
は
じ
め
に

顧
み
る
に
古
今
東
西
、
影
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
文
学
作
品
、
哲
学
的
思
索
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
存
在
す
る
。
中
国
も
例
外
で

は
な
い
。
陶
淵
明
に
五
言
詩
「
形
影
神
」
三
首
が
あ
る
。
淵
明
は
己
が
身
心
の
分
身
で
あ
る
形
（
身
体
）、
影
、
神
（
魂
も
し
く
は
精

神
）
の
対
話
を
通
し
て
死
生
観
を
深
く
問
う
て
い
る
。
拙
論
は
こ
の
詩
三
首
を
検
討
し
て
陶
淵
明
が
生
と
死
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
か
を
少
し
く
論
究
し
た
い
。

も
う
り
ょ
う

そ
の
前
に
「
形
影
神
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
影
と （

１
）罔

両
と
の
対
話
（
寓
言
）
を
先
行
例
と
し
て
取
り
上

げ
た
い
。

『
荘
子
』
の
中
で
、
多
く
の
研
究
者
が
一
致
し
て
荘
周
自
身
の
著
述
と
認
め
て
い
る
の
が
、
内
篇
七
篇
の
中
の
斉
物
論
篇
で
あ
る
。

『
荘
子
』
思
想
の
中
核
を
な
す
万
物
斉
同
説
が
い
く
つ
か
の
寓
言
を
通
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
福
永
光
司
は
そ
の
万
物
斉
同
説
に
つ

陶
淵
明
「
形
影
神
」
を
読
む

邊
土
名

朝

邦

西
南
学
院
大
学

国
際
文
化
論
集

第
三
十
四
巻

第
二
号

四
五
七－

四
六
八
頁

二
〇
二
〇
年
三
月
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い
て
、
次
の
概
括
し
て
い
る
。

「
人
間
は
ま
た
自
己
の
最
大
の
惑
い
を
、
自
己
（
我
）
と
他
（
物
）
と
の
対
立
の
中
に
見
出
す
。
美
し
き
彼
と
醜
き
己
れ
、
富
み
栄

ゆ
る
彼
と
貧
し
く
疲
れ
た
る
己
れ
、
あ
る
い
は
受
け
容
れ
ざ
る
社
会
を
呪
う
。
富
と
貧
、
貴
と
賎
、
栄
と
衰
、
賢
と
愚
、
大
と
小
、

美
と
醜
な
ど
、
現
実
社
会
に
お
け
る
在
り
方
と
価
値
づ
け
が
そ
の
心
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
り
、
貧
窮
、
孤
独
、
汚
辱
、
敗
亡
が
そ
の
心

ひ
し

を
痛
ま
し
く
打
ち
挫
ぐ
。」（『
荘
子
』
内
篇
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

し
か
し
、
絶
対
者
は
、
そ
の
惑
い
と
こ
の
懼
れ
と
を
超
克
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
生
と
死
、
物
と
我
の
対
立
を
そ
の
根
源
に
お
い
て
一

つ
と
す
る
。
生
と
死
が
一
つ
で
あ
り
、
物
と
我
が
一
つ
で
あ
り
、
是
と
非
と
が
一
つ
で
あ
り
、
可
と
不
可
が
一
つ
で
あ
る
。「
道
」

―
真
実
在
―
世
界
に
立
つ
こ
と
が
荘
子
の
超
越
な
の
で
あ
る
。

万
物
斉
同
の
深
遠
な
哲
理
を
分
か
り
や
す
く
説
く
た
め
に
用
い
て
い
る
寓
言
の
中
で
特
に
有
名
な
の
が
天
籟
、
地
籟
、
人
籟
の
比
喩

で
あ
る
。

こ
れ
は
斉
同
の
理
を
大
悟
し
た
南
郭
子
綦
と
そ
の
弟
子
の
顔
成
子
游
の
対
話
の
中
に
出
て
く
る
。
子
綦
は
言
う
。
そ
も
そ
も
大
塊
の

噫
気
（
天
地
の
吐
き
出
し
た
息
）
が
風
で
あ
る
。
一
旦
大
風
が
吹
く
と
樹
木
、
岩
・
山
の
あ
ら
ゆ
る
窪
み
、
洞
穴
が
一
斉
に
激
し
く
鳴

り
ひ
び
く
。
例
え
ば
交
響
楽
団
の
あ
ら
ゆ
る
楽
器
が
同
時
に
演
奏
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
。
こ
れ
が
地
籟
で
あ
る
。
地
籟
が
分
か
れ
ば
人

