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は
じ
め
に
│
│
比
較
の
可
能
性
に
つ
い
て

　
『
木
屑
録
』（
一
八
八
九
年
）
と
『
倫
敦
消
息
』（
一
九
〇
一
年１
）
は
、
共
に
漱

石
文
学
の
出
発
点
だ
と
さ
れ
、
な
か
で
も
、
後
者
は
漱
石
の
倫
敦
留
学
時
代

の
素
顔
を
知
る
上
で
ユ
ニ
ー
ク
な
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
て
い
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、『
木
屑
録
』
に
つ
い
て
、
現
代
語
訳
や
紀
行
文
を
考

察
し
た
研
究２
が
あ
る
。『
倫
敦
消
息
』
に
つ
い
て
、
写
生
文
と
の
関
連
、『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
の
「
猫
」
の
視
点
の
つ
な
が
り
を
検
討
す
る
論３
、
ま
た
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
版
と
『
色
鳥
』
版４
に
お
け
る
改
稿
に
関
す
る
整
理５
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、『
木
屑
録
』
と
『
倫
敦
消
息
』
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
の
論
考
は

存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
、『
木
屑
録
』
と
『
倫
敦
消
息
』
の

間
に
十
二
年
間
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
異
な
っ
た

ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
の
も
、
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
一
見
関
係
の
薄
そ
う
な
両
作
品
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
対
照
的

な
関
係
を
な
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
両
作
品
の
時
期
で
あ
る
。
両
作
品
は

子
規
と
の
交
友
の
最
初
と
最
後
に
あ
た
る
。
も
う
一
つ
は
、
顔
と
鏡
の
モ

チ
ー
フ
が
共
通
し
て
い
る
。
顔
と
鏡
の
モ
チ
ー
フ
は
、
両
作
品
で
し
ば
し
ば

言
及
さ
れ
、
対
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
表
現
が
類
似
し
て
い
な
が
ら
も
、

異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
夏
目
漱
石
の
『
木
屑
録
』
と
『
倫
敦
消
息
』
に
お
け
る
二
つ
の

顔
と
鏡
に
注
目
し
、
両
作
品
に
お
け
る
意
味
と
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
同
時
期
の
日
記
、
ノ
ー
ト
や
作
品
を
参
照
し
な
が

ら
、
顔
と
鏡
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
作
家
以

前
の
漱
石
を
マ
ー
ク
す
る
両
作
品
に
お
け
る
創
作
意
識
が
、
い
か
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
以
後
の
作
品
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
を
検
証
し
て

い
き
た
い
。

一
．『
木
屑
録
』
│
│
顔
の
確
立
と
鏡

　

周
知
の
と
お
り
、『
木
屑
録
』
は
、
漱
石
が
子
規
に
送
っ
た
紀
行
文
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
執
筆
目
的
は
、
単
な
る
紀
行
文
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

子
規
に
「
洋
文
学
の
隊
長
」
と
違
っ
た
も
う
一
つ
の
顔
を
示
す
た
め
で
は
な

い
か
。

　

二
つ
の
「
顔
」
と
「
鏡
」

│
│ 

夏
目
漱
石
『
木
屑
録
』
と
『
倫
敦
消
息
』 │
│

解　
　
　
　
　

璞
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た
と
え
ば
漱
石
は
、
冒
頭
で
「
遂
に
文
を
以
て
身
を
立
つ
る
意
有
り
。
是

れ
自
り
遊
覧
登
臨
す
れ
ば
、
必
ず
記
有
り
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、「
古
人
、

万
巻
の
書
を
読
み
、
又
た
万
里
の
遊
を
為
す
」
と
言
い
、「
窃
か
に
謂
え
ら

く
、
先
の
記
す
有
ら
ん
と
し
て
遊
ぶ
こ
と
無
き
者
と
、
遊
ぶ
こ
と
有
り
て
記

す
無
き
者
と
、
相
償
う
に
庶
幾
か
ら
ん
か
、
と
」
と
も
語
っ
て
い
る
。

　
「
記
」
と
「
遊
覧
」、「
書
」
と
「
遊
」、「
記
す
」
と
「
遊
ぶ
」
と
い
う
文

と
旅
の
対
照
が
あ
る
よ
う
に
、
文
と
旅
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
考
え

方
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
自
体
は
、「
洋
文
学
の
隊
長
」
と
異

な
り
、
文
人
的
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、『
木
屑
録
』
に
は
、「
文
を
以
て
身

を
立
」
て
よ
う
と
し
た
、
新
た
な
自
己
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
漱
石
の

意
識
が
存
在
し
て
い
る
。

　

冒
頭
の
執
筆
目
的
だ
け
で
は
な
く
、『
木
屑
録
』
の
本
文
や
執
筆
前
後
の

漱
石
と
子
規
の
往
復
書
簡
に
も
、
漱
石
が
新
た
な
「
顔
」
を
確
立
し
よ
う
と

い
う
意
志
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
、
書
簡
に
あ
る
「
郎
君
」（
漱
石
）・「
妾
」（
子

規
）
と
い
う
呼
び
方
や
、
顔
に
つ
い
て
の
詩
や
、
そ
れ
に
続
く
二
首
の
贈
答

詩
な
ど
に
よ
っ
て
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
も
、
顔
に
つ
い
て
の
詩
は
、
子
規
と
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、『
木
屑
録
』
で
画
龍
点
睛
と
も
い
う
べ
き
重
要

な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
顔
の
詩
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
詩
を
書
く
前
に
、
漱
石
は
、
第
六
節
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

余
、
房
に
遊
び
て
自
り
、
日
び
鹹
水
に
浴
す
。
少
き
も
二
三
次
、
多

き
は
五
六
次
に
至
る
。（
中
略
）
是
く
の
如
き
者
、
数
日
、
毛
髪
漸
く

赭
ら
み
、
面
膚
漸
く
黄
ば
む
。
旬
日
の
後
、
赭
ら
み
し
者
は
赤
と
為
り
、

黄
ば
み
し
者
は
黒
と
為
り
、
鏡
に
対
し
て
爽
然
自
失
せ
り
。

　

こ
の
よ
う
に
、
髪
は
黒
か
ら
茶
色
・
赤
に
変
化
し
、
顔
は
白
か
ら
黄
・
黒

に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
鏡
に
向
か
う
と
が
っ
か
り
し
て
驚
い
た
と
、

漱
石
は
自
分
自
身
を
戯
画
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
子
規
は
『
木
屑
録
』

の
眉び

批ひ

で６
「
白
素
罪
無
し
、
鏡
に
豈
に
心
有
ら
ん
や
」
と
批
評
し
、
本
来
罪

の
無
い
白
い
顔
が
日
焼
け
し
て
か
わ
い
そ
う
だ
が
、
鏡
も
下
心
が
あ
っ
て
黄

色
く
映
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
と
、
漱
石
の
諧
謔
に
応
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
顔
を
詩
に
詠
み
、「
郎
君
」・「
妾
」
と
い

う
子
規
の
呼
び
方
を
も
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
後
に
子
規
と
の
間
で
話
題
に

な
っ
た
顔
の
詩
で
あ
る
。

　

客
舎
に
正
岡
獺だ
つ

祭さ
い

の７
書
を
得
た
り
。
書
中
、
戯
れ
に
余
を
呼
び
て
郎

君
と
曰
い
、
自
ら
は
妾
と
称
せ
り
。
余
、
失
笑
し
て
曰
く
、
獺
祭
の
諧

謔
、
一
に
何
ぞ
此
に
至
れ
る
也
と
。
輒
ち
詩
を
作
り
、
之
に
酬
い
て
曰

く
、

　

鹹
気
射
顔
々
欲
黄　
　

醜
容
対
鏡
易
悲
傷

　

馬
齢
今
日
廿
三
歳　
　

始
被
佳
人
呼
我
郎

　

詩
の
前
半
は
、
海
の
塩
気
で
顔
が
黄
色
く
な
っ
た
た
め
、
醜
い
顔
が
鏡
に

向
か
う
と
悲
し
く
な
る
だ
ろ
う
と
自
嘲
し
て
い
る
。
後
半
は
「
郎
君
」
と

「
妾
」
と
い
う
子
規
の
呼
び
方
を
受
け
入
れ
、
子
規
の
口
ぶ
り
を
真
似
て
い

る
。
日
焼
け
の
「
醜
容
」
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
三
歳
の
漱
石

は
、「
佳
人
」
子
規
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
郎
」
と
呼
ば
れ
た
の
だ
と
言
っ

て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
前
半
は
、
顔
の
日
焼
け
し
た
体
験
を
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
凝
縮
さ

せ
、
後
半
は
、
子
規
と
の
間
の
呼
び
方
の
変
化
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
距
離
を

縮
め
た
二
人
の
関
係
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
、
漱
石
は
、
自
己
像
と
と



