蹴
鞠
道
に
お
い
て
、「
序
破
急
」

が
ひ
と
つ
の
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
三
段
階
の

進
展
・
変
化
を
示
す
一
連
の
展
開
」
と
い
う
新
た
な
意
味
を
付
与
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
四
世
紀
半
ば
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
解
説
し

た
『
宗
清
百
問
答
』
が
二
条
良
基
に
伝
わ
っ
て
後
、
蹴
鞠
だ
け
で
な

く
、
連
歌
、
花
道
、
武
道
、
犬
追
物
、
そ
し
て
能
な
ど
、
舞
楽
・
管

絃
以
外
の
芸
能
種
目
に
お
い
て
も
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
「
一
連
の
展
開
」
を
意
味
す
る
序
破
急
は
、
形

式
を
三
つ
に
分
け
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
三
段
が
緩
か
ら
速
へ
、
静

か
ら
動
へ
、
と
い
う
漸
次
的
進
展
を
遂
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
特
徴
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
道
に
相
応
し
い
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

世
阿
弥
伝
書
は
一
四
〇
〇
年
以
降
に
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序
破
急
」
概
念
の
影
響
が
顕
著
に
見

ら
れ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
と
は
全
く
異
質
な
序
破
急
論
も
展
開
さ
れ

て
い
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
序
破
急
概
念
の
在
り
方
を
踏
ま
え
て
、

世
阿
弥
が
い
か
に
独
自
の
序
破
急
概
念
を
模
索
し
て
い
っ
た
か
を
見

て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

三　

世
阿
弥
序
破
急
論 

─
初
・
中
期
伝
書
と
後
期
能
芸
論
『
拾
玉
得
花
』

　

世
阿
弥
伝
書）

20
（

に
お
け
る
序
破
急
と
い
う
語
の
初
出
は
、『
風
姿
花

伝
』
七
篇
の
う
ち
の
三
篇
目
と
さ
れ
る
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）『
風

姿
花
伝
第
三
問
答
条
々
』
の
「
第
二
問
答
」
で
あ
る
。「
問
。
能
に
、

序
破
急
を
ば
何
と
か
定
む
べ
き
や
」
と
い
う
問
い
に
は
じ
ま
り
、
能

に
お
け
る
序
破
急
の
位
置
づ
け
が
説
明
さ
れ
る
。『
風
姿
花
伝
』
七

篇
の
う
ち
の
六
篇
目
と
さ
れ
る
『
花
伝
第
六
花
修
』
は
奥
書
を
も
た

ず
成
立
年
代
が
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
は
「
お
ほ
か
た
の
風
体
、

序
破
急
の
段
に
見
え
た
り
」
と
は
じ
ま
り
、
序
破
急
の
段
、
す
な
わ

ち
『
問
答
条
々
』「
第
二
問
答
」
の
記
述
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

年
代
的
に
『
風
姿
花
伝
』
七
篇
の
次
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）『
花
習
内
抜
書
（
能
序
破
急
事
）』
で
は
、

「
花
伝
に
お
ほ
か
た
見
え
た
れ
ど
も
、
な
ほ
な
ほ
詳
し
く
心
得
べ
き

条
々
あ
り
。
ま
づ
、
一
切
の
こ
と
に
序
破
急
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
定
む

る
こ
と
、
次
第
次
第
な
り
」
と
あ
り
、
一
日
に
何
番
も
あ
る
能
の
番

組
の
序
破
急
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
応
永
二
十
八
年
（
一
四
二
一
）『
人
形
』
に
お
い
て
は
、

天
女
舞
で
は
、
破
・
序
・
急
と
舞
う
と
い
う
口
伝
が
あ
る
と
い
う
、

舞
一
曲
に
お
け
る
序
破
急
に
つ
い
て
、
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）

『
三
道
』
で
は
、
能
作
の
際
、
能
一
曲
の
構
成
を
序
破
急
に
従
っ
て

序
一
段
・
破
三
段
・
急
一
段
で
作
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
応
永
三

十
一
年
（
一
四
二
四
）『
花
鏡
』
で
は
、『
問
答
条
々
』
と
同
じ
く
一

日
の
番
組
編
成
の
序
破
急
に
つ
い
て
、
著
作
年
代
は
不
明
だ
が
中
期

の
作
と
さ
れ
る
『
遊
楽
習
道
風
見
』
で
は
、
稽
古
の
階
梯
論
と
し
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て
の
序
破
急
に
つ
い
て
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）『
習
道
書
』
で
は
、

