
み
守

二
、
同
語
句
の
反
復
に
よ
り
、
読
者
を
白
か
ら
の
感
動
裡
に
引
き
込

も
う
と
す
る
勢
と
ね
ば
り
が
感
じ
ら
れ
、
そ
の
切
々
た
る
情
感
を

露
出
し
て
い
る
。

三
、
一
首
の
構
造
上
か
ら
み
た
墨
用
反
復
、
及
び
対
旬
、
反
対
話
の

墨
用
手
法
は
、
作
者
の
思
想
、
感
情
、
情
緒
の
う
ね
り
と
強
調
点

を
示
し
、
歌
形
に
変
化
を
与
え
て
い
る
。
す
な
は
ち
、
才
あ
る
作

者
の
技
巧
を
忠
は
せ
、
早
熟
な
少
女
が
早
口
に
も
の
を
云
う
よ
う

な
調
子
と
云
っ
た
斉
藤
茂
吉
の
評
も
う
な
づ
け
る
。

四
、
前
一
語
句
の
意
味
を
補
う
手
法
で
は
、
時
間
的
昼
間
的
に
よ
り
具

象
化
を
求
め
よ
う
と
す
る
作
者
の
表
現
的
心
情
が
忍
ば
れ
る
。

五
、
晶
子
の
墨
用
反
復
の
頻
用
は
、
一
方
に
彼
女
の
浪
漫
的
自
我
忠

情
、
及
び
思
想
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度

l
分
析

的
！
と
、
一
方
に
独
創
的
な
声
調
を
作
ろ
う
と
す
る
要
求
か
ら
き

て
い
る
。
意
味
的
に
も
、
形
式
的
に
も
常
用
の
語
法
を
破
っ
た
も

の
が
あ
る
の
も
乙
D
為
で
あ
る
。

要
す
る
に
乙
の
小
論
を
通
し
て
云
え
る
こ
と
は
、
「
墨
用
反
復
」
の

表
現
手
法
が
、
浪
漫
的
な
「
み
だ
れ
髪
」
の
「
み
だ
れ
髪
」
的
作
風

を
裏
付
け
る
に
充
分
な
効
果
と
意
義
を
酢
ら
し
た
と
云
う
と
と
で
あ

る。こ
れ
ら
が
如
何
に
評
さ
れ
よ
う
と
、
乙
の
因
子
一
あ
る
が
故
に
「
み
だ

れ
髪
」
の
作
者
晶
子
は
、
当
時
の
詩
歌
界
に
お
い
て
革
新
の
動
機
と

な
り
得
た
の
で
あ
る
。

（
三
十
三
年
度
卒
業
）

徒

然

草

の

生

活

観

－

1
無
常
観
の
み
え
る
章
段
を
中
心
に
｜
｜

古

賀

節

子

．． 

徒
然
草
の
根
本
忠
担
が
仏
教
的
世
界
観
、
即
ち
、
無
常
観
に
基
く

乙
と
は
、
今
夏
云
う
ま
で
も
な
い
。
叉
、
素
材
の
面
に
於
て
も
、
そ

の
大
半
を
し
め
る
の
が
人
間
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
は
、
一
読
す
れ

ば
背
け
よ
う
。
遁
世
し
た
作
者
の
目
は
、
心
は
、
常
に
、
人
問
、
そ

の
生
活
に
む
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
の
無
常
観

は
、
詠
嘆
的
無
常
観
か
ら
自
覚
的
無
常
観
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。

そ
の
時
、
作
者
は
人
間
生
活
に
対
し
て
左
う
考
え
た
か
。
無
常
観
の

発
展
に
そ
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

「
日
本
古
典
文
学
大
系
羽
」
西
尾
実
校
注
使
用

一
、
成
立
時
期
へ
の
泉
問

橘
氏
の
一
年
間
執
筆
説
は
、
本
文
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
疑
問
を

生
じ
て
き
た
。
即
ち
、
現
行
流
布
本
は
あ
ま
り
に
も
整
い
す
ぎ
た
感

が
あ
る
と
と
、
短
期
間
で
出
来
た
も
の
に
し
て
は
、
思
想
の
変
化
が

甚
し
い
と
と
、
錯
す
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
L
に
、
小
山
氏
に
よ