〔　　〕36

も
に
二
人
の
関
係
を
も
戯
画
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
漱
石

の
顔
は
、
も
は
や
前
の
日
焼
け
を
体
験
し
た
顔
で
は
な
い
。
子
規
と
の
間
の

呼
び
方
の
変
化
と
と
も
に
、
漱
石
の
「
顔
」
も
「
対
鏡
易
悲
傷
」
と
い
う
詩

的
な
感
性
に
富
ん
だ
「
顔
」
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
顔
の
詩
を
め
ぐ
り
、
漱
石
と
子
規
は
さ
ら
に
二
首
の
贈
答
詩
を
交
わ

し
た
。
ま
ず
子
規
は
、
こ
の
詩
に
次
韻
し
、
漱
石
の
詩
に
あ
る
「
黄
」「
傷
」

「
郎
」
と
同
じ
韻
字
で
、
ま
た
詩
を
作
っ
た
。『
木
屑
録
』
で
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

余
、
家
に
帰
り
て
、
又
た
獺
祭
の
書
を
得
た
り
。
余
が
韵
に
次
し
て
曰

く
、羨

君
房
海
酔
鵝
黄　
　

鹹
水
医
痾
若
薬
傷

黄
巻
青
編
時
読
罷　
　

清
風
明
月
伴
漁
郎

　

漱
石
に
手
紙
を
送
っ
た
子
規
は
こ
う
詠
ん
で
い
る
。
君
が
房
総
の
海
で
酒

に
酔
い
、
傷
に
薬
を
つ
け
る
よ
う
に
海
水
で
病
気
を
癒
し
、
の
ん
び
り
し
て

い
る
の
が
羨
ま
し
い
。
そ
し
て
、
本
を
読
ん
だ
ら
、
さ
わ
や
か
な
風
や
澄
み

渡
っ
た
月
の
風
景
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
。
そ
れ
に
対
し
、
漱
石

は
こ
の
詩
を
批
評
し
、
ま
た
返
答
の
詩
を
作
っ
た
。

　

余
、
笑
っ
て
曰
く
、
詩
は
佳
な
る
こ
と
は
則
ち
佳
な
り
。
而
れ
ど
も

実
に
非
さ
る
な
り
。
余
、
心
神
衰
昏
し
て
、
黄
巻
を
手
に
せ
ざ
る
こ
と

久
し
。
獺
祭
、
固
よ
り
余
の
慵
懶
を
識
れ
り
。
而
る
に
何
ぞ
此
の
言
を

為
す
や
、
と
。
復
た
詩
を
作
り
、
自
ら
慰
め
て
曰
く
、

脱
却
塵
懐
百
事
閑　
　

儘
遊
碧
水
白
雲
間

仙
郷
自
古
無
文
字　
　

不
見
青
編
只
見
山

　

漱
石
は
、
子
規
の
詩
を
良
い
詩
と
認
め
な
が
ら
も
、「
実
」（
自
分
の
実
際

の
状
態
）
を
書
い
た
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
実
は
心
神
が
ぼ
ん
や

り
し
て
お
り
、
長
い
間
書
物
を
読
ま
ず
に
な
ま
け
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
返

事
し
て
い
る８
。
子
規
が
そ
れ
を
知
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
事
を
詩

に
書
い
た
の
か
と
少
し
反
発
し
、
ま
た
詩
を
贈
っ
た
。
煩
わ
し
い
世
間
か
ら

離
れ
、
の
ん
び
り
と
水
と
雲
の
間
で
遊
ん
で
い
る
、
こ
の
仙
郷
の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
昔
か
ら
文
字
が
な
く
、
書
物
を
読
ま
ず
た
だ
山
を
見
て
い
る
よ
と

詠
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漱
石
の
詩
で
は
、
自
己
像
を
子
規
に
示
す
意

識
が
強
く
う
か
が
え
る
。

　

顔
の
詩
を
め
ぐ
る
漱
石
と
子
規
の
や
り
と
り
は
、
贈
答
詩
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
顔
の
詩
の
直
後
に
も
、
漱
石
は
こ
の
詩
を
読
ん
だ
子
規
の
反
応
を
想
像

し
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

昔
者
、
東
坡
、

竹
の
詩
を
作
っ
て
、
文
與
可
に
贈
る
。
曰
く
、

料
り
得
た
り
清
貧
の

太
守
、
渭
浜
の
千
畝
胸
中
に
在
ら
ん
、
と
。
与

可
、
其
の
妻
と
筍
を
焼
き
て
晩
食
せ
り
。
函
を
発
き
て
詩
を
得
、
失
笑

し
て
、
噴
飯
案
に
満
て
り
。
今
、
獺
祭
、
齢
弱
冠
に
過
ぎ
ず
、
未
だ
室

を
迎
え
ず
。
且
つ
夏
日
筍
を
得
る
の
理
無
き
も
、
然
れ
ど
も
詩
を
得
る

の
日
、
噴
飯　

案
に
満
つ
る
こ
と
、
與
可
と
同
じ
き
こ
と
無
か
ら
ん
耶
。

　

漱
石
は
、
こ
こ
で
蘇
軾
と
文
同
の
典
拠９
を
引
い
て
い
る
。
か
つ
て
蘇
軾
は
、

「
胸
中
に
成
竹
有
り
」
で
知
ら
れ
た
與
可
に
「
料
得
清
貧

太
守
、
渭
浜
千

畝
在
胸
中Ａ
」
と
い
う
詩
を
贈
っ
た
。
詩
が
届
い
た
時
に
ち
ょ
う
ど
與
可
と
妻

が
筍
を
食
べ
て
お
り
、
偶
然
「
竹
」
を
「
胸
中
」
に
納
め
る
詩
と
重
な
っ
た

た
め
、
思
わ
ず
吹
き
出
し
た
と
い
う
。
子
規
も
顔
の
詩
を
読
ん
で
與
可
の
よ

う
に
吹
き
出
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
漱
石
は
想
像
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
子
規
を
「
文
與
可
」
に
た
と
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱
石
自
身
も
「
東
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坡
」
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

漱
石
の
予
想
し
た
通
り
、
子
規
は
顔
の
詩
に
感
心
し
、『
木
屑
録
』
眉
批

で
も
絶
賛
し
て
い
る
。「
意
は
則
ち
諧
謔
な
る
も
、
詩
は
則
ち
唐
調
に
し
て
、

吾
が
兄
、
此
の
境
を
独
擅
し
、
吾
輩
の
門
戸
を
窺
う
を
許
さ
ず
」（
意
味
は
諧

謔
的
で
、
詩
の
調
子
は
唐
詩
と
同
じ
く
、
こ
の
境
地
は
吾
が
兄
漱
石
の
独
壇
場
で
あ
り
、

吾
輩
な
ど
は
到
底
及
ば
な
い
）
と
敬
意
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
子
規
「
筆
ま
か
勢Ｂ
」
に
も
『
木
屑
録
』
に
つ
い
て
言
及
し
、
最
初

に
掲
げ
た
詩
が
こ
の
顔
の
詩
で
あ
る
。

鹹
気
射
顔
々
欲
黄
、
醜
容
対
鏡
易
悲
傷
、

馬
齢
今
日
廿
三
歳
、
始
被
佳
人
呼
我
郎
、

　

一
読
し
て
殆
ん
ど
絶
倒
す　

余
京
に
帰
る　

漱
石
余
に
其
著
す
所
の

木
屑
録
を
示
す　

是
れ
即
ち
駿
房
漫
遊
紀
行
な
り

　
「
一
読
し
て
殆
ん
ど
絶
倒
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
読
し
て
笑
い
こ
ろ
げ

る
子
規
は
、
漱
石
の
顔
の
詩
を
は
じ
め
『
木
屑
録
』
を
漱
石
が
漢
文
に
長
け

て
い
る
証
拠
と
し
て
『
筆
ま
か
勢
』
に
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
子
規
と
の
や
り
と
り
で
生
ま
れ
た
顔
の
詩
は
、
次
々
と
二

人
の
新
た
な
交
流
を
生
み
、
文
人
と
し
て
の
漱
石
の
才
能
を
子
規
に
認
め
さ

せ
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、『
七
草
集
』
を
書
い
た

子
規
よ
り
も
、
漢
詩
文
に
長
け
た
者
と
し
て
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
漱

石
の
意
識
が
、
顔
の
詩
で
示
さ
れ
て
い
る
。『
木
屑
録
』
の
「
顔
」
と
は
、

子
規
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
「
風
流
」
を
知
る
同
類
と
し
て
の
漱
石
の
自
己
像
だ

と
い
え
る
。
こ
こ
で
、
漱
石
は
、「
鏡
」
よ
り
「
顔
」
の
ほ
う
に
焦
点
を
当

て
て
い
る
。

二
．『
倫
敦
消
息
』
│
│
ぶ
れ
る
顔
・
揺
れ
る
鏡

　

従
来
、『
倫
敦
消
息
』
に
関
す
る
見
方
は
主
に
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、『
倫