や
は
り
『
問
答
条
々
』
と
同
じ
く
一
日
の
番
組
編
成
の
序
破
急
に
つ

い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

世
阿
弥
伝
書
は
現
在
二
十
一
部
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通

覧
す
る
と
、
初
期
か
ら
後
期
に
至
る
ま
で
諸
本
に
わ
た
っ
て
、
脚
本

構
成
、
劇
内
容
、
能
一
曲
の
運
用
、
一
日
の
番
組
構
成
、
芸
の
修
養

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
導
入
部
と
し
て
の
序
、
展
開
部
と
し
て
の
破
、

結
末
部
と
し
て
の
急
を
配
当
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
前
章
で

述
べ
た
、
形
式
を
三
つ
に
分
け
、
漸
次
的
進
展
を
す
る
「
一
連
の
展

開
と
し
て
の
序
破
急
」
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

　

す
で
に
各
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
連

歌
・
蹴
鞠
道
か
ら
の
影
響
、
と
り
わ
け
二
条
良
基
の
影
響
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
二
条
良
基
の
文
章
に
は
、
世
阿
弥
が
ま
だ
幼
名
の
藤

若
と
名
乗
っ
て
い
た
と
き
に
す
で
に
鞠
・
連
歌
に
堪
能
で
あ
っ
た
と

あ
り
、
も
と
か
ら
鞠
・
連
歌
の
素
養
が
あ
っ
た
上
、「
世
阿
弥
の
著

述
に
良
基
の
連
歌
論
と
共
通
す
る
文
辞
が
多
く
、
共
時
性
を
越
え
た

近
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
良
基
が
自

己
の
連
歌
論
書
を
藤
若
に
与
え
た
こ
と
も
、
十
分
考
え
ら
れ
よ
う）

21
（

」

と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
期
能
芸
論
書
で
あ
る
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）

『
拾
玉
得
花
』「
第
五
問
答
」
に
お
け
る
序
破
急
概
念
の
み
は
、
大
き

く
異
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。「『
拾
玉
得
花
』
の
論
点
の
過
半
は
、

す
で
に
『
花
伝
』
に
お
い
て
提
起
し
た
問
題
の
再
説
で
あ
り
、
表
現

自
体
は
当
時
の
世
阿
弥
の
知
識
を
反
映
し
て
は
な
は
だ
難
解
で
は

あ
る
も
の
の
、
実
際
の
内
容
自
体
は
平
易
か
つ
基
本
的）

22
（

」
と
さ
れ
て

い
る
が
、「
こ
れ
は
、
世
阿
弥
が
そ
れ
ま
で
に
考
え
て
き
た
能
の
理

論
を
綜
合
・
要
約
し
た
も
の
で
、
内
容
を
分
析
す
れ
ば
、
あ
る
い

は
『
花
伝
』
に
、
あ
る
い
は
『
花
鏡
』
に
、
あ
る
い
は
『
人
形
』
に

…
…
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
還
元
で
き
る
の
で
あ
り
、
後
期

だ
け
の
新
し
い
思
想
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

が
、
序
破
急
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
後
期
の
特
色
を
示
す
も
の
だ

と
思
わ
れ
る）

23
（

」。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

　
「
第
五
問
答
」
は
、
①
成
就
と
は
何
か
と
い
う
問
い
と
回
答
、
②

森
羅
万
象
・
自
然
・
有
生
・
非
生
す
べ
て
に
序
破
急
が
存
す
る
と
い

う
序
破
急
論
、
③
能
に
お
け
る
序
破
急
論
、
④
音
曲
・
謡
に
お
け
る

序
破
急
論
、
⑤
精
神
・
心
の
内
奥
に
お
け
る
序
破
急
論
、
⑥
結
論
、

と
い
う
六
パ
ー
ト
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
、
世
阿
弥
独

自
の
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
②
④
⑤
で
あ
り
、
④
の
音
曲
の
序
破

急
論
は
、
具
体
的
な
出
声
法
の
背
後
に
心
の
序
破
急
を
想
定
し
て
い

る
構
造
上
、
⑤
の
一
部
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
て
み
る

と
、
森
羅
万
象
す
べ
て
に
序
破
急
を
見
る
②
と
、
具
体
的
な
技
を
極

め
尽
く
し
た
先
に
あ
る
心
性
の
序
破
急
を
説
く
⑤
が
、
先
行
す
る
諸

芸
道
に
お
け
る
序
破
急
と
は
、
全
く
異
な
る
説
を
論
じ
て
い
る
と
い

え
る
。
以
下
、
長
い
が
紙
幅
の
許
す
限
り
引
用
す
る
。
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83　序破急概念の変遷