籟
は
た
や
す
く
理
解
で
き
る
。
人
間
が
息
を
吹
き
こ
ん
で
笛
や
尺
八
を
鳴
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
だ
と
す
れ
ば
天
籟
と
は
何
か
。

つ
ま
り
地
籟
・
人
籟
を
包
摂
し
て
万
物
と
そ
の
作
用
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い
る
一
者
と
い
う
こ
と
か
。
無
限
数
の
ド
ミ
ノ
ゲ
ー
ム
を
想

起
さ
れ
た
い
。
万
物
は
あ
る
一
点
に
力
が
加
わ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
無
限
の
ド
ミ
ノ
た
お
し
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
る
。
無
限
の
中
の

起
点
。
そ
れ
は
ど
こ
に
在
る
の
か
、
そ
れ
は
絶
対
無
な
の
か
、
そ
こ
で
は
お
の
づ
か
ら
が
み
づ
か
ら
に
な
る
。
時
間
も
空
間
も
無
限
に
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え

た

き
し
ょ
う

と
れ
ば
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
に
な
る
。
仏
教
で
言
う （

２
）依

他
起
性
で
あ
る
。

依
他
起
性
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
影
と
罔
両
の
対
話
の
寓
言
を
考
え
て
み
よ
う
。
罔
両
は
モ
ウ
リ
ョ
ウ
、
畳
韻
の
語
で
、
郭
象
は

景
（
影
）
外
の
微
陰
だ
と
注
し
て
い
る
。
影
の
影
と
は
奇
抜
な
着
想
で
あ
る
。

う
す
か
げ

さ
き

あ
な
た

あ
る

と
ど

た

そ

罔
両
、
景
（
影
）
に
問
う
て
曰
く
「
曩
に
子
は
行
き
、
今
は
子
止
ま
る
。
曩
に
子
は
坐
し
、
今
は
子
起
つ
。
何
ぞ
其
れ
特
操
（
主
体

か
げ

わ
れ

ま

し
か

性
）
無
き
や
」
と
。
景
曰
く
「
吾
は
待
つ
（
依
存
す
る
も
の
）
有
り
て
然
る
者
か
」。

つ
ま
り
影
は
形
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
形
も
ま
た
何
か
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
何
か
も
ま
た
別
の
何
か
に
依
存
し

て
い
る
。

「
吾
が
待
つ
所
も
ま
た
待
つ
有
り
て
然
る
者
か
」

依
存
は
無
限
に
続
く
。
だ
か
ら
分
か
ら
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

い
づ
ん

し
か

ゆ
え
ん

し

し
か

悪
ぞ
然
る
所
以
を
識
ら
ん
。
悪
ん
ぞ
然
ら
ざ
る
所
以
を
識
ら
ん
。

言
語
（
名
辞
）
に
よ
る
思
考
を
停
止
す
る
の
が
賢
明
な
の
で
あ
る
。
成
玄
英
の
疏
で
、（
形
）・
影
・
罔
両
は
「
独
化
（
ひ
と
り
で
に
そ

う
な
る
）
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
」。

こ

も

ま

影
の
待
つ
所
は
即
ち
是
れ
形
な
り
。
若
し
影
を
し
て
形
に
待
た
し
め
ば
、
形
は
造
物
に
待
つ
。
請
い
問
わ
ん
、
造
物
は
復
た
何
を
か

こ

つ
い

待
た
ん
か
。
斯
れ
即
ち
無
窮
に
待
つ
を
待
た
ん
。
卒
に
待
つ
無
き
な
り
。

結
局
、
無
限
の
ド
ミ
ノ
だ
お
し
で
は
、
依
存
す
る
と
か
依
存
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。（
ひ
と
つ
の
撥
撫
で
あ
る
。

造
物
主
と
い
う
絶
対
者
の
存
在
を
問
う
こ
と
自
体
が
無
意
味
と
な
る
）
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一

影
と
形
の
問
答

形
・
影
・
神
三
首
の
制
作
年
代
は
淵
明
の
詩
文
を
系
年
排
列
し
た
王
瑶
の
『
陶
淵
明
集
』（
一
九
五
六
年
作
家
出
版
社
の
ち
に
一
九

八
三
年
人
民
文
学
出
版
社
）
が
今
の
と
こ
ろ
、
最
も
説
得
性
を
も
つ
と
思
う
。
王
瑶
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
首
は
東
晋
安
帝
の
義
熙
九

年
（
四
一
三
）
淵
明
四
九
歳
の
時
に
作
ら
れ
た
と
す
る
。
東
晋
最
大
の
仏
僧
慧
遠
（
三
三
四
〜
四
一
六
／
七
）
は
廬
山
に
こ
も
り
念
仏