敦
消
息
』
は
、
子
規
を
慰
め
る
た
め
に
書
い
た
作
品
と
し
て
で
あ
るＣ
。
も
う

一
つ
は
、
文
学
の
定
義
に
つ
い
て
悩
む
漱
石
を
反
映
し
た
作
品Ｄ
と
し
て
で
あ

る
。
つ
ま
り
、『
倫
敦
消
息
』
で
は
、
子
規
を
喜
ば
せ
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
一

面
と
倫
敦
留
学
時
代
の
漱
石
の
苦
い
思
い
は
、
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
と

い
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
留
学
時
代
の
悩
み
は
、
文
学
の
定
義

に
限
ら
ず
、
ほ
か
の
事
物
の
定
義
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
、
そ
の
悩
み
は
漱
石
の
創
作
に
も
投
影
し
、
積
極
的
な
意
味
で
役
立
て
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
の
仮
説
を
検
証
す
る
前
に
、
ま
ず
『
倫
敦
消
息
』

を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

　
『
倫
敦
消
息
』
を
書
く
前
の
漱
石
日
記
（
一
九
〇
一
年
一
月
五
日
・
土
）
に
既

に
つ
ぎ
の
よ
う
な
体
験
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

此
煤
煙
中
ニ
住
ム
人
間
ガ
何
故
美
ク
シ
キ
ヤ
解
シ
難
シ
思
フ
ニ
全
ク

気
候
ノ
為
ナ
ラ
ン
大
（
マ
マ
）陽
ノ
光
薄
キ
為
ナ
ラ
ン
、
往
来
ニ
テ
向
フ
カ
ラ
脊

ノ
低
キ
妙
ナ
キ
タ
ナ
キ
奴
ガ
来
タ
ト
思
ヘ
バ
我
姿
ノ
鏡
ニ
ウ
ツ
リ
シ
ナ

リ
、
我
々
ノ
黄
ナ
ル
ハ
当
地
ニ
来
テ
始
メ
テ
成
程
ト
合
点
ス
ル
ナ
リ

　

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
に
来
て
は
じ
め
て
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
身

体
的
差
異
に
気
付
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
体
験
に
関
し
て
、
同
年
四
月
二
十
日

（
土
）
の
『
倫
敦
消
息Ｅ
』
で
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
ん
な
国
で
は
ち
つ
と
人
間
の
脊
い
に
税
を
か
け
た
ら
少
し
は
倹
約

し
た
小
さ
な
動
物
が
出
来
る
だ
ら
う
抔
と
考
へ
る
が
夫
は
所
謂
負
惜
し
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み
の
減
ら
ず
口
と
云
ふ
奴
で
、
公
平
な
処
が
向
ふ
の
方
が
ど
う
し
て
も

立
派
だ
何
と
な
く
自
分
が
肩
身
の
狭
い
心
持
ち
が
す
る
。
向
ふ
か
ら
人

間
並
外
れ
た
低
い
奴
が
来
た
。
占
た
と
思
つ
て
す
れ
違
つ
て
見
る
と
自

分
よ
り
二
寸
許
り
高
い
。
今
度
は
向
ふ
か
ら
妙
な
顔
色
を
し
た
一
寸
法

師
が
来
た
な
と
思
ふ
と
是
即
ち
乃
公
自
身
の
影
が
姿
見
に
写
つ
た
の
で

あ
る
。
不
得
已
苦
笑
ひ
を
す
る
と
向
ふ
で
も
苦
笑
ひ
を
す
る
。

　

こ
う
し
て
、
一
月
の
体
験
は
四
月
に
文
学
化
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
向

こ
う
か
ら
「
妙
な
」
顔
色
を
し
た
「
一
寸
法
師
」
と
い
う
漱
石
の
像
は
、
身

長
や
顔
色
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、

「『
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
』
に
フ
ロ
ッ
ク
で
出
掛
け
た
ら
」
周
り
の
外
国
人
か
ら
の

評
判
が
よ
く
な
る
こ
と
や
下
女
と
の
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
困
難

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
衣
装
や
言
語
も
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
区
別
を
判
断
す
る
規

準
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
他
者
に
も
自
分
自
身
に
も
見
え
る
・
聞
こ
え
る
身
長
や
衣
装
や

言
語
の
発
音
と
は
異
な
り
、
自
己
を
証
明
す
る
最
も
重
要
な
標
識
と
し
て
の

顔
だ
け
が
、
鏡
を
通
さ
な
け
れ
ば
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
広
い
意

味
で
の
顔
が
他
者
と
区
別
す
る
自
己
の
特
徴
だ
と
す
れ
ば
、
顔
は
、
鏡
と
し

て
の
他
者
の
差
異
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
の
た
め
、
他
者
に
依

存
度
の
高
い
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
顔
と
鏡
の
問
題

に
絞
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
『
倫
敦
消
息
』
に
お
い
て
、
鏡
に
映
っ
た
影
は
自
分
の
姿
な
の
だ
と
気
づ

い
た
時
に
、
漱
石
は
、
か
つ
て
子
規
と
共
有
し
た
規
準
と
異
な
っ
た
も
う
一

つ
の
「
鏡
」
│
│
外
国
人
の
目
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
漱
石
は
、
子

規
と
い
う
他
者
か
ら
離
れ
、
外
国
人
と
い
う
新
た
な
他
者
に
出
会
う
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
自
身
の
「
顔
」
が
作
ら
れ
、
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
国
と
い
う
分
類
規
準
に
限
ら
ず
、「
動
物
」「
人
間
」
と
い
う
よ
う
に
、

漱
石
は
「
人
間
」
と
い
う
「
動
物
」
の
分
類
規
準
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
口
に
イ
ギ
リ
ス
人
と
い
っ
て
も
「
我
輩
」
の
顔
に
対
し
、

異
な
っ
た
様
々
な
反
応
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
漱
石
の
自
意
識
の
動
揺
が

う
か
が
え
る
。

　

然
し
時
々
は
我
輩
に
聞
え
ぬ
様
に
我
輩
の
国
元
を
気
に
し
て
評
す
る

奴
が
あ
る
。
此
間
或
る
所
の
店
に
立
つ
て
見
て
居
た
ら
後
ろ
か
ら
二
人

の
女
が
来
てleast poor Chinese

と
評
し
て
行
つ
た
。least poor

と
は
物
匂
い
形
容
詞
だ
。
或
る
公
園
で
男
女
二
人
連
が
あ
れ
は
支
那
人

だ
い
や
日
本
人
だ
と
争
つ
て
居
た
の
を
聞
い
た
事
が
あ
る
。
二
三
日
前

去
る
所
へ
呼
ば
れ
て
「
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
」
に
フ
ロ
ッ
ク
で
出
掛
け
た
ら

向
ふ
か
ら
来
た
二
人
の
職
工
み
た
様
な
者
がa handsom

e J （
マ
マ
）

ap

．
と

い
つ
た
。
有
難
い
ん
だ
か
失
敬
な
ん
だ
か
分
ら
な
い
。
先
達
て
或
芝
居

へ
行
つ
た
。
大
入
で
這
入
れ
な
い
か
ら
ガ
レ
リ
ー
で
立
見
を
し
て
居
る

と
傍
の
も
の
が
あ
す
こ
に
居
る
二
人
は
葡ポ
ル
ト
ガ
ル

萄
牙
人
だ
ら
う
と
評
し
て
居

た
。
│
│
こ
ん
な
事
を
話
す
積
り
で
は
な
か
つ
た
。
話
し
の
筋
が
分
ら

な
く
な
つ
た
。
一
寸
一
服
し
て
か
ら
出
直
さ
う
。（
中
略
）
何
こ
ん
な

生
活
も
只
二
三
年
の
間
だ
。
国
へ
帰
れ
ば
普
通
の
人
間
の
着
る
物
を
着

て
普
通
の
人
間
の
食
ふ
物
を
食
つ
て
普
通
の
人
の
寝
る
処
へ
寝
ら
れ

る
、
少
し
の
我
慢
だ
我
慢
し
ろ
〳
〵
と
独
り
言
を
い
つ
て
寝
て
仕
舞

ふ
、
寝
て
し
ま
ふ
時
は
善
い
が
寝
ら
れ
な
い
で
又
考
へ
出
す
事
が
あ
る

元
来
我
慢
し
ろ
と
云
ふ
の
は
現
在
に
安
ん
ぜ
ざ
る
訳
だ
。
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（『
倫
敦
消
息
』・
二
）

　
「
我
輩
の
国
元
を
気
に
し
て
評
す
る
奴
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間

の
顔
を
分
類
す
る
複
数
の
規
準
で
は
、
最
も
便
利
に
み
え
る
の
が
「
国
元
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
外
国
人
の
目
に
映
っ
た
「
我
輩
」
の
顔
は
、
様
々

に
ぶ
れ
て
い
る
。
異
常
に
ぶ
れ
る
顔
が
「
国
へ
帰
れ
ば
普
通
の
人
間
」
に
戻

れ
る
の
は
、
国
に
は
子
規
の
よ
う
な
安
定
し
た
対
他
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
、
漱
石
は
実
際
の
顔
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
身
分
や
地
位
を
示
す