問
。
一
切
万
道
、
成
就
云
。
是
は
、
た
だ
自
面
の
ご
と
く
か
。

又
深
義
有
か
。
故
如
何
。

答
。
成
就
と
は
「
成
り
就
く
」
也
。
然
ば
、
当
道
に
お
い
て
は
、

是
も
面
白
き
心
か
と
見
え
た
り
。
こ
の
成
就
、
序
破
急
に
当
り
。

故
如
何
と
な
れ
ば
「
成
り
就
く
」
は
落
居
な
り
。
な
く
て
は

心
々
成
就
あ
る
べ
か
ら
ず
。
見
風
成
就
す
る
、
面
白
切
也
。
序

破
急
流
連
は
成
就
也
。

　

こ
の
「
第
五
問
答
」
は
、
成
就
と
は
何
か
、
そ
れ
に
深
意
は
あ
る

の
か
、
な
ぜ
重
視
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
り
、

「
序
破
急
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
は
な
い
こ
と
を
最
初
に
確
認

し
て
お
き
た
い
。
回
答
と
し
て
は
「
成
就
と
は
、
面
白
き
心
で
あ
り
、

そ
れ
は
正
し
く
き
ま
り
が
つ
き
完
成
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
序
破
急

が
正
し
く
展
開
す
る
こ
と
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

小
西
甚
一
『
世
阿
弥
能
楽
論
集
』
で
は
、「
こ
の
項
に
お
け
る

『
序
破
急
』
は
『
プ
ロ
セ
ス
』
に
相
当
す
る
単
語
で
あ
る
。『
序
・

破
・
急
』
と
い
う
対
立
概
念
で
は
な
い）

24
（

」
と
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ

セ
ス
と
い
う
の
は
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序
破
急
」
と
同
義
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
「
第
五
問
答
」
で
も
、
能
や
芸
に
関
し
て
述
べ
ら

れ
る
箇
所
に
登
場
す
る
序
破
急
概
念
は
確
か
に
「
一
連
の
展
開
と
し

て
の
序
破
急
」
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
次
に
続
く
森
羅

万
象
や
心
性
の
序
破
急
は
こ
れ
に
は
あ
た
ら
な
い
。

能
々
安
見
す
る
に
、
万
象
・
森
羅
、
是
非
・
大
小
、
有
生
・
非

生
、
こ
と
ご
と
く
、
お
の
お
の
の
序
破
急
を
そ
な
え
た
り
。
鳥

の
さ
え
づ
り
、
虫
の
鳴
く
音
に
至
る
ま
で
、
其
の
分
其
の
分
の

理
を
鳴
く
は
、
序
破
急
也
。
し
か
れ
ば
、
面
白
き
音
感
も
あ
り
、

あ
は
れ
を
催
す
心
も
有
。
是
、
成
就
な
く
ば
、「
面
白
し
」
と

も
「
あ
は
れ
さ
」
と
も
思
う
べ
か
ら
ず
。

　

世
阿
弥
の
序
破
急
論
が
哲
学
的
と
称
さ
れ
る
場
合
ま
ず
こ
の
箇
所

が
引
用
さ
れ
る
が
、
確
か
に
一
見
し
て
目
を
引
く
論
で
あ
る
。
序
破

急
は
芸
に
関
す
る
概
念
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
鳥
の
声
・
虫
の
音
の

よ
う
な
自
然
現
象
に
至
る
ま
で
存
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
叙
述
は
世
阿
弥
の
他
の
伝
書
に
お
い
て
も
、
ま
た
諸
芸
道
に

お
い
て
も
見
る
こ
と
が
な
い
。

　

た
だ
し
、
こ
の
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、
世
阿
弥
の
諸
伝
書
全
体
を