結
社
（
の
ち
の
白
蓮
社
）
を
つ
く
る
。
四
〇
三
年
、
潯
陽
の
三
隠
の
劉
遺
民
は
官
を
棄
て
て
廬
山
に
隠

。
翌
年
、
慧
遠
「
形
尽
神
不

滅
論
」
を
執
筆
。
の
ち
に
潯
陽
の
三
隠
の
周
続
之
も
入
信
。
義
熙
九
年
に
慧
遠
は
「
万
仏
影
銘
」
の
文
を
作
成
。
こ
の
影
銘
に
「
廓
た

か
ら
だ

り
矣
。
大
象
。
理
玄
名
無
し
。
神
を
体
し
て
化
に
入
り
、
落
影
、
形
を
離
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
「
形
・
影
・
神
」
三
首

は
書
か
れ
た
と
す
る
。
た
だ
筆
者
は
淵
明
が
「
万
物
影
銘
」
が
発
表
さ
れ
て
、
す
ぐ
に
読
ん
だ
か
ど
う
か
不
明
な
の
で
二
、
三
年
の
幅

を
も
っ
て
見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
と
思
う
。
潯
陽
の
三
隠
で
た
だ
淵
明
だ
け
が
慧
遠
に
帰
依
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ

注
目
し
た
い
の
は
淵
明
の
身
辺
で
親
族
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
田
部
井
文
雄
・
上
田
武
『
陶
淵
明
全
釈
』（
明

治
書
院
）
の
「
年
譜
」
な
ど
で
は
、
三
七
歳
に
実
母
孟
氏
の
喪
に
会
い
、
四
一
歳
で
程
氏
に
嫁
し
た
義
妹
の
訃
報
に
接
し
て
い
る
。
そ

の
三
年
後
の
義
熙
三
年
に
程
氏
妹
の
祭
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
翌
年
六
月
に
火
災
に
遇
い
舟
に
一
家
仮
住
ま
い
を
し
て
い
る
。
四
六

歳
に
潯
陽
城
外
の
南
村
に
転
居
。
そ
の
翌
年
に
従
弟
敬
遠
が
三
一
歳
で
死
去
し
た
。
淵
明
「
祭
従
弟
敬
遠
文
」
を
作
っ
て
い
る
。
義
妹

と
敬
遠
と
の
祭
文
は
哀
切
き
わ
ま
り
な
い
。
こ
こ
十
年
間
、
淵
明
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
多
事
多
難
で
あ
っ
た
。

「
形
影
神
」
の
序
文

こ
れ

貴
賤
賢
愚
、
営
営
と
し
て
生
を
惜
し
ま
ざ
る
は
莫
し
。
斯
甚
だ
惑
え
り
。
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つ
ま
り
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
あ
く
せ
く
し
、
死
を
恐
れ
な
い
者
は
な
い
。
私
（
淵
明
）
は
「
形

じ
ね
ん

（
肉
体
）」
と
「
影
」
お
の
お
の
に
そ
の
立
場
を
述
べ
さ
せ
、「
神
」（
精
神
）
に
自
然
の
摂
理
（
つ
ま
り
生
が
あ
れ
ば
必
ず
死
が
あ
る
）

を
説
か
せ
、「
形
」「
影
」
の
惑
い
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

の

と

故
に
極
め
て
形
と
影
の
苦
し
み
を
陳
べ
し
め
、
神
を
し
て
自
然
を
弁
じ
て
以
て
之
を
釈
か
し
め
ん
と
言
う
。

こ
う
ず

こ
の
序
の
し
め
く
く
り
と
は
、「
好
事
君
子
、
共
取
其
心
焉
」（
好
事
の
君
子
其
の
心
（
主
旨
）
を
取
れ
）「
神
不
滅
」
を
説
く
仏
教
徒

に
挑
発
的
な
口
吻
で
む
す
ん
で
い
る
。

形
が
影
に
贈
る
言
葉
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

と
こ
し

天
地
は
長
え
に
没
せ
ず
。
山
川
は
改
ま
る
無
し
。

こ

草
木
常
理
を
得
て
、
霜
露
之
れ
を
栄
悴
せ
し
む
。

ひ
と

ま

か

ご
と

人
は
最
も
霊
智
な
り
と
謂
う
も
、
独
り
復
た
茲
く
の
如
か
ら
ず
。

た
ま
た
ま

う
ち

啇
々
世
の
中
に
在
り
と
見
る
も
、

た
ち
ま

さ
っ

な

奄
ち
去
て
帰
期
靡
し
。

天
地
、
山
川
草
木
そ
れ
ぞ
れ
が
定
ま
っ
た
法
則
が
あ
る
の
に
万
物
の
霊
長
と
い
わ
れ
る
人
間
だ
け
が
そ
う
で
は
な
い
。
た
ま
た
ま
こ
の