言
語
の
分
類
規
準
や
イ
ギ
リ
ス
人
の
同
一
性
に
対
す
る
疑
問
を
も
抱
い
て
い

る
。
た
と
え
ば
「
我
輩
が
尤
も
敬
服
し
尤
も
避
（
マ
マ
）易
す
る
所
の
朋
友
」
は
、
下

宿
の
下
女
ペ
ン
と
い
う
人
で
あ
っ
た
。
ペ
ン
の
言
葉
が
分
ら
な
い
漱
石
は
、

彼
女
を
形
容
し
て
「
善
人
」
や
「
能
弁
家
」
と
い
う
表
現
を
繰
り
返
し
使
用

し
て
い
る
。

　

日
本
に
居
る
人
は
英
語
な
ら
誰
の
使
ふ
英
語
で
も
大
概
似
た
も
ん
だ

と
思
つ
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
が
矢
張
日
本
と
同
じ
事
で
国
々
の
方
言

が
あ
り
身
分
の
高
下
が
あ
り
抔
し
て
夫
は
〳
〵
千
違
万
別
で
あ
る
。
然

し
教
育
あ
る
上
等
社
会
の
言
語
は
大
抵
通
ず
る
か
ら
差
支
な
い
が
此
倫

敦
の
コ
ッ
ク
ネ
ー
と
称
す
る
言
語
に
至
つ
て
は
我
輩
に
は
到
底
分
ら
な

い
。 

（『
倫
敦
消
息
』・
三
）

　

ペ
ン
の
方
言
の
よ
う
に
、
様
々
な
身
分
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
、
千
差

万
別
な
英
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
に
よ
っ
て
も
「
我

輩
」
の
顔
は
ぶ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
倫
敦
消
息
』
で
は
、
顔
は
個

人
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
や
地
域
な
ど
集
団
の
特
徴Ｆ
と
し
て
浮
か
び

上
が
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
身
体
と
言
語
の
差
異
か
ら
、
日
本
人
と
い
う
自

己
像
が
逆
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
漱
石
が
文
学
の
定
義
に
つ
い
て
悩
む
こ
と
、
そ
し
て
留

学
後
漱
石
の
文
学
観
が
変
化
し
た
こ
と
が
よ
く
検
討
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
越
境
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
事
を
判
断
す

る
様
々
な
規
準
も
変
化
し
て
い
る
。
所
謂
正
常
と
異
常
、
普
通
と
特
殊
、
礼

儀
と
無
礼
、
常
識
と
非
常
識
な
ど
最
も
基
本
の
分
類
規
準
さ
え
変
化
し
て
い

る
。

　

こ
う
し
て
、「
顔
」
を
映
す
「
鏡
」、
す
な
わ
ち
安
定
し
た
規
準
系
が
な
い

た
め
、
実
際
の
顔
が
変
化
し
な
く
て
も
、
漱
石
の
自
己
像
は
様
々
に
ぶ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ
国
で
も
言
語
が
様
々
で
あ
り
、
必

ず
し
も
同
一
性
を
有
す
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
と
い
う
分
類
方

法
自
体
は
、果
た
し
て
合
理
的
な
の
か
と
い
う
疑
問Ｇ
も
浮
か
び
上
が
る
。『
倫

敦
消
息
』
で
は
、「
顔
」
よ
り
も
「
鏡
」
と
し
て
の
他
者
、
つ
ま
り
、
人
間

の
分
類
規
準
そ
の
も
の
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

三
．
複
数
の
「
鏡
」　

複
数
の
規
準

　

前
節
で
は
、『
倫
敦
消
息
』
に
お
け
る
「
顔
」
と
「
鏡
」
の
モ
チ
ー
フ
を

分
析
し
、
文
学
の
定
義
に
限
ら
ず
、
様
々
な
分
類
規
準
に
対
す
る
漱
石
の
考

え
が
、
作
品
で
い
か
に
表
現
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
た
。
一
九
〇
一
年
一
月

の
日
記
に
書
い
た
顔
に
関
す
る
体
験
は
、
同
年
四
月
の
『
倫
敦
消
息
』
で
作

品
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
八
月
の
英
文
学
ノ
ー
ト
に
お
い
て
理
論
的
に

思
考
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

な
か
で
も
、
唯
一
日
付
の
確
認
で
き
る
留
学
時
の
ノ
ー
トＨ
で
は
、
漱
石
は
、

国
を
含
め
た
様
々
な
分
類
規
準
を
確
認
し
て
い
る
。た
と
え
ば
、「T

aste

（
趣
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味
）」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

　
T
aste

　

T
aste differs according to individuals

　

by age

　

by circum
stance etc

　

〃　

 　
　
　

〃    

〃 to nations

　

〃 　
　
　
　

〃    
〃 to tim

e and space

　

N
o tw

o individuals are alike in hereditary acquirem
ents, 

natural disposition and are placed under the influence of the 
exactly sam

e artifice. N
o are tw

o nations. ∴
no universal 

taste possible

　

V
ery few

 individuals are reflective enough or far-sighted 
enough to introspect them

selves as to the origin and devel-
opm
ent of their ow

n taste ∴
no thoroughly consistent taste 

possible. (if they be reflective and far-sighted enough, con-
sistent parts is alm

ost im
possible, because they cannot 

easily shake off their second nature even if they found 
som
ething w

rong in i

Ｉt.)

　

こ
の
ノ
ー
ト
に
よ
る
と
、「
趣
味
」
は
、
生
ま
れ
つ
い
て
の
性
質 

（heredi-

tary acquirem
ents, natural disposition

）、
年
齢
や
世
代
（age

）、
地
域
や
職

業
（circum
stance

）、
時
空
（tim

e and space

）、
国
家
（nation

）
の
間
の
差

異
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
国
の
間
の
差
異
は
、
通
常
ほ
か

の
分
類
規
準
を
統
合
す
る
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ほ
か

の
様
々
な
分
類
規
準
を
隠
蔽
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

漱
石
は
こ
の
ノ
ー
ト
に
記
し
た
様
々
な
分
類
規
準
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

た
。帰
国
後
の
一
連
の
講
義Ｊ
（
後
の
『
英
文
学
形
式
論
』、『
文
学
論
』、『
文
学
評
論
』）

や
一
九
一
〇
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
鑑
賞
の
統
一
と
独
立
」
で
そ
れ
に
つ
い
て
書

き
続
け
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、『
英
文
学
形
式
論
』
で
は
、
ブ
レ
エ
ア
の
ア
デ
ィ
ソ
ン
を
評

す
る
文
章
に
対
す
る
自
身
の
態
度
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

扨
今
ブ
レ
エ
ア
の
説
を
聞
い
て
ア
デ
ィ
ソ
ン
の
此
章
句
に
興
味
を
起

し
た
か
と
問
は
れ
る
と
、
私
自
身
に
於
て
は
成
程
と
感
服
し
て
し
ま
う

こ
と
の
出
来
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
然
し
此
批
評
家
の
説
は
間
違
つ

て
居
る
と
云
つ
て
其
欠
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
云
ひ
換
へ

る
と
、
私
は
此
文
章
に
付
い
て
、
何
等
の
鑑
ア
プ
レ
シ
エ
ー
シ
ヨ
ン

賞
を
も
持（
マ
マ
）

な
い
と
云

ふ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
漱
石
は
、
外
国
の
批
評
に
つ
い
て
「
何
等
の
鑑
ア
プ
レ
シ
エ
ー
シ
ヨ
ン

賞
を
も
持
な

い
」
と
自
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
か
う
云
つ
た
例
は
世
の
中
に
随
分
多

い
。
人
間
は
賛
成
し
な
け
れ
ば
反
対
す
べ
し
と
云
ふ
議
論
は
な
い
筈
で
あ
る

か
ら
、
私
も
ブ
レ
エ
ア
の
説
に
賛
成
も
せ
ず
、
不
賛
成
も
称
へ
な
く
と
も
不

都
合
は
な
い
次
第
で
あ
る
」
と
、「
趣
味
」
標
準
の
相
対
性
を
説
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、『
文
学
評
論
』
の
「
第
四
編　

ス
ヰ
フ
ト
と
厭
世
文
学
」
で
も

「
趣
味
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

文
学
は
吾
人
の
趣テ
ー
ス
ト味
の
表
エ
キ
ス
プ
レ
ツ
シ
ョ
ン

現
で
あ
る
。
即
ち
あ
る
意
味
に
於
て
、

吾
人
の
好
悪
を
表
は
す
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
だ
か
ら
作
物
に
か
い

て
あ
る
事
は
、
事
実
も
し
く
は
想
像
に
よ
つ
て
多
少
変
化
さ
れ
た
る
事

実
だ
け
れ
ど
も
、
外
の
言
葉
で
云
へ
ば
、
作
家
が
自
然
か
ら
受
け
た
活

き
た
影
響
を
書
い
た
と
云
つ
て
も
差
支
な
い
。
此
活
き
た
影
響
と
は
、

⎩⎨⎧

〔are

〕
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有
機
的
に
吾
人
の
生
命
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
、
枯
死
、
孤
立
し