通
じ
て
み
れ
ば
、「
大
小
長
短
に
よ
ら
ず
す
べ
て
の
現
象
に
序
破
急

が
備
わ
る
と
い
う
汎
序
破
急
説
は
、
前
節
に
引
い
た
『
花
伝
』
や

『
花
習
内
抜
書
』
の
『
一
切
の
事
に
序
破
急
あ
れ
ば
』
の
発
想
が
原

点
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
『
一
切
の
事
』

は
主
に
人
間
の
行
う
事
を
指
し
て
い
る
ら
し
く
、
森
羅
万
象
に
序
破

急
を
認
め
る
第
五
条
の
主
張
と
直
ち
に
同
一
視
は
で
き
な
い
が
、
後

者
は
前
者
の
発
想
を
極
限
ま
で
拡
大
し
た
も
の
と
捉
え
れ
ば
、
本
質

的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
も
言
え
よ
う）

25
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
先

行
す
る
伝
書
に
も
発
想
の
根
幹
は
あ
る
と
も
認
め
ら
れ
る
。
特
有
の

論
で
は
あ
る
が
、
世
阿
弥
の
理
論
の
中
で
と
り
わ
け
異
質
と
い
う
わ
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け
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
こ
の
節
は
「
序
破
急
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
は
な
く
、

「
成
就
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
を

思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
「
第
五
問
答
」
の
四
つ
前
の
問
い
で
あ
る

「
第
一
問
答
」
に
お
け
る
「
一
座
成
就
の
感
応
」
と
呼
応
す
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。「
一
座
成
就
の
感
応
」
と
は
、
四
季
・
日
夜
・
朝

暮
・
寒
暖
の
よ
う
な
自
然
や
、
貴
賤
・
広
所
・
狭
所
の
よ
う
な
観
客

や
、
謡
・
舞
・
技
を
す
る
演
者
な
ど
、
す
べ
て
が
合
致
し
そ
の
場
全

体
が
渾
然
と
融
合
す
る
境
地
で
あ
る
と
「
第
一
問
答
」
で
は
説
明
さ

れ
て
い
る
。「
第
五
問
答
」
に
お
け
る
森
羅
万
象
の
序
破
急
と
は
直

接
的
な
繫
が
り
は
な
い
も
の
の
、
演
者
の
行
う
こ
と
の
み
に
議
論
を

限
定
せ
ず
、
自
然
現
象
や
観
客
に
も
成
就
が
あ
る
と
し
て
そ
の
視
野

を
広
げ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。

抑
、
当
道
の
芸
能
に
序
破
急
の
事
、
花
伝
・
花
鏡
に
く
わ
し
く

見
え
た
り
。
先
、
申
楽
の
当
庭
、
番
数
満
ち
て
、
諸
人
一
同

褒
美
を
得
る
は
、
其
日
の
序
破
急
成
就
の
（
故
）
也
。
…
…
又
、

其
番
数
の
次
第
次
第
に
、
一
番
づ
つ
の
内
に
も
、
序
破
急
成
就

あ
る
べ
し
。

　

森
羅
万
象
に
序
破
急
が
あ
る
な
ら
ば
、
む
ろ
ん
能
に
も
序
破
急
は

あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
花
伝
・
花
鏡
に
く
わ
し
く
見
え
た
り
」

と
あ
る
通
り
、『
風
姿
花
伝
』『
花
鏡
』
の
叙
述
と
同
じ
で
あ
る
。
こ

の
箇
所
の
序
破
急
は
、「
漸
次
的
に
進
展
す
る
一
連
の
展
開
と
し
て

の
序
破
急
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
言
い
換
え
て
も
遜
色
な
い
。

又
、
一
舞
・
一
音
の
内
に
も
、
面
白
き
は
、
序
破
急
成
就
也
。

舞
袖
の
一
指
、
足
踏
の
一
響
に
も
、
序
破
急
あ
り
。
是
は
筆
作

に
不
及
。
口
伝
有
り
。
面
白
は
見
所
一
見
の
序
破
急
、
成
と
こ

ろ
の
一
風
は
芸
人
の
序
破
急
也
。
見
所
人
の
「
あ
つ
」
と
感
ず

る
一
音
に
も
、
成
就
有
。
時
節
の
感
に
も
、
其
一
音
、
五
音
に

か
な
う
は
、
呂
律
の
序
破
急
な
る
べ
し
。

　

こ
の
箇
所
以
降
は
、
こ
れ
ま
で
の
伝
書
に
な
い
発
言
で
あ
り
、
舞

袖
の
一
指
、
足
踏
の
一
響
、
見
所
人
の
「
あ
つ
」
と
感
ず
る
一
音
、

時
節
の
感
と
い
う
、
瞬
間
的
な
も
の
に
序
破
急
を
当
て
嵌
め
て
い
る
。

若
、
一
音
の
内
な
り
と
も
、
謡
ゐ
な
が
ら
心
も
な
く
て
、
音
感

届
か
ず
ば
、
面
白
か
る
ま
じ
也
。
…
…
此
意
を
得
ず
ば
、
曲
心

の
序
破
急
も
成
就
あ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
然
者
、
万
曲
に
通
じ