っ
て
、
上
下
三
十
六
の
欠
段
が
あ
る
育
表
紙
本
が
発
見
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
小
山
氏
は
、
上
巻
三
十
二
の
欠
段
は
、
後
に
作
者
の
手
に
よ

っ
て
増
補
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
前
記
の
疑
問
を
解
決
す
る
も
の
、

と
云
わ
れ
る
。
と
れ
ぞ
全
面
的
に
信
じ
て
よ
い
か
左
う
か
は
ま
冗
確
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定
し
な
い
が
も
乙
L
で
は
本
題
を
進
め
る
便
宜
上
、
と
れ
を
参
考
に

し
て
、
間
期
に
分
け
て
み
た
。
西
尾
氏
が
指
摘
さ
れ
た
三
十
数
段
ま

で
を
才
一
期
、
欠
段
を
除
く
上
巻
残
り
を
矛
二
期
、
下
巻
二
一
一
段

ま
で
を
才
三
期
、
下
巻
残
り
と
上
巻
欠
段
部
分
そ
加
え
た
五
十
数
段

を
才
凹
期
と
し
た
。

二
、
第
一
期

「
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
烏
部
山
の
畑
立
ち
さ
ら
で
の
み

住
み
は
つ
る
習
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
、
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら

ん
。
世
は
さ
だ
め
な
さ
と
そ
、
い
み
じ
け
れ
」
作
者
は
、
無
常
の
世

を
讃
美
し
て
、
情
趣
の
存
在
は
無
常
に
あ
る
、
と
一
五
ぅ
。
乙
の
考
え

は
二
十
一
段
に
も
み
え
る
。
「
月
ば
か
り
面
白
き
も
の
は
あ
ら
じ
」

と
い
う
人
と
、
「
露
乙
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
一
手
つ
人
の
争
い
に
対
し

て
、
「
折
に
ふ
れ
ば
、
何
か
は
あ
は
れ
な
ら
ざ
ら
ん
I

一
「
月
・
花
は

さ
ら
な
り
。
風
の
み
こ
そ
、
人
に
心
は
つ
く
め
れ
。
岩
に
く
だ
け
で

清
く
流
る
L
水
の
け
し
さ
こ
そ
」
い
つ
み
て
も
い
L
と
、
千
安
胡
引
に

賞
美
さ
れ
た
月
・
花
・
露
・
水
・
風
等
、
移
ろ
い
ぞ
す
い
自
然
を
、

趣
あ
る
も
の
と
し
て
示
す
。
い
ず
れ
も
、
不
定
で
あ
る
所
に
、
も
の

．．．． 
の
あ
は
れ
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
常
耳
に
し
日
に

す
る
自
然
物
に
不
定
を
み
た
作
者
は
、
更
に
鯖
蛤
は
タ
を
、
蝉
は
春

秋
を
知
ら
な
い
と
、
世
の
無
常
を
生
物
の
世
界
に
見
出
し
、
人
間
の

生
命
の
永
さ
に
言
及
す
る
。
一
年
間
で
も
気
持
弐
矛
で
は
随
分
な
が

．．． 

ぃ
。
そ
れ
に
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
間
十
位
で
と
生
き
方
め
い
た
こ
と
に

．．． 

ふ
れ
る
。
と
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
、
人
の
栄
枯
盛
去
を
う
た
う
二

三
宅
ー
ペ
ト
ぷ
沼
、
－

zz
，
‘
』
、
．
‘
‘
h

’・
2
・‘

十
五
段
に
も
よ
く
出
て
い
る
。
権
勢
を
一
人
じ
め
し
た
道
長
、
そ
の

士
山
も
、
今
は
、
荒
廃
し
た
寺
院
・
館
の
跡
に
わ
歩
か
偲
ば
れ
る
行
け

だ
と
、
柴
華
の
遺
物
に
無
常
を
感
じ
る
。
慈
悲
を
忘
れ
、
人
民
の
窮

乏
ぞ
よ
そ
に
、
立
高
に
き
よ
ら
を
尽
し
て
い
み
じ
」
と
芯
う
為
政
者

を
非
難
し
、
外
国
の
調
度
品
迄
使
っ
て
飾
り
た
て
た
家
は
、
「
見
る

目
も
苦
し
く
、
い
と
わ
び
し
」
と
生
活
態
度
に
厳
し
い
批
判
を
与
え
、

「
ま
た
、
時
の
聞
の
畑
と
も
な
り
な
ん
」
「
高
に
見
ざ
ら
ん
世
ま
で

ぞ
思
ひ
捷
て
ん
と
そ
、
は
か
な
か
る
ペ
け
れ
」
と
無
常
の
世
に
お
け

る
人
間
の
あ
り
方
に
ふ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
常
を
自
然
、
生