た
断
片
的
の
知
識
と
は
違
ふ
。
即
ち
未
来
の
行
為
言
動
を
幾
分
で
も
支

配
す
る
傾
向
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
是
が
趣テ
ー
ス
ト味
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
は
、『
文
学
評
論
』
で
は
「
文
学
は
吾
人
の
趣テ
ー
ス
ト味
の

表エ
キ
ス
プ
レ
ツ
シ
ョ
ン

現
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、「
趣テ
ー
ス
ト味
」
は
、
あ
る
意
味

で
「
好
悪
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
た

「
活
き
た
影
響
」
が
異
な
れ
ば
、「
趣テ
ー
ス
ト味
」
が
異
な
っ
て
く
る
し
、
鑑
賞
力
の

結
果Ｋ
も
当
然
異
な
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
文
学
評
論
』「
第
一
編　

序
言
」
に
も
「
趣
味
の
普
遍
性
に
就
て
」

や
「
普
遍
を
離
る
ゝ
結
果
」
に
関
す
る
論
述
が
あ
る
。「
第
三
編　

ア
ヂ
ソ

ン
（Joseph A

ddison. 1672-1719

）
及
び
ス
チ
ー
ル
（Sir Richard Steele. 

1672-1729

）
と
常
識
文
学
」
に
「
常
識
は
解
釈
の
仕
様
で
色
々
な
意
味
に
な

る
」
と
い
う
論
点
が
見
ら
れ
、「
常
識
」
の
相
対
性
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、『
文
学
論
』
で
も
国
民
の
間
の
相
違
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
同
一
の
現
象
も
異
れ
る
国
民
の
間
に
は
著
し
き
相
違
を
以
て
現

は
る
ゝ
こ
と
あ
り
。
而
し
て
其
源
因
は
前
に
述
べ
た
る
組
織
状
態
、
習

慣
等
の
差
違
に
求
む
べ
き
こ
と
無
論
な
り
。
か
の
同
一
の
言
語
が
時
に

同
一
の
Ｆ
を
代
表
せ
ざ
る
こ
と
あ
る
も
此
種
の
差
違
の
一
例
た
る
の

み
。
余
は
之
を
名
け
て
「
解
釈
の
差
違
」
と
す
。
凡
そ
吾
人
の
周
囲
を

廻
転
す
る
森
羅
万
象
は
風
の
落
葉
を
捲
く
が
如
く
旋
行
推
移
す
る
も
の

に
し
て
、
其
間
に
変
化
多
く
且
つ
其
変
化
不
断
に
し
て
常
に
流
動
の
状

態
に
あ
り
。
而
し
て
吾
人
が
筆
紙
に
上
す
べ
き
は
此
無
数
の
変
化
の
一

現
象
を
と
ら
へ
之
を
脳
裏
に
印
す
る
も
の
な
れ
ば
、
甲
が
一
物
に
つ
き

捕
へ
た
る
一
現
象
は
、
乙
が
同
一
の
現
象
に
つ
き
捕
へ
た
る
点
と
大
に

趣
を
異
に
す
る
は
、
尚
ほ
ａ
と
ｏ
と
の
母
音
の
間
に
は
無
限
の
中
間
母

音
介
在
し
て
、
甲
乙
の
二
人
任
意
に
其
中
間
の
音
を
選
む
時
、
此
両
者

が
一
致
す
る
こ
と
極
め
て
稀
な
る
に
似
た
り
。（
中
略
）
単
に
古
今
の

差
、
即
ち
歴
史
上
同
一
の
開
化
潮
流
の
配
下
に
あ
り
し
国
民
に
於
て
す

ら
如
此
き
多
少
の
変
化
あ
る
を
知
ら
ば
、
東
西
文
化
全
く
其
趣
を
異
に

す
る
日
本
、
西
洋
と
の
間
に
一
方
な
ら
ざ
る
解
釈
の
差
違
あ
る
べ
き
は

無
論
の
こ
と
な
り
と
す
。
更
に
厳
格
の
意
味
に
於
て
は
個
人
の
間
に
も

亦
同
様
の
差
違
存
在
す
る
こ
と
自
明
の
理
に
し
て
、
婦
人
の
所
謂
「
立

派
な
る
」
は
男
子
の
所
謂
「
立
派
な
る
人
」
と
一
致
符
合
せ
ざ
る
こ
と

多
か
る
べ
く
、
青
年
の
所
謂
「
女
」
は
老
人
の
所
謂
「
女
」
と
は
大
に

其
趣
を
異
に
す
べ
し
。（
中
略
）
以
上
を
約
言
す
れ
ば
、
凡
そ
吾
人
の

意
識
内
容
た
る
Ｆ
は
人
に
よ
り
時
に
よ
り
、
性
質
に
於
て
数
量
に
於
て

異
る
も
の
に
し
て
其
源
因
は
遺
伝
、
性
格
、
社
会
、
習
慣
等
に
基
く
こ

と
無
論
な
れ
ば
、
吾
人
は
左
の
如
く
断
言
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
即
ち

同
一
の
境
遇
、
歴
史
、
職
業
に
従
事
す
る
も
の
に
は
同
種
の
Ｆ
が
主
宰

す
る
こ
と
最
も
普
通
の
現
象
な
り
と
す
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
は
、
同
じ
現
象
に
対
す
る
「
異
れ
る
国
民
の
間
」
の

相
違
か
ら
「
解
釈
の
差
違
」
と
そ
の
理
由
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大

別
し
て
「
古
今
」
の
差
と
「
東
西
」
の
差
が
あ
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
間
に

も
同
一
現
象
に
対
す
る
認
識
の
相
違
が
あ
る
。さ
ら
に
細
分
化
す
る
と
、「
遺

伝
、
性
格
、
社
会
、
習
慣
」
や
「
境
遇
、
歴
史
、
職
業
」
な
ど
の
規
準
に
よ
っ

て
、
人
々
の
「
意
識
内
容
」
が
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
二
点
あ
る
。
ま
ず
一
点
目
は
、『
文
学
論
』
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で
記
さ
れ
た
分
類
方
法
は
、
前
述
の
一
九
〇
一
年
八
月
の
ノ
ー
ト
の
発
想
に

基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
二
点
目
は
、
こ
こ
で
「
趣
味
」

や
文
学
鑑
賞
力
に
限
ら
ず
、
様
々
な
「
意
識
内
容
」
の
規
準
ま
で
広
げ
て
思

考
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
趣
味
」
を
含
め
た
「
意
識
内
容
」
の
前
に
つ
ね
に
、
だ
れ
の

0

0

0

意
識
と
い

う
よ
う
な
所
有
格
が
存
在
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
だ
れ
の
規
準
を
も
っ

て
判
断
す
べ
き
な
の
か
は
、
文
学
鑑
賞
の
み
な
ら
ず
、
広
い
意
味
で
認
識
の

前
提
に
も
な
っ
て
い
る
。

四
．
二
つ
の
「
顔
」
と
「
鏡
」

　

漱
石
は
、
自
身
の
「
顔
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
も
、
分
類
規
準
を
決
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、『
木
屑
録
』
と
『
倫
敦
消
息
』
の
共
通

性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
作
品
と
も
、「
鏡
」
に
よ
っ
て
変
容
す
る
「
顔
」

を
描
い
た
と
い
え
る
。

　

も
う
一
度
『
木
屑
録
』
に
戻
っ
て
考
え
た
い
。

　

同
遊
の
士
は
、
余
を
合
わ
せ
て
五
人
、
風
流
韻
事
を
解
す
る
者
無
し
。

或
い
は
酒
を
被
り
て
大
呼
し
、
或
い
は
健
啖
に
し
て
食
に
侍
す
る
者
を

驚
か
す
。
浴
後
に
は
輒
ち
棋
を
闘
わ
せ
て
、
以
て
消
閑
す
。
余
、
独
り

冥
思
遐
捜
し
、
時
に
或
い
は
呻
吟
し
、
甚
だ
苦
し
む
の
状
を
為
す
。
人

皆
非
笑
し
て
以
て
奇
癖
と
為
す
も
、
余
は
顧
み
ざ
る
な
り
。
邵
青
門
、

思
い
を
構
う
る
時
に
方
り
て
、
大
苦
有
る
者
に
類
せ
る
も
、
既
に
成
れ

ば
則
ち
大
い
に
喜
び
、
衣
を
牽
き
床
を
遶
り
て
狂
呼
す
。
余
の
呻
吟
せ

る
、
焉
に
類
す
る
有
り
。
而
う
し
て
傍
の
人
は
識
ら
ざ
る
な
り
。

　
『
木
屑
録
』
で
は
、「
同
遊
の
士
は
、
余
を
合
わ
せ
て
五
人
、
風
流
韻
事
を

解
す
る
者
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
風
流
韻
事
を
解
す
る
」
か
否
か
に
よ
っ