て
、
一
風
・
一
音
、
一
弾
指
の
機
に
あ
た
る
も
、
序
破
急
成
就

也
。

荘
子
云
、「
鴨
の
脛
短
く
と
も
、
次
が
ば
憂
へ
な
ん
。
鶴
の
脛

長
く
と
も
、
切
ら
ば
悲
し
み
な
ん
」
云
。
長
短
、
大
小
、
平
同

に
し
て
、
お
の
お
の
序
破
急
同
。
こ
の
意
を
所
得
せ
ば
、
我
意

も
序
破
急
成
就
な
る
べ
し
。
同
、
我
が
曲
風
の
是
非
を
も
、
分

明
に
知
る
べ
し
。
し
か
ら
ば
、
是
は
相
足
、
非
を
知
り
て
是
を

去
ら
ば
、
一
芸
無
上
の
堪
能
な
る
べ
し
。
此
時
こ
そ
、
心
性
の

序
破
急
も
、
成
就
・
見
得
す
べ
け
れ
。
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さ
ら
に
、
森
羅
万
象
の
序
破
急
論
と
並
ん
で
「
第
五
問
答
」
に
特

徴
的
な
の
が
、「
曲
心
の
序
破
急
」「
我
意
の
序
破
急
」「
心
性
の
序

破
急
」
と
い
う
人
間
の
精
神
や
心
の
内
奥
に
序
破
急
を
見
る
考
え
方

で
あ
る
。「
演
技
の
成
就
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
な
い

だ
け
で
序
→
破
→
急
の
過
程
が
不
可
欠
で
あ
る
の
に
対
し
、『
曲
心
』

等
の
場
合
は
序
破
急
が
正
し
く
展
開
し
た
結
果
の
成
就
と
い
う
も
の

は
考
え
ら
れ
な
い）

2（
（

」
た
め
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
完
成
・
完
結
し
て
い

る
も
の
と
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
荘
子
を
引
い
て
「
鴨
の
脛
短
く
と
も
、
次
が
ば
憂
へ
な

ん
。
鶴
の
脛
長
く
と
も
、
切
ら
ば
悲
し
み
な
ん
」
と
、
長
短
あ
っ
て

も
そ
れ
自
体
と
し
て
完
成
さ
れ
た
姿
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
鴨
に
足
を
接
い
だ
ら
「
序
」「
破
」「
急
」
に
も
う
一
つ
足
す

こ
と
に
な
り
、
鶴
の
足
を
切
れ
ば
「
序
」「
破
」
の
み
に
な
り
、
過

不
足
が
生
ま
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
段
階
を
踏
ん
で
一
連
の
展
開
を
す
る
と
い
う
視
点
を

も
離
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
れ
自
体
で
十
全
に
充
足
し
完
結
し

た
姿
を
も
ち
、
す
べ
て
が
備
わ
っ
て
い
る
状
態
を
成
就
と
い
い
、
そ

れ
を
序
破
急
と
い
う
言
葉
で
も
表
現
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

足
拍
子
ひ
と
つ
、
一
曲
の
舞
、
一
日
の
演
能
、
ま
た
鳥
の
さ
え
ず

り
、
虫
の
音
に
心
動
か
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ら
と
し
て
完

成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
成
就
し
た
姿
に
人
々
は
「
面
白

さ
」
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
観
客
の
心
に
面
白
さ
を
生
ぜ

し
め
る
た
め
に
は
、
自
分
の
在
り
よ
う
、
す
な
わ
ち
「
我
意
の
序
破

急
」
も
完
成
さ
れ
て
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
自
分
の
演
じ

方
の
善
し
悪
し
も
わ
か
っ
て
き
、
そ
の
時
点
で
根
源
的
な
精
神
す
な

わ
ち
「
心
性
の
序
破
急
」
に
も
至
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
表
章
氏
の
校
注
で
あ
る
が
、「
心
性