物
、
社
会
、
建
物
に
ま
で
見
た
作
者
は
、
そ
の
中
で
生
活
す
る
人

問
、
そ
の
心
に
焦
点
を
し
ぼ
る
。
二
十
六
段
で
述
懐
す
る
の
は
、
死

者
と
の
別
れ
は
免
れ
得
な
い
世
の
定
め
で
仕
方
の
な
い
事
記
が
、
生

き
て
い
る
人
、
殊
に
、
嘗
て
相
愛
し
た
男
女
が
、
何
時
の
間
に
か
他

人
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
現
実
、
人
白
心
の
変
り
ゆ
く
事
に
対
す
る

悲
し
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
十
七
段
も
同
じ
で
、
天
皇
の
地
位
に
あ

る
時
は
、
人
の
取
巻
も
多
い
が
、
一
日
一
、
退
依
な
さ
る
と
「
今
の
世

の
乙
と
繁
き
に
ま
宮
れ
」
て
院
に
伺
う
人
も
な
い
と
、
権
力
者
に

こ
び
る
人
心
を
、
鋭
く
つ
い
て
い
る
。
両
統
一
史
送
の
直
前
で
あ
る
。

当
時
の
政
治
の
実
情
が
伺
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
当
然
、
才
一
段
で
み

た
「
御
門
の
御
位
は
い
と
も
か
し
こ
し
。
竹
の
園
生
の
末
葉
ま
で
、

人
間
の
種
な
ら
ぬ
ぞ
点
、
ん
ど
と
な
き
：
：
：
」
と
対
比
出
来
る
冗
ろ

う
。
神
格
化
し
た
、
尊
い
、
最
高
の
位
天
皇
、
そ
の
子
孫
の
方
々
の

地
位
が
、
権
力
者
の
意
志
で
自
由
に
な
る
と
い
う
現
実
に
、
ど
ん
な
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ふ
れ
る
。
と
の
h
h」
・
引
に
つ
い
て
は
、
人
の
栄
枯
盛
衰
を
う
た
う
二

気
持
で
接
し
た
か
‘
世
の
無
常
を
感
巳
る
の
も
当
然
と
い
え
る
。
そ

し
て
「
か
弘
る
折
に
ぞ
人
の
心
も
あ
ら
は
れ
ぬ
ぺ
き
」
と
日
常
生
活

に
お
け
る
心
の
修
養
と
い
う
か
、
心
の
持
ち
方
を
暗
示
す
る
よ
う
結

論
ず
け
る
。
そ
の
う
ち
に
「
し
づ
か
に
思
へ
ば
、
よ
る
づ
に
過
ぎ
に

し
か
た
の
恋
し
さ
の
み
ぞ
せ
ん
か
た
な
き
」
と
懐
旧
の
情
を
語
り

出
す
c
l
a
7
は
故
人
と
な
っ
た
人
が
、
何
気
な
く
書
き
と
め
て
い
た
文

平
絵
等
は
、
そ
の
人
を
思
い
出
し
て
懐
し
く
、
現
に
い
る
人
の
で

も
、
何
時
頃
だ
っ
た
な
あ
と
か
、
想
い
ぞ
馳
せ
る
時
、
一
入
感
慨
を

そ
L
る
し
、
「
手
な
れ
し
具
足
な
ど
も
、
心
も
な
く
て
変
ら
ず
久
し

．．．．．．． 
，
 

．．． ，
 

き
。
い
と
か
な
し
」
と
万
物
無
常
の
世
に
、
も
の
U
あ
ほ
か
を
感
じ

る
作
者
は
、
変
ら
ず
存
在
す
る
無
心
の
も
の
に
叉
、
深
い
心
を
寄
せ

て
い
る
。
所
で
、
三
十
段
に
は
、
「
人
の
な
き
か
ん
』
ば
か
り
悲
し
き

も
の
は
な
し
」
と
一
五
う
。
人
の
死
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
死
後
の