て
、「
同
遊
の
士
」
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、『
木
屑
録
』
で
は
、

「
風
流
」
人
は
、
人
を
分
類
す
る
「
鏡
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
独

り
」
詩
文
を
苦
吟
す
る
漱
石
の
様
子
は
、
異
常
な
「
奇
癖
」
と
し
て
周
囲
の

人
々
の
目
に
映
る
。
し
か
し
、「
何
ぞ
余
に
類
せ
る
こ
と
の
甚
だ
し
き
」
と

い
う
子
規
の
眉
批
に
も
あ
る
よ
う
に
、
漱
石
は
、
文
人
「
邵
青
門
」
や
子
規

と
い
う
基
準
系
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
子
規
と
「
類
」
を
共
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
安
定
し
た
「
顔
」
が
獲
得
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
倫
敦
消
息
』
に
も
類
似
し
た
考
え
方
が
み
ら
れ
る
。

　

そ
れ
か
ら
大
抵
の
人
間
は
非
常
に
忙
が
し
い
。
頭
の
中
が
金
の
事
で

充
満
し
て
居
る
か
ら
日
本
人
抔
を
冷
か
し
て
居
る
暇
が
な
い
と
い
ふ
様

な
訳
で
我
々
黄
色
人
│
│
黄
色
人
と
は
甘
く
つ
け
た
も
の
だ
。
全
く
黄

色
い
。
日
本
に
居
る
時
は
余
り
白
い
方
で
は
な
い
が
先
づ
一
通
り
の
人

間
色
と
い
ふ
色
に
近
い
と
心
得
て
居
た
が
此
国
で
は
遂
に
人
│

間
│

を
│

去
│

る
│

三
│

舎
│

色
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
と
悟
つ
た
。
│
│
其
黄
色
人

が
ポ
ク
〳
〵
人
込
の
中
を
歩
行
い
た
り
芝
居
や
興
行
物
抔
を
見
に
行
か

れ
る
の
で
あ
る
。 

（『
倫
敦
消
息
』・
二
）

　
「
日
本
に
居
る
時
は
先
づ
一
通
り
の
人
間
色
と
い
ふ
色
に
近
い
」、
そ
し

て
、「
此
国
で
は
遂
に
人
│

間
│

を
│

去
│

る
│

三
│

舎
│

色
と
言
は
ざ
る
を
得
な

い
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
日
本
に
居
る
時
は
」、「
此
国
で
は
」
と
の
対
照
が

見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、「
日
本
」
か
イ
ギ
リ
ス
か
に
よ
っ
て
、「
顔
」
が
分
類

さ
れ
、
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
国
人
と
い
う
他
者
は
、
顔
を

映
す
「
鏡
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
に
お
け
る
漱
石
の
占
め
る
立
場
の
力
関
係
が
逆
転



〔　　〕43

し
て
い
る
。『
木
屑
録
』
で
は
、
漱
石
は
「
風
流
」
人
と
し
て
の
一
面
、
つ

ま
り
こ
れ
ま
で
よ
り
強
い
立
場
を
子
規
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、『
倫
敦
消
息
』
で
は
、
異
国
で
は
じ
め
て
外
国
人
と
し
て
の
よ
り
弱

い
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
深
刻
さ
の
程
度
こ
そ
異
な
る
が
、

「
顔
」
が
あ
っ
て
「
鏡
」
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、「
鏡
」
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
「
顔
」
が
現
象
で
き
る
と
い
う
点
で
、
両
作
品
が
共
通
し
て
い
る
。

五
．
漱
石
に
お
け
る
『
木
屑
録
』
と
『
倫
敦
消
息
』
の
位
置

　

こ
こ
で
『
木
屑
録
』『
倫
敦
消
息
』
と
以
後
の
作
品
と
の
共
通
点
を
検
証

し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
両
作
品
の
創
作
意
識
は
、
漱
石
文
学
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　
『
倫
敦
消
息
』
の
続
編
で
あ
る
『
自
転
車
日
記Ｌ
』
に
は
、「
鏡
」（
分
類
規
準
）

に
対
す
る
関
心
が
う
か
が
え
る
。
同
居
す
る
「
婆
さ
ん
」
に
つ
い
て
、「
瞬

き
も
せ
ず
余
が
黄
色
な
面
を
打
守
り
て
如
何
な
る
変
化
が
余
の
眉
目
の
間
に

現
る
ゝ
か
を
検
査
す
る
役
目
を
務
め
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
彼

二
婆
さ
ん
は
余
が
黄
色
の
深
浅
を
測
つ
て
彼
等
一
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め

る
、
余
は
実
に
彼
等
に
と
つ
て
黄
色
な
活
動
晴
雨
計
で
あ
つ
た
」
と
も
あ
る
。

「
検
査
」、「
深
浅
を
測
」
る
、「
活
動
晴
雨
計
」
と
い
う
よ
う
に
、
漱
石
の
黄

色
い
顔
は
、
逆
に
下
宿
の
婆
さ
ん
の
規
準
に
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
規

準
を
異
に
す
る
漱
石
と
下
宿
の
婆
さ
ん
は
、「
合
わ
せ
鏡Ｍ
」
の
よ
う
に
向
か

い
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
漱
石
が
見
つ
め
て
い
る
の
は
、
も
は
や
「
顔
」

で
は
な
く
、「
鏡
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
も
、
猫
が
人
間
の
顔
を
批
評
す
る
と
き

に
「
猫
」
の
規
準
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
第
一
毛
を
以
て
装
飾

さ
れ
べ
き
筈
の
顔
が
つ
る
〳
〵
し
て
丸
で
薬
缶
だ
。
其
後
猫
に
も
大
分
逢
つ

た
が
こ
ん
な
片
輪
に
は
一
度
も
出
会
は
し
た
事
が
な
い
。
加
之
顔
の
真
中
が

余
り
に
突
起
し
て
居
る
。（
一
）」
と
あ
る
。「
毛
を
以
て
装
飾
さ
れ
べ
き
筈

の
顔
」「
顔
の
真
中
が
余
り
に
突
起
し
て
居
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
の

顔
を
「
片
輪
」
と
認
識
す
る
の
は
、「
猫
」
の
「
顔
」
を
標
準
と
し
、「
猫
」

の
目
を
「
鏡
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
や
『
三
四
郎
』
に
至
る
と
、
今
ま
で
生
活
し
て
き
た
空

間
を
離
れ
、
別
の
空
間
に
移
動
す
る
主
人
公
が
あ
ら
わ
れ
る
。
東
京
か
ら
地

方
に
移
動
す
る
「
坊
つ
ち
や
んＮ
」
の
言
動
は
、
山
嵐
に
も
「
妙
な
顔Ｏ
」
で
見

ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
地
方
か
ら
東
京
に
移
動
す
る
三
四
郎
は
、「
都
の

ま
ん
中
」
で
絶
え
ず
「
驚
きＰ
」
を
感
じ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
移
動
す
る
方
向Ｑ

こ
そ
正
反
対
で
あ
る
も
の
の
、
共
に
地
方
と
中
心
の
ど
ち
ら
か
を
「
鏡
」
と

し
、
そ
れ
に
歪
め
ら
れ
た
自
身
の
「
顔
」
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
は
、
冒
頭
か
ら
既
に
鏡
に
向
か
っ

て
お
り
、
時
間
・
時
代
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
直
感
し
て
い
る
。「
人
か
ら
御
洒
落

と
云
は
れ
て
も
、
何
の
苦
痛
も
感
じ
得
な
い
。
そ
れ
程
彼
は
旧
時
代
の
日
本

を
乗
り
超
え
て
ゐ
る
」（『
そ
れ
か
ら
』・
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
旧
時
代
の
日

本
」
を
乗
り
越
え
る
「
御
洒
落
」
な
顔
を
撫
で
る
代
助
は
、
登
場
当
初
か
ら

時
代
や
世
代
の
差
異
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
や

『
三
四
郎
』
に
お
け
る
空
間
の
移
動
に
対
し
て
、『
そ
れ
か
ら
』
の
冒
頭
に
、

時
代
の
変
遷
が
も
た
ら
す
「
鏡
」
の
歪
み
（
規
準
の
差
異
）
が
書
き
込
ま
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
倫
敦
消
息
』
以
後
の
作
品Ｒ
で
も
、
国
家
間
の
差
異
の
み

な
ら
ず
、
文
学
ノ
ー
ト
に
あ
る
「age

」（
年
齢
や
世
代
）
や
「circum

stance

」
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（
環
境
）
や
「natural disposition