の
序
破
急
」
に
関
し
て
「
不
変
・
不
動
の
本
質
を
意
味
す
る
の
が

『
性
』。『
心
性
』
は
後
文
の
『
奥
蔵
心
性
』
と
同
じ
で
、
心
の
奥
深

く
に
ひ
そ
む
不
変
の
根
源
精
神
で
あ
ろ
う
。
前
出
の
『
曲
心
の
序
破

急
』『
我
意
の
序
破
急
』
な
ど
心
の
深
ま
り
に
も
序
破
急
を
適
用
し

た
文
言）

27
（

」
と
注
を
付
け
て
い
る
。
世
阿
弥
晩
年
の
仏
教
へ
の
傾
倒
を

考
え
る
と
心
性
は
仏
語
と
し
て
捉
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、『
佛

教
語
大
辞
典
』
の
「
人
間
す
べ
て
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
る

本
性
。
宇
宙
の
絶
対
の
理
法
を
、
さ
ら
に
人
間
の
根
源
的
な
本
性
と

し
て
と
ら
え
る
場
合
の
語
」
と
い
う
解
説
語
句
に
よ
っ
て
、
こ
の

「
心
性
の
序
破
急
」
の
説
明
を
補
完
す
る
と
、
森
羅
万
象
が
普
く
も

つ
宇
宙
の
絶
対
の
理
法
す
な
わ
ち
序
破
急
＝
成
就
を
、
自
ら
の
根
源

的
本
性
と
し
て
捉
え
る
、
と
説
明
で
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
万
曲
の
面
白
さ
は
、
序
破
急
成
就
の
故
と
知
る
べ
し
。

若
面
白
く
な
く
ば
、
序
破
急
不
成
就
と
知
る
べ
き
な
り
。
恐
ら

く
は
、
な
を
此
心
、
得
事
如
何
。
奥
蔵
心
性
を
極
め
て
、
妙
見

に
至
り
な
ば
是
を
得
べ
き
歟
。
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最
後
に
結
論
と
し
て
、
そ
も
そ
も
の
問
い
と
答
え
で
あ
っ
た
「
成

就
と
は
何
か
」
と
い
え
ば
「
面
白
き
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
序
破
急
で

あ
る
」
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
序
破
急
の
理
を
体

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
奥
蔵
心
性
を
極
め
て
妙
見
に
至

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
だ
ろ
う
か
、
と
結
論
づ
け
る
の

で
あ
る
。

　

以
上
、「
第
五
問
答
」
を
通
覧
す
る
と
、
森
羅
万
象
と
心
性
の
序

破
急
論
が
、
序
破
急
概
念
の
変
遷
の
中
で
も
特
異
な
も
の
で
あ
る
と

わ
か
る
。
紙
幅
の
関
係
上
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
世
阿
弥
以
後

も
、
香
道
、
花
道
、
剣
道
、
箏
曲
、
長
唄
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど
、

序
破
急
概
念
は
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。

だ
が
、
世
阿
弥
以
後
の
諸
芸
道
は
、
基
本
的
に
は
三
段
階
の
進
展
・

変
化
を
示
す
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序
破
急
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
芸

能
に
相
応
し
い
形
に
援
用
し
て
い
き
、
森
羅
万
象
や
心
性
の
序
破
急

を
自
ら
の
芸
道
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。『
拾
玉
得
花
』
の
序

破
急
論
の
み
が
、
特
殊
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
以
下
の
二
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
十
四
世
紀
以
前
の
史
料
に
は
、
舞
楽
・
管
絃
の
楽
章
を

表
す
用
語
と
し
て
の
「
序
」「
破
」「
急
」
し
か
な
く
、
ま
た
「
序
破

急
と
は
何
か
」
に
類
す
る
記
述
は
な
い
が
、
十
四
世
紀
に
蹴
鞠
道
に

お
い
て
三
段
階
の
進
展
・
変
化
を
示
す
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序

破
急
」
と
い
う
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が

二
条
良
基
ら
を
通
じ
て
連
歌
や
能
な
ど
、
舞
楽
・
管
絃
以
外
の
芸
能

種
目
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

い
ま
ひ
と
つ
は
、
世
阿
弥
『
拾
玉
得
花
』
に
お
け
る
序
破
急
概
念

の
特
異
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
世
阿
弥
伝
書
に
お
い
て
序
破
急
概
念

は
、
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）『
風
姿
花
伝
第
三
問
答
条
々
』
の
「
第

二
問
答
」
に
は
じ
ま
り
、『
花
伝
第
六
花
修
』『
花
習
内
抜
書
』『
人

形
』『
三
道
』『
花
鏡
』『
遊
楽
習
道
風
見
』『
習
道
書
』
の
な
か
に
現

れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
脚
本
構
成
、
劇
内
容
、
能
一
曲
の
運
用
、
一