諸
事
を
悲
し
み
、
無
常
の
世
に
一
宮
口
一
回
み
ま
で
す
る
人
の
心
根
を
非
難

す
る
。
「
古
き
境
は
す
か
れ
て
聞
と
な
り
ぬ
。
そ
の
形
だ
に
な
く
な

り
ぬ
る
ぞ
悲
し
き
」
生
者
必
滅
、
万
物
無
常
の
世
に
対
す
る
切
々
た

る
悲
情
が
つ
ど
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
様
に
、
才
一
期
で
は
世
の
無
常
を
嘆
い
て
い
る
。
だ
が
、
そ

の
嘆
き
も
方
丈
記
と
異
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
去
り
ゆ
く

も
の
へ
愛
情
の
情
を
吐
き
、
無
常
を
は
か
な
ん
で
逃
避
し
、
逃
避
出

来
ぬ
と
悟
っ
て
嘆
息
す
る
ば
か
り
行
っ
た
。
し
か
し
、
と
れ
は
「
世

は
定
め
な
き
乙
そ
い
み
じ
け
れ
」
と
肯
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
未

だ
多
分
に
詠
嘆
で
あ
り
、
情
趣
の
存
在
場
所
と
し
て
の
肯
定
で
あ

地
位
が
、
権
力
者
の
意
志
で
自
由
に
な
る
と
い
う
誠
実
K

ト
ζ

r
ハ4
4

る
。
無
常
ぞ
と
く
心
も
、
美
に
憧
れ
る
心
で
し
か
な
い
よ
う
だ
。
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

だ
、
人
の
心
、
無
常
の
世
に
お
け
る
生
き
方
に
対
し
て
「
人
は
己
を

つ
ど
ま
ぞ
か
に
し
、
著
り
を
退
け
て
、
財
を
も
た
ず
、
世
を
む
さ
ぼ

ら
ざ
ら
ん
ぞ
、
い
み
じ
か
る
べ
き
」
と
生
前
態
度
に
言
を
及
ぼ
し
て

い
る
所
に
は
、
嘆
息
ぞ
こ
え
た
進
歩
が
み
え
る
。

三
、
第
三
期

一
期
に
お
い
て
、
無
常
の
世
で
白
生
活
態
度
、
人
白
心
の
あ
り
方

等
、
修
養
が
必
要
だ
と
暗
示
め
い
た
と
と
が
、
二
期
に
は
、
そ
の
具

体
的
な
方
法
と
し
て
、
求
道
生
活
に
入
る
事
を
奨
励
す
る
。
と
か

く
、
人
は
危
機
に
会
つ
て
は
じ
め
て
、
過
去
の
あ
ぞ
ま
ち
に
気
付
く

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
万
事
格
っ
た
の
も
同
然
で
あ

る
。
基
の
多
く
は
、
幼
く
し
て
死
ん
だ
入
で
あ
る
か
ら
、
人
は
、
常

に
、
無
常
迅
速
の
世
で
あ
る
と
と
を
認
識
し
て
、
仏
道
修
行
を
す
る

気
持
ぞ
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
の
道
理
を
知
ら
な
い
愚
か
な
人

は
、
名
利
に
溺
れ
て
一
生
苦
し
む
。
智
謀
と
か
普
で
あ
る
と
と
な
ど

も
、
必
要
な
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
結
局
は
、
世
の
中
で
の
評

判
冶
よ
く
す
る
為
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
し
、
死
ね
ば
何
の
殺
に
も
た