」（
生
ま
れ
つ
い
て
の
性
質
）
│
│
大
別
し

て
「tim

e and space

」（
時
間
と
空
間
）
│
│
の
差
異
に
よ
る
歪
ん
だ
鏡
は
、

ひ
き
続
き
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

六
．
お
わ
り
に

　
『
木
屑
録
』
に
お
い
て
、
漱
石
は
「
風
流
」
人
と
し
て
の
自
己
像
を
子
規

に
認
め
て
も
ら
っ
た
。こ
こ
で
は
、「
顔
」
と
「
鏡
」
が
ず
れ
な
い
場
合
、「
鏡
」

よ
り
も
、
様
々
な
「
顔
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
倫

敦
消
息
』
に
お
い
て
、
漱
石
は
新
し
い
他
者
と
し
て
の
外
国
人
に
出
会
う
こ

と
で
、
安
定
し
た
規
準
を
失
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
顔
」
が
様
々
に
ぶ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、「
顔
」
と
「
鏡
」
が
ず
れ
る
場
合
、「
顔
」
よ
り

も
、
様
々
な
「
鏡
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、『
倫
敦
消
息
』
で
は
、「
国
元
」
が
「
顔
」
を
分
類
す
る
「
鏡
」

と
な
っ
て
い
る
。『
木
屑
録
』
で
は
、「
風
流
」
人
の
規
準
が
「
顔
」
を
分
類

す
る
「
鏡
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
は
、
十
二
年
間
隔
た
っ

て
い
る
も
の
の
、
根
底
に
あ
る
顔
と
鏡
の
モ
チ
ー
フ
が
、
連
続
し
て
お
り
、

深
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
何
を
「
鏡
」
に
す
る
の
か
、
何
を
も
っ
て
「
顔
」
の
分
類
規
準
に

す
る
の
か
に
つ
い
て
、
漱
石
は
以
後
の
作
品
に
お
い
て
も
問
い
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、
漱
石
文
学
に
お
け
る
「
顔
」
と
「
鏡
」
を
考

え
る
際
に
、『
木
屑
録
』
と
『
倫
敦
消
息
』
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
論
ず
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）　
『
木
屑
録
』
は
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
九
月
九
日
に
執
筆
さ
れ
て
お

り
、『
倫
敦
消
息
』
は
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
四
月
（「
一
」
は
四
月
九

日
、「
二
」
は
四
月
二
十
日
、「
三
」
は
四
月
二
十
六
日
）
に
執
筆
さ
れ
た
。『
木

屑
録
』
の
漱
石
直
筆
稿
本
の
影
印
本
は
、
一
九
三
二
年
に
岩
波
書
店
に
よ
っ
て

出
版
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
た
「
顔
」
や
「
鏡
」

を
括
弧
で
示
し
て
い
る
。

（
２
）　

小
宮
豊
隆
解
説
・
湯
浅
廉
孫
訳
文
「
木
屑
録
」（
岩
波
書
店　

一
九
三
二
年

十
二
月
）
や
、
高
島
俊
男
『
漱
石
の
夏
や
す
み
』（
ち
く
ま
文
庫　

二
〇
〇
七

年
六
月
）
に
よ
る
現
代
語
訳
が
あ
る
。
ま
た
、
熊
坂
敦
子
「
子
規
と
の
邂
逅

│
│
『
木
屑
録
』『
筆
ま
か
せ
』
を
め
ぐ
っ
て
」（「
国
文
学
」
一
九
七
八
年
五
月
）

や
、
欒
殿
武
「
漱
石
『
木
屑
録
』
の
旅
│
│
風
景
の
成
立
」（「
国
際
文
化
研
究

所
紀
要
」
二
〇
〇
三
年
十
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）　

長
島
裕
子
「『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
の
日
記
募
集
と
漱
石
の
『
倫
敦
消
息
』」（「
近

代
文
学
・
研
究
と
資
料
」
第
六
集　

一
九
七
八
年
六
月
）、
石
﨑
等
「
初
期
の

文
章
│
│
『
倫
敦
消
息
』
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」（
竹
盛
天
雄
編
『
夏
目
漱
石

必
携
Ⅱ
』
一
九
八
二
年
五
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）　
『
倫
敦
消
息
』
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
版
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」（
第
四
巻
第
八

号
・
第
九
号
）
一
九
〇
一
年
五
月
三
十
一
日
・
六
月
三
十
日
に
掲
載
さ
れ
た
。

『
色
鳥
』
版
（
大
幅
改
稿
・「
一
」
を
削
除
）
は
、
一
九
一
五
年
九
月
十
二
日
に

新
潮
社
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。

（
５
）　

岡
田
英
雄
「
作
家
の
添
削
│
│
漱
石
の
『
倫
敦
消
息
』
に
つ
い
て
」（「
言
語

生
活
」
一
六
三
号　

一
九
六
五
年
四
月
）、
久
泉
伸
世
「
ふ
た
つ
の
『
倫
敦
消
息
』

と
『
自
救
的
動
産
差
し
押
さ
え
』
と
」（「
専
修
人
文
論
集
」
四
九
号　

一
九
九

二
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）　

眉
批
は
、
本
文
上
部
に
書
き
込
む
批
評
を
指
す
。

（
７
）　

獺
祭
は
、
子
規
の
雅
号
。
獺
を
並
べ
る
よ
う
に
典
拠
を
多
く
使
用
す
る
と
い

う
比
喩
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
唐
李
商
隠
の
雅
号
「
獺
祭
魚
」
に
因
ん
だ
も
の

で
あ
る
。

（
８
）　

一
八
八
九
年
九
月
十
五
日
（
日
）
正
岡
子
規
宛
書
簡
に
も
「
小
生
も
今
度
は

黄
巻
青
編
時
読
罷
ど
こ
ろ
で
は
な
く
ぶ
ら
〳
〵
と
暮
し
過
し
申
し
候
」
と
あ

る
。
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（
９
）　

文
人
画
家
文
與
可
は
、
親
友
蘇
軾
が
書
い
た
『
文
與
可
画

う
ん
と
う

谷こ
く

偃え
ん

竹ち
く

記
』

に
あ
る
「
胸
有
成
竹
（
胸
中
に
成せ

い

竹ち
く

有
り
）」
の
話
で
も
有
名
で
あ
る
。
な
お
、

一
八
九
七
年
漱
石
の
俳
句
に
「
文
与
可
や
筍
を
食
ひ
竹
を
画
く
」
と
い
う
句
が

あ
り
、『
草
枕
』（
六
）
に
も
「
文
与
可
の
竹
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
一
八

九
一
年
四
月
二
十
日
（
月
）
正
岡
子
規
宛
書
簡
に
「
君
が
芳
墨
を
得
て
始
め
は

其
唐
突
に
驚
ろ
き
夫
か
ら
腹
を
抱
へ
て
満
案
の
哺
を
噴
き
終
り
に
手
紙
を
掩
ふ

て
泫
然
た
り
」
と
あ
る
。

（
10
）　
「（
文
与
可
ど
の
は
）
竹
の
産
地
の
太
守
と
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
千
戸
の

諸
侯
の
富
に
も
ひ
と
し
い
渭
水
の
ほ
と
り
の
広
い
竹
林
と
豊
富
な
た
け
の
こ

を
、
す
べ
て
腹
に
収
め
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
い
う
（『
漱
石
全
集
』　

第
十
八
巻
）。

（
11
）　

正
岡
子
規
「
筆
ま
か
勢　

第
一
篇　

明
治
二
十
二
年　

○
木
屑
録
」（『
子
規

全
集
』
第
十
巻　

講
談
社　

一
九
七
五
年
五
月
）。

（
12
）　

相
原
和
邦
「
作
家
の
誕
生
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七
九
年
六
月
）

で
は
『
倫
敦
消
息
』
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
関
係
、
前
掲
の
高
島
俊
男
『
漱

石
の
夏
や
す
み
』
で
は
『
木
屑
録
』
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
関
係
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　
「『
文
学
論
』
序
」（
一
九
〇
六
年
十
一
月
）（『
漱
石
全
集
』
第
十
四
巻
所
収
）

に
は
そ
れ
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、「
文
学
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
」
に

つ
い
て
悩
む
漱
石
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）　

こ
こ
で
は
、
作
家
以
前
の
漱
石
を
取
り
扱
い
た
い
。
そ
の
た
め
、
子
規
・
虚

子
宛
書
簡
に
あ
た
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
版
を
使
用
し
て
い
る
。

（
15
）　
「『
文
学
論
』
序
」
に
も
「
余
は
物
数
奇
な
る
酔
興
に
て
倫
敦
迄
踏
み
出
し
た

る
に
あ
ら
ず
。
個
人
の
意
志
よ
り
も
よ
り
大
な
る
意
志
に
支
配
せ
ら
れ
て
」
と

あ
る
。「
よ
り
大
な
る
意
志
」
は
こ
の
国
・
地
域
の
共
同
体
の
意
味
に
近
い
と

考
え
ら
れ
る
。

（
16
）　

広
い
意
味
で
の
異
文
化
は
「
国
」
に
限
ら
ず
、
後
述
の
『
文
学
論
』
に
「
職

業
」
の
違
い
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
階
級
や
職
業
な
ど
「
国
」
だ
け
で
は
括
り