世
に
生
を
受
け
て
い
る
の
に
、
た
ち
ま
ち
死
し
去
っ
て
再
び
こ
の
世
に
帰
っ
て
く
る
時
が
な
い
。
流
転
き
わ
ま
り
な
い
。

な
ん

さ
と

い
か
で

あ
い

奚
ぞ
覚
ら
ん
一
人
無
き
を
、
親
識
も
豈
か
相
思
わ
ん
や
。

人
ひ
と
り
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
誰
も
気
づ
か
な
い
。
親
戚
や
友
人
で
す
ら
亡
く
な
っ
た
当
初
は
悲
し
む
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
が
て

忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
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へ
い
ぜ
い

あ
ま

あ
ぐ

せ
い
じ

但
だ
平
生
の
物
を
余
す
の
み
。
目
を
拳
れ
ば
、
情
は
悽
洏
た
り
。

使
っ
て
い
た
日
用
の
品
々
が
後
に
残
っ
て
い
る
だ
け
、
あ
た
り
を
眺
め
て
悲
し
く
な
る
ば
か
り
。

わ
れ

と
う
か

か
な
ら

し
か

ま

我
に
騰
化
の
術
無
け
れ
ば
、
必
す
爾
ら
ん
こ
と
復
た
疑
わ
ず
。

え

い
や

願
わ
く
ば
君
（
影
よ
）
吾
が
言
を
取
り
、
酒
を
得
な
ば
苟
し
く
も
辞
す
な
か
れ
。

は
い

昇
天
し
て
不
死
の
仙
人
と
化
す
術
も
会
得
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
う
か
影
君
、
私
の
言
い
分
を
酌
み
取
っ
て
酒
が
手
に
入
っ
た
ら
、
ゆ

め
ゆ
め
の
辞
退
し
な
い
で
く
れ
。

形
（
肉
体
）
の
死
生
観
、
好
き
な
酒
の
欲
望
な
ど
、
今
日
の
我
々
と
同
様
現
実
的
で
、
享
楽
的
で
す
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
形
に
対
し
て
、
影
は
ど
う
答
え
る
か
。

べ

ま
も

つ
ね

つ
た

く
る

生
を
存
す
る
は
言
う
可
か
ら
ず
。
生
を
衛
る
す
ら
毎
に
拙
な
き
に
苦
し
む
。

お
も
え

「
存
生
」
は
『
荘
子
』
達
生
篇
の
「
世
の
人
以
為
ら
く
、
形
を
養
え
ば
以
て
生�

を�

存�

す�

る�

に
足
る
と
」
に
基
づ
く
。「
衛
生
」
も
『
荘

子
』
雑
篇
、
庚
桑
楚
篇
に
依
っ
て
い
る
。

こ
ん
か

ば
く
ぜ
ん

こ

た

誠
に
崑
華
に
遊
ば
ん
こ
と
を
願
う
も
、
貌
然
と
し
て
茲
の
道
絶
ゆ
。

私
と
し
て
崑
崙
山
や
華
山
の
よ
う
な
仙
界
に
で
か
け
た
い
と
願
う
の
だ
が
、
は
る
か
遠
く
ど
こ
に
あ
る
や
ら
。
道
は
閉
ざ
さ
れ
て

い
る
。

あ
い
お

こ
の

か
つ

こ
と

子
と
相
遇
う
て
よ
り
来
か
た
、
未
だ
嘗
て
悲
悦
を
異
に
せ
ず
。

か
げ

い
こ

し
ば
ら

は
な

ご
と

ひ

と
ど

つ
い

蔭
に
憩
え
ば
暫
く
乘
る
る
が
若
き
も
、
日
に
止
ま
れ
ば
終
に
別
れ
ず
。

ひ
か
げ

日
陰
に
憩
う
と
き
は
し
ば
ら
く
離
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、
形
よ
、
あ
な
た
と
ず
っ
と
一
緒
、
悲
し
み
も
喜
び
も
と
も
に
分
か
ち
合
っ
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て
き
た
。

形
が
影
に
訴
え
る
の
は
、
我
々
か
ら
見
れ
ば
ち
ょ
っ
と
可
笑
し
い
。
木
陰
に
身
を
お
け
ば
影
は
消
え
る
。
形
が
何
ら
か
の
工
夫
、
例

え
ば
光
源
を
形
の
前
に
据
え
れ
ば
影
は
た
ち
ま
ち
消
え
。
形
は
依
存
さ
れ
る
主
体
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
影
の
方
が
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に