た
な
い
、
と
去
っ
て
、
遂
に
は
「
い
か
な
る
を
か
智
と
い
ふ
べ
き
。

可
、
不
可
は
一
条
な
り
。
い
か
な
る
を
か
善
と
い
ふ
」
「
高
は
皆
非

な
り
。
言
う
に
た
ら
歩
、
願
ふ
に
た
ら
歩
」
と
す
べ
て
を
否
定
す

る
。
と
れ
に
は
H
H

人
は
何
を
求
め
て
生
き
る
べ
き
か
H
H

疑
問
を
も
つ

の
は
当
然
で
あ
る
。
直
接
の
解
答
は
な
い
よ
う
把
が
、
作
者
は
、
ま

乙
と
の
人
の
定
義
を
の
ぺ
る
。
「
智
も
な
く
、
徳
も
な
く
、
功
も
な

-17 -



く
、
名
も
な
し
、
誰
か
知
り
、
誰
か
伝
へ
ん
。
と
れ
、
徳
を
隠
し
、

怠
を
守
る
に
は
あ
ら
歩
。
本
よ
り
賢
愚
・
得
失
の
境
に
を
ら
ざ
れ
ば

な
り
」
と
。
勿
論
、
ま
乙
と
の
人
た
れ
と
云
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以

前
の
過
程
、
仏
道
に
励
め
と
い
う
。
当
時
の
仏
教
は
、
も
う
千
安
時

代
の
よ
う
な
、
貴
族
の
み
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
末
法
思
想
の
波

に
の
っ
た
新
興
仏
教
は
、
金
速
に
、
民
衆
の
心
を
捉
え
、
そ
の
生
活

に
入
り
乙
ん
花
。
庶
民
の
仏
教
で
あ
っ
た
の

r。
長
寿
、
名
利
を
求

め
て
、
東
奔
西
走
す
る
人
k

に
対
し
て
、
「
身
を
養
ひ
て
何
事
を
か

待
つ
。
期
す
る
処
、
た
だ
老
k
死
と
に
あ
り
」
「
命
は
人
を
待
つ
も

の
か
は
」
「
無
常
の
来
る
事
は
J

水
火
の
攻
む
る
よ
り
も
速
し
」

「
大
事
を
思
ひ
立
た
ん
人
は
、
去
り
が
た
く
、
心
に
か
L
ら
ん
事
の

本
意
ぞ
遂
げ
ず
し
て
、
さ
な
が
ら
捨
つ
ぺ
き
な
り
」
と
追
い
た
℃
る

よ
う
に
修
行
を
す
L
め
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
死
を
ゐ
そ
れ
、
悲
し

む
の
は
「
常
佐
な
ら
ん
乙
と
を
思
ひ
て
、
変
化
の
理
を
知
ら
ね
ば
な

り
」
無
常
を
認
識
し
な
い
た
め
に
生
ず
る
、
迷
い
、
生
活
態
度
で
あ

る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
赤
舌
日
の
と
と
に
及
び
、
人
心
不

定
・
物
皆
幻
化
の
世
で
あ
る
、
「
吉
凶
は
人
に
よ
り

e

て
、
日
に
よ
ら

ず
」
と
迷
信
吾
否
定
し
、
入
の
心
が
主
体
で
あ
ろ
と
い
う
。
と
こ
ろ

が
、
仏
道
生
活
に
す
L
む
心
得
と
し
て
は
、
「
道
心
あ
ら
ば
、
住
む

所
に
し
も
よ
ら
じ
」
と
云
う
人
に
答
え
て
、
心
ば
外
界
の
動
き
に
ひ

か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
閑
・
な
ら
で
は
道
は
行
じ
が
た
し
」
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
赤
吉
日
の
と
と
で
は
、
心
に
主

体
性
を
も
た
せ
て
お
り
、
と
L
で
は
、
諸
縁
に
ひ
か
れ
る
心
、
外
部

jji－
－
も
守
ら
巳
。
礼
季
伊
」
も
思
は
巳
。
と
の
少
佐
得
す
り
ん
人

D
も
の
に
誘
意
性
が
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
と

D
矛
盾
ら
し
き
こ

と
に
は
、
示
コ
一
期
に
お
い
て
、
作
者
自
身
の
解
答
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
の
時
、
み
る
と
と
に
す
る
。

と
と
ろ
で
、
作
者
が
、
乙
の
よ
う
に
熱
心
に
説
い
て
い
る
、
求
道

生
活
と
い
う
と
と
は
、
信
仰
心
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
無
常
の
世
に

迷
う
と
と
な
く
、
心
身
を
静
か
に
保
つ
た
め
の
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
即
ち
、
「
人
と
生
れ
た
ら
ん
し
る
し
に
は
、
い
か
も
し
て
世
を