き
れ
な
い
、
様
々
な
規
準
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）　
『
漱
石
全
集
』（
第
二
十
一
巻
）
に
「
ノ
ー
ト
Ⅳ
│
13　

T
aste

トW
orks 

of A
rt

」
脚
注
一
「
本
巻
に
収
録
さ
れ
た
ノ
ー
ト
の
う
ち
、
明
確
に
執
筆
時
期

が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
ノ
ー
ト
だ
け
で
あ
る
。
内
容
や
執
筆
状
態
な
ど
を

考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
連
の
ノ
ー
ト
の
う
ち
最
も
早
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も

の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
漱
石
全
集
』（
第
十

五
巻
）
四
八
二
頁
の
注
に
も
「
漱
石
が
英
国
留
学
中
に
も
っ
と
も
深
刻
か
つ
熱

心
に
取
り
組
ん
だ
問
題
の
一
つ
で
、
そ
の
苦
闘
の
あ
と
は
、
た
と
え
ば
本
全
集

第
二
十
一
巻
「
ノ
ー
ト
Ⅳ
│
14
」“T

aste, Custom
 ect. ”

な
ど
に
窺
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
あ
る
。

（
18
）　

漱
石
の
文
学
ノ
ー
ト
に
は
「
ノ
ー
ト
Ⅳ
│
14　

T
aste

トW
orks of A

rt

（note A
ug. 1901

）」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）　
『
英
文
学
形
式
論
』（
原
題
「
英
文
学
概
説
」
一
九
〇
三
年
四
月
│
六
月
）、『
文

学
論
』（
一
九
〇
三
年
九
月
│
一
九
〇
五
年
五
月
）、『
文
学
評
論
』（
原
題
「
十

八
世
紀
英
文
学
」
一
九
〇
五
年
九
月
│
一
九
〇
七
年
三
月
）
の
三
つ
の
講
義
は

三
部
作
を
な
し
て
い
る
。

（
20
）　
「
鑑
賞
の
統
一
と
独
立
」（「
文
芸
欄
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
〇
年
七
月

二
十
一
日
）
に
も
、「
往
年
余
が
英
国
に
留
学
し
て
、
文
学
と
い
ふ
茫
漠
た
る

も
の
を
研
究
し
て
ゐ
る
際
に
、
作
物
の
評
価
上
、
大
に
彼
此
の
差
に
迷
つ
て
困

却
し
た
事
が
あ
る
。（
中
略
）
仕
舞
に
自
家
の
味
は
ふ
べ
き
も
の
に
、
他
人
の

味
覚
を
標
準
と
す
る
は
顛
倒
で
あ
る
、
文
芸
の
翫
賞
は
善
か
れ
悪
か
れ
自
分
の

持
つ
て
ゐ
る
舌
で
や
る
べ
き
仕
事
で
あ
る
、
い
く
ら
信
用
し
て
然
る
べ
き
男
が

ゐ
る
に
し
て
も
、
此
道
ば
か
り
は
代
理
を
頼
む
訳
に
行
か
な
い
も
の
だ
と
悟
つ

た
」
と
あ
る
。
文
学
に
対
す
る
「
彼
此
の
差
」
に
「
困
却
」
し
た
漱
石
は
、
作

品
の
「
味
」
を
「
他
人
の
味
覚
」
で
は
な
く
、「
自
分
の
持
つ
て
ゐ
る
舌
」
を
「
標

準
」
と
す
べ
き
だ
と
語
っ
て
い
る
。
な
お
、
福
井
慎
二
「
漱
石
『
文
学
論
』
へ

の
私
註
│
│
〈
趣
味
〉
の
分
類
学
」（「
国
文
論
叢
」
一
九
九
四
年
三
月
）
に
も

「
趣
味
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
。

（
21
）　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
第
六
巻
第
十
号　

一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
六
月
二

十
日
。

（
22
）　

た
し
か
に
、
こ
こ
で
下
宿
の
婆
さ
ん
や
『
倫
敦
消
息
』
の
下
女
ペ
ン
は
、
個

人
の
視
線
か
ら
漱
石
を
見
て
い
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
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し
、
彼
ら
は
、
本
来
、
日
本
で
は
個
人
で
あ
る
は
ず
の
漱
石
を
、
個
人
と
し
て

と
い
う
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
黄
色
人
の
な
か
の
一
人
と
し
て
見
て
い
る
こ
と

が
、
漱
石
の
記
述
に
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
視
線
に
は
、
た
と
え
無
意
識
で

あ
っ
て
も
、
国
や
人
種
的
な
差
異
を
見
る
、
よ
り
大
き
な
視
線
が
潜
在
し
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
の
差
異
を
見
る
婆
さ
ん
の
目
を
意
識
す
る
漱
石
は
、
逆
に
婆

さ
ん
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
立
場
が
逆
転
で
き
る
「
合
わ

せ
鏡
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
23
）　
「
江
戸
っ
子
」
と
自
負
し
つ
つ
も
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
中
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
が
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
生

徒
た
ち
に
対
し
て
も
そ
う
だ
し
、
松
山
の
人
々
に
対
し
て
も
、
東
京
者
と
し
て
、

な
い
し
は
江
戸
っ
子
と
し
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
語
る
。
し
か
し
、
東
京
者
か
江

戸
っ
子
か
と
い
う
の
は
実
は
決
定
的
に
価
値
体
系
と
し
て
は
違
っ
て
、
本
人
も

分
か
ら
な
く
な
る
か
ら
、
追
い
詰
め
ら
れ
る
と
、
清
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
そ

こ
へ
逃
げ
込
む
。」
と
小
森
陽
一
は
指
摘
し
て
い
る
。（
鼎
談
「
明
治
の
『
坊
つ

ち
や
ん
』」「
漱
石
研
究
」
第
十
二
号　

一
九
九
九
年
十
月
）。

（
24
）　
「
お
れ
は
江
戸
っ
子
だ
か
ら
君
等
の
言
葉
は
使
へ
な
い
、
分
ら
な
け
れ
ば
、

分
る
迄
待
つ
て
る
が
い
ゝ
と
答
へ
て
や
つ
た
。（
中
略
）
う
ん
丈
で
は
気
が
済

ま
な
か
つ
た
か
ら
、
此
学
校
の
生
徒
は
分
ら
ず
や
だ
な
と
云
つ
て
や
つ
た
。
山

嵐
は
妙
な
顔
を
し
て
居
た
」「
飯
を
済
ま
し
て
か
ら
に
し
や
う
と
思
つ
て
居
た

が
、
癪
に
障
つ
た
か
ら
、
中
途
で
五
円
札
を
一
枚
出
し
て
、
あ
と
で
是
を
帳
場

へ
持
つ
て
行
け
と
云
つ
た
ら
、
下
女
は
変
な
顔
を
し
て
居
た
。」（『
坊
つ
ち
や

ん
』・
二
）
と
い
う
よ
う
に
「
妙
な
顔
」「
変
な
顔
」
で
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

（
25
）　
「
三
四
郎
が
東
京
で
驚
ろ
い
た
も
の
は
沢
山
あ
る
。（
中
略
）
尤
も
驚
ろ
い
た

の
は
、
何
処
迄
行
つ
て
も
東
京
が
無
く
な
ら
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
つ
た
。」（『
三

四
郎
』・
二
の
一
）
と
あ
り
、「
驚
ろ
き
」
と
い
う
表
現
は
十
回
も
出
て
い
る
。

（
26
）　

佐
藤
裕
子
「
漱
石
解
読
│
│
〈
語
り
〉
の
構
造
」（
和
泉
書
院　

二
〇
〇
〇

年
五
月
）
で
は
一
人
称
の
視
点
か
ら
移
動
し
た
人
物
に
言
及
し
て
い
る
。

（
27
）　

紙
面
の
関
係
で
『
自
転
車
日
記
』
か
ら
『
そ
れ
か
ら
』
ま
で
の
例
を
挙
げ
、

空
間
や
時
間
に
よ
る
他
者
と
の
規
準
の
差
異
を
検
証
し
た
。
実
際
、
他
者
と
の

差
異
に
限
ら
な
い
。『
文
学
論
』（「
古
今
の
差
」）
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
同
じ

人
の
な
か
に
も
「
今
」
と
「
昔
」
の
規
準
の
差
異
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
坑
夫
』

の
「
無
性
格
論
」
や
『
明
暗
』
の
津
田
を
悩
ま
す
「
謎
」
に
も
つ
な
が
っ
て
お

り
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

＊
本
稿
の
引
用
は
、
岩
波
版
『
漱
石
全
集
』
第
二
次
刊
行
（
二
〇
〇
三
年
）
に
拠
る
。

傍
線
や
傍
点
お
よ
び
漱
石
漢
詩
の
現
代
語
訳
は
、
引
用
者
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

尚
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
も
一
部
を
除
い
て
省
略
し
た
。

＊
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
（
十
一
月
二
十
六
日
）

に
お
け
る
研
究
発
表
に
基
づ
い
て
お
り
ま
す
。
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
方
々
に
、

心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。