な
っ
て
い
る
。
形
の
方
が
何
か
影
に
後
め
た
い
思
い
を
感
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
『
荘
子
』
漁
父
篇
で
あ
る
。
孔
子
を

説
教
す
る
漁
父
の
話
し
に
出
て
く
る
愚
人
の
寓
話
で
あ
る
。
こ
の
男
は
自
分
の
影
を
こ
わ
が
っ
て
お
り
、
ま
た
自
分
の
足
跡
を
い
や

が
っ
て
い
る
。
男
は
こ
れ
ら
を
嫌
が
っ
て
走
っ
て
逃
げ
ず
。
と
こ
ろ
が
影
も
足
跡
も
自
分
も
体
か
ら
離
れ
な
い
。
走
り
方
を
い
や
が
う

え
に
足
を
速
め
、
つ
い
に
力
尽
き
て
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
寓
話
が
淵
明
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
「
形
・
影
・
神
」
の
影
は
形
に
向
っ
て
、
い
ず
れ
あ
な
た
消
滅
す
る
と
仄
め
か
す
。

こ

ど
う

が
た

此
の
同
は
既
に
常
な
り
難
し
。

あ
な
た
が
滅
び
れ
ば
私
も
消
え
る
。

あ

な
ん

み
ず
か

つ

べ

善
を
立
つ
れ
ば
遺
有
ら
ん
。
胡
ぞ
自
ら
竭
く
さ
ざ
る
可
け
ん
や
。

『
易
経
』
文
言
伝
に
「
積
善
に
／
余
慶
有
り
」
と
あ
る
。
立
善
は
淵
明
が
よ
く
使
う
言
葉
で
あ
る
。
仏
教
の
因
果
応
報
の
謂
い
で
は
な

い
。
明
ら
か
に
名
教
を
重
じ
る
立
場
の
言
で
あ
る
。

よ

う
れ
い

こ

く
ら

な
ん

お
と

酒
は
能
く
憂
を
消
す
と
云
う
も
、
此
れ
に
方
ぶ
れ
ば
詎
ぞ
劣
ら
ざ
ら
ん
。

酒
を
飲
め
ば
た
し
か
に
一
時
的
に
は
悩
み
は
解
消
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
溺
れ
た
ら
体
を
壊
す
。
立
善
に
比
べ
た
ら
、
な
ん
と
も
拙
劣
で

は
な
い
か
。
影
は
倫
理
家
で
あ
り
禁
欲
主
義
者
で
あ
る
。
さ
て
形
は
影
の
訓
戒
に
納
得
し
た
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
両

者
を
調
停
す
る
第
三
者
が
要
る
。
神
の
登
場
で
あ
る
。
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二

神
釈

「
形
贈
影
」
と
「
影
答
形
」
が
共
に
一
六
句
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
神
釈
」
が
二
四
句
で
あ
る
。
第
三
首
に
淵
明
が
力
を
こ
め
た

が
よ
く
分
る
。

た
い
き
ん

わ
た
く
し

お
の
ず
か

し
ん

あ
ら

太
鈞
は
力
を
私
す
る
な
く
、
万
里
自
ら
森
と
し
て
著
わ
る
。

太
均
と
は
万
物
の
造
化
主
。
万
物
を
わ
け
へ
だ
て
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
形
で
造
り
出
す
。
万
物
に
は
お
の
ず
か
ら
必
然
の
道
理
が

あ

わ
れ

備
わ
っ
て
い
る
。
人
間
が
三
才
の
中
と
な
る
の
は
「
豈
に
我
を
以
て
の
故
な
ら
ず
や
」。
造
物
の
一
つ
で
あ
る
人
間
、
そ
れ
は
天
地
の

間
、
中
央
に
位
置
し
、
最
も
霊
長
な
る
存
在
と
し
て
天
地
と
と
も
に
万
物
を
化
育
す
る
。
三
才
の
語
は
『
易
経
』
の
説
卦
伝
に
見
え
る
。

人
間
が
主
体
と
し
て
知
・
情
・
意
を
働
か
せ
て
活
動
す
る
に
は
、
他
な
ら
ぬ
私
（
精
神
）
が
存
在
す
る
に
他
な
ら
な
い
。

な

あ

わ
れ

も
っ

人
、
三
才
の
中
と
為
る
は
、
豈
に
我
を
以
て
の
故
な
ら
ず
や
。

き
み

い
え
ど

う

あ
い
い

ふ

君
ら
と
異
物
な
り
と
雖
も
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
相
依
附
す
。