遁
れ
ん
と
と
と
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
と
云
刀
℃
い
る
乙
と
ば
に

も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
信
仰
で
は
な
い
。
別
の
も
の
が
あ
る
。
九

十
八
段
「
一
言
芳
談
」
で
共
鳴
し
た
と
と
の
中
に
「
仏
道
を
願
ふ
と

い
ふ
は
、
別
の
事
な
し
。
暇
あ
る
身
に
な
り
て
、
世
の
事
を
心
に
か

け
ぬ
を
才
一
の
事
と
す
」
と
あ
る
。
或
は
、
三
十
八
段
に
、
名
利
に

あ
く
せ
く
し
て
、
「
閑
か
な
る
暇
な
く
」
一
生
を
過
す
愚
か
さ
、
「

関
な
ら
で
は
道
は
行
じ
が
た
し
」
更
に
は
、
つ
れ
づ
れ
わ
ぷ
る
人
に

独
居
の
よ
さ
を
説
き
、
世
間
に
順
応
し
て
ぞ
っ
て
い

C
と
、
心
が

外
界
の
刺
激
に
と
ら
わ
れ
て
、
迷
い
や
す
い
か
ら
、
「
い
ま
だ
誠
の

道
を
知
ら
・
？
と
も
、
線
を
離
れ
て
身
や
閑
に
し
、
事
に
あ
づ
か
ら
守

し
て
心
を
ぞ
す
く
せ
ん
乙
そ
、
暫
く
楽
し
ぶ
と
も
一
育
ひ
っ
ペ
け
れ
」

E
静
か
に
暮
す
乙
と
を
主
張
す
る
。
と
の
よ
う
に
、
作
者
が
求
道
生

訴
を
す
L
め
る
の
は
、
信
仰
を
す
L
め
る
の
で
は
な
f
＼
諸
縁
か
ら

は
な
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
営
み
得
る
、
関
居
生
前
を
奨
励
し
で
い
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
更
に
強
く
、
主
張
さ
れ
る
。
「
日

暮
れ
塗
遠
し
口
五
日
が
生
既
に
躍
世
た
り
。
諸
縁
を
放
下
す
べ
き
時
な
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趣
で
あ
る
。
想
像
美
の
主
張
で
あ
る
。
と
れ
に
似
た
美
意
識
立
K
巻



2
4
r
d
1
3
‘
；
、
r
d
u

り
。
信
や
も
守
ら
と
。
礼
義
を
も
思
は
じ
。
と
の
必
を
得
大
ら
ん
人

は
、
物
狂
ひ
と
も
い
へ
、
う
つ
L
な
し
、
情
な
し
と
も
必
へ
。
段
る

と
d
h

苦
し
ま
じ
。
誕
百
む
と
も
聞
き
入
れ
巴
」
と
在
ほ
し
い
程
の
激
し

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
が
こ
ん
な
に
強
く
云
う
、
放
下
す
ぺ
き

諸
縁
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
二
三
段
に
、
人
に
必
要
な
も
の
で
は
、

衣
食
住
と
薬
を
加
え
た
四
つ
が
、
本
当
に
大
事
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
他
は
一
切
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
別
外
の
す
べ
て
を
否

定
し
た
作
者
も
、
一
道
に
生
き
る
人
を
称
え
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
た
だ
今
の
一
念
、
利
那
に
生
き
る
、
と
い
う
と
と
に
L

お
い

て
一
致
す
る
ο

そ
う
し
て
、
こ
の
時
期
の
、
結
論
ら
し
い
も
の
と
し

て
、
最
後
に
「
己
を
知
れ
」
と
一
一
品
っ
て
い
る
。
「
我
を
知
ら
や
し
℃

外
を
知
る
と
い
ふ
理
あ
る
べ
か
ら
や
。
さ
れ
ば
、
己
を
知
る
を
、
物

知
れ
る
人
と
い
ふ
ぺ
し
」
作
者
は
、
自
己
を
知
る
と
と
が
す
ぺ
て
白

根
一
冗
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
求
道
生
前
、
閑
居
生
活
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
と
一
五
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