日
の
番
組
構
成
、
芸
の
修
養
に
つ
い
て
序
破
急
概
念
を
用
い
て
論
じ

て
お
り
、
漸
次
的
進
展
を
す
る
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序
破
急
」

の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
条
良
基
を
は
じ
め
と
し
た

連
歌
・
蹴
鞠
道
か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
序
破
急
概
念
の

変
遷
の
中
で
も
、
十
五
世
紀
に
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序
破
急
」

が
能
へ
伝
わ
っ
た
こ
と
を
表
す
事
例
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

だ
が
、
世
阿
弥
伝
書
の
中
で
も
後
期
能
芸
論
で
あ
る
『
拾
玉
得

花
』
に
お
け
る
序
破
急
論
の
み
は
特
異
な
説
を
展
開
し
て
お
り
、
森

羅
万
象
に
序
破
急
を
認
め
る
点
と
、
人
間
の
精
神
や
心
の
内
奥
に
序

破
急
を
み
る
点
は
、
世
阿
弥
以
前
も
、
ま
た
以
後
も
、
他
の
諸
芸
道

に
は
見
ら
れ
な
い
。
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だ
が
、
世
阿
弥
が
「
第
五
問
答
」
で
問
題
に
し
て
い
た
の
は
序
破

急
と
は
何
か
を
説
明
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
新
た
な
意
味
づ
け
を

す
る
こ
と
で
は
な
い
。「
第
五
問
答
」
の
そ
も
そ
も
の
問
い
は
「
問
。

一
切
万
道
、
成
就
云
。
是
は
、
た
だ
自
面
の
ご
と
く
か
。
又
深
義
有

か
。
故
如
何
」
で
あ
り
、
成
就
と
は
何
か
、
も
っ
と
い
え
ば
、
い
か

に
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
す
な
わ
ち
、
成
功
す
る
、
観
客

に
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

い
か
に
す
れ
ば
感
動
を
呼
び
起
こ
せ
る
の
か
。
努
力
な
く
し
て
観

客
の
感
動
は
も
た
ら
せ
な
い
。
し
か
し
、
努
力
し
た
か
ら
と
い
っ
て

必
ず
感
動
を
呼
べ
る
わ
け
で
は
な
い
。
世
阿
弥
は
諸
伝
書
を
通
じ
、

さ
ま
ざ
ま
な
用
語
を
駆
使
し
な
が
ら
、
観
客
の
心
に
面
白
さ
を
も
た

ら
す
芸
や
演
者
の
在
り
よ
う
を
追
求
し
て
き
た
。
本
論
考
で
問
題
に

し
た
『
拾
玉
得
花
』
で
は
、
そ
れ
が
序
破
急
と
い
う
用
語
を
用
い

て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
森
羅
万
象
の
序
破
急
」
と
い
っ
て
、

一
方
で
は
技
芸
を
磨
き
尽
く
す
こ
と
で
対
象
世
界
の
原
理
を
体
得
す

る
方
向
を
示
し
、
ま
た
も
う
一
方
で
は
「
心
性
の
序
破
急
」
と
い
っ

て
、
心
の
内
奥
の
根
源
的
な
原
理
に
至
る
方
向
も
示
す
。
こ
の
両
方

向
か
ら
の
行
き
方
は
、
一
見
正
反
対
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
結
局

「
花
」「
妙
」「
面
白
」「
出
来
」「
成
就
」「
序
破
急
」
と
い
っ
た
語
で

表
現
さ
れ
る
、
観
客
が
心
打
た
れ
る
芸
を
表
現
す
る
こ
と
そ
の
一
点

を
目
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
序
破
急
が
完
成
す
れ
ば
、
芸

が
成
就
し
花
が
咲
く
。
世
阿
弥
が
『
拾
玉
得
花
』「
第
五
問
答
」
で

述
べ
て
い
る
の
は
、
序
破
急
と
い
う
語
が
能
に
お
い
て
も
つ
用
法
や

用
例
を
説
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
舞
台
芸
術
の
成
功
を
い
か
に
招

来
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
成
就
と
い
う
完
成
形
の
諸
相
を
、