け
っ
た
く

す
で

い
ず

あ
い
つ
げ

え

結
托
し
て
既
に
同
じ
き
を
喜
ぶ
。
安
く
ん
ぞ
相
語
げ
ざ
る
を
得
ん
や
。

か
げ

形
（
肉
体
）
と
影
よ
、
な
る
ほ
ど
君
ら
と
私
は
異
な
る
が
、
君
ら
と
一
体
と
な
っ
て
陶
淵
明
と
い
う
人
間
存
在
を
構
成
で
き
た
の
を
喜

ん
で
い
る
。
だ
か
ら
君
た
ち
の
問
答
に
私
（
神
）
も
語
り
か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。

ま
た
い
ず
こ

三
皇
は
大
聖
人
な
る
も
、
今
、
復
何
処
に
在
る
。

ほ
う
そ

な
が
い
き

と
ど

ね
が

と
ど

彭
祖
は
永
年
を
愛
せ
し
も
、
留
ま
ら
ん
と
欲
う
も
住
ま
り
得
ず
。

ま

か
ぞ

ひ

び

よ

は
た

よ
わ

う
な
が

ぐ

あ
ら

老
も
少
も
同
じ
く
一
死
、
賢
愚
も
復
た
数
う
る
無
し
。
日
々
に
酔
え
ば
或
い
は
能
く
忘
れ
ん
も
、
将
、
齢
い
を
促
す
の
具
に
非
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ず
や
。

酒
は
生
命
を
ち
ぢ
め
る
物
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
神
は
形
の
享
楽
主
義
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、

よ
ろ
こ

た
れ

ま
さ

な
ん
じ

た
め

ほ

善
を
立
つ
る
は
常
に
欣
ぶ
所
な
る
も
、
誰
か
当
に
汝
が
為
に
誉
む
べ
け
ん
や
。

影
の
名
教
主
義
も
否
定
し
さ
る
。
で
は
死
に
対
処
す
る
の
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。

は
な
は

お
も

わ

や
ぶ

ま
さ

よ
ろ

ゆ
だ

ま

ひ
と

お
も
え
ば

な

し
ょ
う
ろ
う

甚
だ
念
え
ば
吾
が
生
を
傷
ら
ん
。
正
に
宜
し
く
運
に
委
ね
去
る
べ
し
。
復
た
独
り
多
く
慮
る
こ
と
無
か
れ
。
大
化
の
中
に
縦
浪
し
、

よ
ろ
こ

ま
た
お
そ

ま
さ

つ

す
な

す
べ
か

つ

喜
ば
ず
亦
懼
れ
ず
。
応
に
尽
く
す
べ
く
ん
ば
便
ち
須
ら
く
尽
く
す
べ
し
。「
大
化
」
の
語
は
『
列
子
』
の
天
端
篇
に
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

お

あ

え
い
が
い

ろ
う
も
う

人
は
生
ま
れ
て
よ
り
終
わ
り
に
至
る
ま
で
、
大
化
四
有
り
。
嬰
孩
な
り
。
少
壮
な
り
。
老
耄
な
り
。
死
亡
な
り
。

天
端
篇
は
明
ら
か
に
一
気
と
し
て
万
物
を
捉
え
る
『
荘
子
』
大
宗
師
篇
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
。

た
い
か
い

わ
れ

の

も
っ

く
る

や
す

夫
れ
大
塊
（
自
然
）
は
、
我
を
載
す
る
に
形
を
以
て
し
、
我
を
労
し
む
る
に
生
を
以
て
し
、
我
を
佚
ん
ず
る
に
老
を
以
て
し
、
我
を

い
こ

わ

す
な
わ

わ

ゆ
え
ん

息
わ
し
む
る
死
を
以
て
す
。
故
に
吾
が
生
を
善
く
す
る
者
は
、
乃
ち
吾
が
死
を
善
く
す
る
所
以
な
り
。

「
神
」
は
次
の
よ
う
な
、「
形
」
と
「
影
」
と
へ
の
呼
び
か
け
で
結
ば
れ
て
い
る
。

ま

ひ
と

お
も
ん
ば
か

な

復
た
独
り
多
く
慮
る
こ
と
無
か
れ
。

こ
の
結
び
は
『
荘
子
』
外
篇
の
達
生
篇
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
思
う
。

ま
こ
と

も
っ

な

な

い
か
ん

な

生
の
情
に
達
す
る
者
は
、
生
の
以
て
為
す
為
す
无
き
所
を
努
め
ず
。
命
の
情
に
達
す
る
者
は
、
知
の
奈
と
も
す
る
无
き
所
を
務
め
ず
。