図
、
第
三
期

下
巻
冒
頭
ぞ
飾
る
一
三
七
段
は
、
従
然
平
の
美
意
識
と
い
う
も
の

を
、
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
者
D
筆
致
も
、
思
考

も
、
ま
す
f
I、
さ
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
然
を
対
象
と
し
た

文
が
長
い
為
に
も
、
後
の
部
分
に
述
べ
ら
れ
る
無
常
に
つ
い
て
の
こ

と
ば
、
無
常
観
を
、
無
帰
し
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
と
主

に
示
さ
れ
る
美
意
識
が
、
無
常
観
の
休
得
に
よ
る
も
の
で
あ
る
事
は

は
改
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
で
見
る
美
の

趣
で
あ
る

J

想
像
美
の
主
張
で
あ
る
。
と
れ
に
似
た
美
意
識
は
上
巻

に
も
あ
っ
た
。
八
十
二
段
に
お
け
る
そ
れ
は
、
預
廃
美
、
不
具
美
（

不
整
芙
）
未
完
成
の
美
で
あ
っ
た
。
こ
L
で
は
、
感
覚
器
の
み
に
よ

る
美
の
会
得
で
は
な
く
、
間
接
的
に
見
る
と
と
、
客
観
視
に
ま
で
す

す
め
る
。
祭
見
物
で
感
じ
た
あ
は
れ
、
世
の
無
常
、
こ
う
し
℃
一
連

の
美
意
識
は
、
無
常
で
あ
る
位
に
生
か
さ
れ
る
。
「
充
龍
の
悔
あ

り
」
「
高
の
事
も
、
始
能
こ
そ
h
o
か
し
け
れ
」
人
世
は
大
河
の
流
れ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
再
び
、
自
然
と
人
生
と
白
対
比
で

あ
る
。
「
春
暮
れ
て
後
、
立
に
な
り
、
夏
は
て
L
秋
の
来
る
に
は
あ

ら
A
Y
L

存
は
夏
に
、
夏
は
秋
に
通
じ
て
い
る
。
木
の
葉
ば
、
詳
ち
て

か
ら
茅
ぐ
む
の
で
は
な
い
Q

下
か
ら
穿
生
え
て
く
る
力
に
お
さ
れ
、

堪
え
き
れ
ず
に
訴
ち
る
の
で
あ
る
、
と
微
妙
な
自
然
の
推
移
を
、
確

実
に
把
握
し
、
叙
述
し
て
い
る
ο

し
か
し
、
そ
れ
で
も
問
季
に
は
順

序
が
あ
る
が
、
人
世
に
順
序
は
な
い
。
老
少
不
定
の
世
の
中
で
あ

る
ο

死
は
時
、
場
所
脅
述
ぱ
A
Y
K
ぞ
っ
て
く
る
。
古
か
ら
、
人
が
常

に
心
得
℃
世
く
べ
き
一
事
は
、
「
高
の
事
、
外
に
向
き
て
求
む
べ
か
ら

ず
。
た
い
λ

と
L
も
と
を
正
し
く
す
べ
し
」
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
分
を

正
し
く
す
る
事
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
は
、
求
道
生
前
を
す
る
と
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
一
五
七
段
で
は
、
H
N

触
る
L
一
川
の
益
H
H

と
諸
縁
の

誘
意
性
を
認
め
て
お
り
、
二

O
六
段
に
於
て
は
、
「
あ
品
、
し
み
ぞ
見

て
あ
ヤ
し
ま
ざ
る
時
は
、
あ
ヤ
し
み
か
へ
り
て
破
る
」
と
逆
に
、
心

に
主
体
を
お
い
て
い
る
。
と
の
矛
盾
と
み
え
る
と
と
も
（
二
期
に
も

あ
っ
た
）
体
者
自
身
の
解
答
が
あ
る
。
「
事
現
も
と
よ
り
二
つ
な
ら

19ー



ヂ
」
現
象
も
実
体
も
、
元
来
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
、
差
別
の
な
い

世
界
に
解
答
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
作
者
は
、
常
に
人
聞
を