序
破
急
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
に
示
そ
う
と

し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（
1
）　

竹
本
幹
夫
「『
拾
玉
得
花
』
の
再
検
討
─
序
破
急
説
そ
の
他
に

つ
い
て
─
」、『
能
と
狂
言
』
四
号
、
二
〇
〇
六
、
一
一
三
頁
。

（
2
）　

植
木
行
宣
「
楽
書
の
盛
行
と
芸
論
」、『
芸
能
史
研
究
』
四
十
五

号
、
一
九
七
四
、
三
一
頁
。

（
3
）　

小
西
甚
一
『
能
楽
論
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
一
、
一
二
頁
。

（
4
）　

藝
能
史
研
究
会
編
『
日
本
芸
能
史
』
第
三
巻
、
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
八
三
、
三
〇
一
頁
。

（
5
）　

平
野
健
次
「
序
破
急
を
め
ぐ
っ
て
」、『
雅
楽
界
』
四
十
九
号
、

一
九
六
九
、
一
二
三
頁
。
金
井
清
光
『
風
姿
花
伝
詳
解
』
明
治
書
院
、

一
九
八
三
、
二
四
八
頁
。

（
（
）　

吉
川
英
史
監
修
『
邦
楽
百
科
辞
典
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
四
、

五
三
六
頁
。

（
7
）　

日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、

八
七
頁
。

（
8
）　

日
本
古
典
全
集
『
楽
家
録
』
巻
十
三
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、

一
九
三
五
、
七
〇
頁
。
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（
（
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集 

俳
論
集
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
一
、
八
六
頁
。

（
10
）　

前
掲
書
、
二
五
〇
頁
。

（
11
）　

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
『
色
葉
字
類
抄
』
二
、
八
木
書
店
、

二
〇
〇
〇
、
四
四
八
頁
。

（
12
）　

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
『
色
葉
字
類
抄
』
一
、
八
木
書
店
、

一
九
九
九
、
四
二
〇
頁
。

（
13
）　

田
山
方
南
校
閲
、
北
野
克
写
『
名
語
記
』
勉
誠
社
、
一
九
八
三
、

一
五
頁
。

（
14
）　
『
新
版 

能
・
狂
言
事
典
』
平
凡
社
、
二
〇
一
一
、
三
四
七
頁
。

（
15
）　

こ
れ
ら
一
連
の
史
料
は
『
群
書
類
従
』『
続
群
書
類
従
』
の
管

絃
部
、
蹴
鞠
部
、
遊
戯
部
、
武
家
部
を
参
照
し
た
。

（
1（
）　

渡
辺
融
・
桑
山
浩
然
『
蹴
鞠
の
研
究
─
公
家
鞠
の
成
立
─
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
、
一
四
二
頁
。

（
17
）　

前
掲
書
、
史
料
篇
。

（
18
）　

平
野
神
社
蔵
『
難
波
家
蹴
鞠
書
』「
百
問
答
宗
清
卿
」、
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帖
。

（
1（
）　

石
井
倫
子
『
風
流
能
の
時
代
─
金
春
禅
鳳
と
そ
の
周
辺
─
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
、
一
五
九
頁
。

（
20
）　

テ
キ
ス
ト
と
な
る
世
阿
弥
伝
書
は
、
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）
を
使
用
し
、
日
本
古
典
文
学
大

系
『
歌
論
集 

能
楽
論
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）、
日
本
古
典

文
学
全
集
『
連
歌
論
集 

能
楽
論
集 

俳
論
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇

一
）、
小
西
甚
一
『
世
阿
弥
能
楽
論
集
』（
た
ち
ば
な
出
版
、
二
〇
〇

四
）
を
適
宜
、
参
照
し
た
。

（
21
）　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集 

能
楽
論
集 

俳
論
集
』
小
学

館
、
二
〇
〇
一
、
四
一
六
頁
。

（
22
）　

前
掲
、
竹
本
幹
夫
「『
拾
玉
得
花
』
の
再
検
討
」
一
〇
九
頁
。

（
23
）　

前
掲
、
小
西
甚
一
『
能
楽
論
研
究
』
二
百
四
頁

（
24
）　

小
西
甚
一
『
世
阿
弥
能
楽
論
集
』
た
ち
ば
な
出
版
、
二
〇
〇
四
、

三
一
九
頁
。

（
25
）　

落
合
博
志
「『
拾
玉
得
花
』
第
五
条
の
序
破
急
成
就
説
に
つ
い

て
」、『
能
と
狂
言
』
四
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
三
頁
。

（
2（
）　

前
掲
、
一
二
七
頁
。

（
27
）　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集 

能
楽
論
集 

俳
論
集
』
三
八

八
頁
。

 

（
国
立
石
川
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
）
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