た
も

形
を
養
う
に
は
必
ず
こ
れ
に
先
ん
ず
る
に
物
を
以
て
す
る
も
、
物
に
余
り
あ
り
て
形
の
養
わ
れ
ざ
る
者
こ
れ
有
り
。
生
を
有
つ
に
は

な

し
り
ぞ

あ
た
わ

さ

と
ど

必
ず
形
を
離
る
る
无
き
も
、
形
は
離
れ
ず
し
て
生
の
亡
ぶ
る
者
こ
れ
有
り
。
生
の
来
た
る
や
却
く
る
能
ず
。
其
の
去
る
や
や
止
む
る
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か
な

お
も

し
か

は

能
わ
ず
。
悲
し
い
夫
。
世
の
人
の
、
形
を
養
え
ば
以
て
生
を
存
す
る
に
足
る
と
以
為
え
る
や
。
而
れ
ど
も
形
を
養
う
こ
と
果
た
し
て

な
ん

な

い
え
ど

し
か

そ

以
て
生
を
存
す
る
に
足
ら
ず
、
則
ち
世
奚
ぞ
為
す
に
足
ら
ん
。
為
す
に
足
ら
ず
と
雖
も
、
而
も
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
其
れ

免
れ
ず
と
為
す
。

い
の
ち

あ
り
か
た

お
の

ま
こ
と

生
命
の
情
実
を
見
き
わ
め
た
者
は
己
れ
の
生
命
を
人
為
的
に
寿
命
を
の
ば
そ
う
と
す
る
こ
と
を
努
め
た
り
は
し
な
い
。
生
命
の
情
を
見

は
た

ぬ
い
た
者
は
自
分
の
知
の
限
界
を
わ
き
ま
え
て
い
る
か
ら
、
限
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
知
を
働
ら
か
す
こ
と
は
し
な
い
。
肉
体
を
養
う

に
は
ま
ず
飲
食
な
ど
の
物
の
備
え
が
ま
ず
肝
要
だ
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
備
え
を
も
っ
て
し
て
も
、
肉
体
が
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ

い
の
ち

た
も

る
。（
例
え
ば
不
治
の
病
や
不
慮
の
事
故
）
生
命
を
有
つ
に
肉
体
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
肉
体
の
維
持
に
務
め
て
も
生
命
を

い
の
ち

失
な
う
事
が
あ
る
。
生
命
を
も
っ
て
生
ま
れ
、
そ
の
生
命
が
消
え
去
る
こ
と
は
人
の
力
を
越
え
て
い
る
。
な
ん
と
も
あ
わ
れ
な
こ
と
だ
。

た
も
た

世
間
の
人
は
肉
体
を
養
い
さ
え
す
れ
ば
生
命
が
保
れ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
い
く
ら
養
生
し
た
っ
て
、
遅
か
れ
早
か
れ
死
ぬ
の

お
ろ

い
の
ち

だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
人
知
の
限
り
を
尽
く
し
て
養
生
す
る
こ
と
が
何
と
も
愚
か
な
こ
と
だ
と
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
生
命
の
維

持
に
汲
々
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
と
は
ま
こ
と
に
愚
か
な
存
在
な
の
だ
。

陶
淵
明
は
自
己
を
、
形
・
影
・
神
に
分
身
さ
せ
て
こ
の
三
者
を
通
し
て
自
己
の
死
生
観
を
語
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
今
ま
で
述
べ
た

よ
う
に
『
荘
子
』
の
影
響
が
大
き
い
。
と
同
時
に
そ
の
表
現
型
式
は
、
興
膳
宏
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
司
馬
相
如
（
前
一
七
九－

前
一
一
七
）
の
子
虚
賦
に
範
を
採
っ
て
い
る
。（『
文
選
』
で
い
え
ば
上
林
賦
ま
で
含
む
）

楚
王
は
子
虚
を
斉
王
へ
の
使
い
と
し
て
派
遣
し
た
。
斉
王
は
子
虚
を
伴
っ
て
狩
り
を
し
た
。
狩
り
が
終
わ
っ
て
、
子
虚
は
烏
有
先
生
の

所
に
立
ち
寄
っ
て
、
狩
り
に
つ
い
て
、
楚
の
雲
夢
の
狩
場
の
方
が
斉
の
そ
れ
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
と
大
言
し
た
。
そ
の
時
、
烏
有
先
生

の
処
に
は
亡
是
公
も
同
席
し
て
い
た
。
ひ
と
し
き
り
雲
夢
の
狩
場
が
広
大
で
そ
こ
で
の
狩
の
楽
し
さ
を
と
う
と
う
と
述
べ
た
て
た
子
虚
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に
対
し
、
烏
有
先
生
が
反
論
し
た
。
あ
な
た
は
誤
っ
て
い
る
。
斉
主
は
境
内
の
兵
士
を
こ
と
ご
と
く
出
し
、
お
び
た
だ
し
い
車
騎
を
備