み
つ
め
た
。
そ
と
で
、
老
少
不
定
の
世
、
無
常
変
易
の
境
に
生
き
る

人
間
に
対
し
、
心
を
広
く
も
て
、
「
人
は
天
地
の
霊
な
り
。
天
地
は

か
ぎ
る
所
な
し
。
人
の
性
な
ん
ぞ
と
と
な
ら
ん
」
と
、
絶
対
的
な
位

置
を
与
え
て
い
る
ο

そ
れ
ば
叉
、
同
時
に
、
人
間
は
、
本
来
そ
う
あ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
作
者
の
深
い
闘
い

が
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
の
無
常
観
は
、
一
期
の
そ
れ
が
著
し
く
詠
嘆
的
で
あ
っ
た
の

に
比
し
て
、
二
期
‘
コ
一
期
の
そ
れ
を
み
る
と
、
客
観
的
な
立
場
で
、

客
観
祝
し
、
自
然
の
法
則
を
見
極
め
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
叉
、
入
間

生
活
の
無
常
を
悟
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
乙
か
ら
生
れ

た
人
間
へ
の
願
い
、
そ
れ
は
作
者
の
理
想
で
あ
っ
た
。
常
性
不
変
の

世
で
は
な
か
っ
た

Q

人
間
に
対
す
る
生
前
態
度
と
し
て
の
要
求
は
、

求
道
で
あ
り
、
閑
居
生
前
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
作
者

の
理
組
像
に
近
十
く
も
の
と
し
て
、
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る。

玉
、
第
四
期

す
一
期
の
詠
嘆
的
無
常
観
は
、
矛
一
寸
矛
二
一
期
に
入
っ
て
、
自
覚

的
な
無
常
観
に
発
展
し
た
と
と
は
わ
か
っ
た
。
そ
の
後
、
作
者
は
、

無
常
に
関
す
る
こ
と
を
云
つ
℃
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由

ば
残
念
な
が
ら
ま
行
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
作
者
の
円
熟
し
た
、

鋭
い
洞
察
力
、
思
考
力
は
み
ら
れ
る
。
二
二
九
段
「
よ
さ
細
工
は
、

少
し
に
ぷ
き
刀
沿
っ
か
ふ
と
い
ふ
。
妙
観
が
万
は
い
た
く
た
L
ず
」

乙
れ
は
、
単
に
、
細
工
の
道
行
け
に
通
用
す
る
の
で
は
な
い
。
す
べ

て
の
道
に
通
ず
る
奥
義
で
あ
る
。
向
、
二
四
一
段
に
み
え
る
無
常

は
、
今
迄
の
主
張
を
く
り
返
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
徒
然
草
が
、
南
北
朝
頃
に
書
か
れ
た
と
し
て
は
、
そ
れ
に

関
す
る
乙
と
が
な
い
と
、
屡
々
、
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
八
十
段
に

日
を
通
し
て
み
よ
う
。
そ
の
前
半
、
専
門
外
の
事
を
好
む
人
に
対
す

る
非
難
は
、
後
半
に
な
る
と
、
武
を
好
む
世
の
風
潮
を
嘆
い
て
、
「

人
倫
に
遠
く
、
禽
獣
に
近
き
振
舞
」
と
武
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
乱
世
で
あ
っ
た
。
「
そ
の
家
に
あ
ら
ず

は
、
好
み
て
益
」
な
し
と
い
う
椀
曲
な
叙
述
は
、
「
人
倫
：
：
：
」
の

と
と
ば
と
共
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
の
健
か
数
行
は
、
作
者
の
気
持

を
そ
っ
く
り
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
ひ
い
て
は
常
に
、
人
間
ら
し
い
生

き
方
を
希
求
す
る
本
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
思
う
。

結

び

万
物
保
…
常
、
無
常
迅
速
の
世
に
於
け
る
、
人
間
の
あ
り
方
、
生
活

へ
の
態
度
、
心
構
え
ぞ
養
う
も
の
と
し
て
、
求
道
生
活
を
奨
励
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
諸
縁
故
下
に
よ
っ
て
営
み
得
る
、
閑
肘
生
活

の
提
唱
で
あ
っ
た
。
そ
と
に
作
者
の
瑚
想
が
あ
る
。
利
那
を
生
か
し

本
当
に
価
値
あ
る
生
き
方
を
示
そ
う
と
し
た
、

rが
そ
と
に
生
れ
た

の
は
、
世
そ
遁
れ
る
と
い
う
、
五
っ
て
消
極
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
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