え
て
、
あ
な
た
と
供
に
狩
り
を
な
さ
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
賓
客
の
礼
を
も
っ
て
処
遇
し
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
自
国
の
雲
夢
の

狩
場
の
豪
華
さ
を
誇
る
と
は
無
礼
も
甚
し
い
。
斉
主
が
楚
王
と
交
誼
を
深
め
よ
う
と
い
う
厚
情
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
な
た

の
振
る
舞
い
は
、
必
ず
や
斉
国
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
、
楚
国
に
害
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

子
虚
と
烏
有
先
生
と
の
や
り
と
り
を
聞
い
て
い
た
亡
是
公
は
に
っ
こ
り
笑
い
な
が
ら
発
言
し
た
。

楚
も
斉
も
間
違
っ
て
い
る
。
漢
の
天
子
は
徳
を
も
っ
て
斉
楚
ら
の
諸
侯
が
職
分
を
尽
す
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
か
て
て
加
え
て

漢
の
天
子
の
狩
場
の
上
林
苑
の
豪
華
さ
は
、
到
底
斉
楚
の
及
ぶ
べ
く
も
な
い
、
と
。
そ
の
有
り
様
を
縷
々
説
き
明
か
す
。
そ
う
し
て
漢

の
天
子
は
上
林
苑
の
楽
し
み
を
反
省
し
、
上
林
苑
を
開
墾
し
て
、
全
て
耕
地
と
し
て
人
民
に
分
け
与
え
、
山
沢
も
人
民
が
利
用
に
と
下

命
す
る
。
こ
の
亡
是
公
の
説
に
二
人
（
子
虚
と
烏
有
先
生
）
は
感
動
し
て
亡
是
公
に
教
え
を
乞
う
こ
と
で
結
ぶ
。

形＝

子
虚
、
影＝

烏
有
先
生
、
神＝
亡
是
公
と
そ
の
役
割
が
符
合
し
て
い
る
。

結
び
に
か
え
て

陶
淵
明
は
「
形
・
影
・
神
」
三
首
以
後
、
そ
の
詩
文
の
篇
々
死
に
言
及
し
な
い
の
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
特
に
「
擬
挽

歌
詩
」「
自
祭
文
」
は
正
面
か
ら
死
を
問
い
つ
め
て
い
る
。
死
を
問
い
つ
め
る
こ
と
が
生
の
証
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

今
後
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
精
読
し
て
、
陶
淵
明
の
死
生
観
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
究
明
し
て
い
き
た
い
。

（
了
）
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

半影

半影

本影

注

（
１
）『
墨
子
』
第
四
一
経
篇
下
、
第
四
三
経
説
篇
下
の
経
一
八
を
、
藪
内
清
は
、「
影
に
は
二
つ
が
あ
る
。

理
由
は
光
が
重
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
訳
し
、
次
の
よ
う
な
注
を
付
し
て
い
ら
れ
る
。

経
一
八

こ
の
文
は
光
が
直
進
す
る
事
実
、
及
び
影
に
本
影
・
半
影
が
あ
る
事
実
を
指
摘
し
た
も
の

と
し
て
、
注
意
さ
れ
て
き
た
（
図
参
照
）。
二
光
Ａ
・
Ｂ
か
ら
出
た
光
は
、
物
体
Ｃ
Ｄ
の
影
を
生
ず
る

も
う
り
ょ
う

が
、
二
つ
の
光
が
交
わ
る
Ｃ
及
び
Ｄ
か
ら
は
半
影
が
で
き
る
。
な
お
『
荘
子
』
斉
物
篇
に
は
罔
両
と

影
と
の
問
題
が
あ
り
、
こ
の
罔
両
は
半
影
と
解
さ
れ
て
い
る
。（
以
上
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
）

へ
ん
げ
し
ょ
し
ゅ
う
し
ょ
う

（
２
）
唯
識
で
は
諸
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
三
種
の
性
質
を
考
え
る
。
遍
計
所
執
性
、
円
成
実
性
、
そ
れ
に

依
他
起
性
で
あ
る
。
依
他
起
性
と
は
、
他
に
よ
っ
て
起
る
性
質
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
因
縁
に
よ
っ

て
生
起
す
る
も
の
を
い
う
。
そ
れ
は
固
定
し
た
実
体
は
な
く
、
た
だ
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。（『
岩
波
仏
教
辞
典
』）
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