
研

究

岡

本

か

美
の

世

界

子

の

の

次

間口

は
じ
め
に

本
文第

一
章
自
然
観
照
と
推
移
に
み
る
美
の
世
界

第
二
章
憂
苦
寂
実
の
世
界

一
、
生
命
を
託
す
者

二
、
生
命
を
託
さ
れ
る
者

第
三
章
「
美
」
の
表
現
技
巧

ω、
色
彩
語

ω、
表
情
語

刷
、
体
言
止
め

仙
、
そ
の
他

お
わ
り
には

じ
め
に

昭
和
四
年
十
二
月
二
日
、
か
の
子
一
家
は
欧
州
遊
学
の
た
め
東
京
駅
を
出
発

し
た
。
帰
国
後
ま
と
め
た
『
か
の
子
抄
』
の
府
書
き
に
は
「
ひ
と
た
び
、
檎
々

完
成
し
か
か
っ
た
私
を
解
体
し
て
欧
州
遊
学
の
途
に
の
ぼ
っ
た
。
」
と
あ
る
。

熊
本
女
子
大
学
国
文
学
科
二
十
二
回
生

士

山

市己

子

「
完
成
し
か
か
っ
た
私
」
と
は
、
欧
人
・
仏
教
研
究
家
と
し
て
の
自
己
で
あ
る

が
、
「
解
体
」
と
は
、
そ
れ
ら
を
一
切
捨
て
て
、
新
た
に
何
か
を
創
造
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
決
意
の
固
さ
を
物
語
る
よ
う
に
、
改
造
社
刊
「

わ
が
最
終
歌
集
』
は
昭
和
四
年
十
二
月
一
一
一
日
、
つ
ま
り
出
発
の
翌
日
付
の
発
行

に
な
っ
て
い
る
。

芸
術
至
上
主
義
の
か
の
子
が
、
歌
人
岡
本
か
の
子
を
解
体
し
新
た
な
る
創
造

で
あ
る
小
説
へ
突
入
し
て
い
っ
た
。
小
説
の
中
に
一
体
何
を
憶
慢
し
求
め
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
十
二
年
（
一
九
一
二
六
）
『
鶴
は
病
み
き
』
を
川
端

康
成
の
推
薦
文
を
添
え
て
『
文
学
界
』
六
月
号
に
発
表
し
待
望
の
文
壇
へ
の
デ

ビ
ュ
ー
を
は
か
っ
た
の
は
、
か
の
子
四
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
昭
和
十

四
年
二
月
、
五
十
一
歳
で
永
眠
す
る
ま
で
の
わ
ず
か
四
年
間
、
文
字
通
り
生
命

最
後
の
燃
焼
と
も
い
え
る
そ
の
作
家
活
動
は
、
当
時
の
文
壇
と
は
ま
っ
た
く
独

立
し
た
形
で
現
わ
れ
た
。
私
は
何
回
か
作
品
を
読
む
に
あ
た
っ
て
作
品
に
一
貫

す
る
か
の
子
の
織
烈
な
情
熱
に
誌
か
れ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
の
子

は
、
新
た
な
る
創
造
で
あ
る
小
説
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
「
美
の
陛
界
」
を
展

開
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
か
の
子
の
本
質
的
な
「
美
」
に
対
す
る
思
想
を
分
析

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

小
説
・
文
学
を
作
者
の
思
想
の
カ
ン
バ
ス
の
上
に
描
か
れ
た
絵
と
す
る
と
、



絵
の
要
素
に
は
、
「
空
間
」
と
「
時
間
」
が
考
え
ら
れ
る
。
「
空
間
」
は
作
者

の
思
想
に
よ
っ
て
広
が
り
を
呈
す
る
。
「
時
間
」
の
流
れ
の
上
で
は
、
盈
場
人

物
が
作
者
の
思
想
に
よ
っ
て
前
後
左
右
へ
動
か
さ
れ
る
。
こ
の
「
空
間
」
と
「

時
間
」
を
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
底
に
あ
る
作
者
の
思
想
を
推
し
量
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

か
の
子
の
「
美
」
の
世
界
を
採
る
べ
く
、
第
一
章
に
「
空
間
」
た
る
内
然
を

か
の
子
が
如
何
に
観
照
し
た
か
を
、
そ
の
推
移
と
と
も
に
読
み
と
り
、
第
二
章

に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の
繰
り
広
げ
る
世
界
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

小
説
・
文
学
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
要
素
は
、
意
味
形
即
ち
「
言
語
」
で
あ

る
。
そ
の
言
語
に
よ
る
か
の
子
独
自
の
「
美
」
の
表
現
を
第
三
章
で
採
っ
て
い

き
た
い
と
思
う
。

本

文

第
一
章
自
然
観
照
と
推
移
に
み
る
美
の
世
界

か
の
子
の
十
二
編
の
小
説
に
お
け
る
自
然
描
写
を
み
る
と
明
ら
か
に
観
照
態

度
に
大
き
な
推
移
を
認
め
る
事
が
で
き
る
。
観
照
を
支
え
て
い
る
美
意
識
は
、

十
二
一
編
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
「
美
」
の
世
界
を
展
開
し
て
い
る
。
昭
和
十
一

年
、
十
二
年
の
作
品
で
あ
る
『
、
混
沌
未
分
』
『
花
は
勤
し
』
『
金
魚
捺
乱
』
、

一
読
し
て
ま
ず
感
じ
る
こ
と
は
、
比
聡
表
現
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
自
然
描
写

の
行
聞
に
は
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
躍
動
感
・
生
命
感
が
限
っ
て
い
る
。
感
情
の

放
散
す
る
ま
ま
の
弄
筆
と
も
い
え
る
描
写
に
は
、
情
緒
の
自
然
発
生
的
流
れ
に

そ
う
に
す
ぎ
な
い
方
法
的
素
朴
さ
は
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
単
に
「
あ

ま
り
に
も
装
飾
過
剰
」
と
評
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
無
生
物
を
活
臓

を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
子
は
自
然
の
生
命
の
息
づ
か
い
を

文
字
に
刻
み
こ
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
命
の
輝
き
の
利
那
の

「
美
」
を
絢
胤
た
る
一
言
葉
を
も
っ
て
、
奔
放
な
色
彩
を
も
っ
て
、
表
現
技
巧
を

も
っ
て
、
生
命
の
「
美
」
を
よ
り
美
し
く
文
字
の
中
に
生
き
づ
か
せ
ん
と
す
る

か
の
子
の
描
写
を
み
る
の
で
あ
る
。
か
の
子
が
小
説
に
求
め
た
も
の
は
、
「
美

」
の
自
由
な
る
発
露
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

十
三
年
の
作
品
『
巴
里
祭
』
の
自
然
観
照
に
な
る
と
、
明
ら
か
に
二
面
性
を

も
っ
て
く
る
。
多
く
の
体
言
止
め
を
用
い
な
が
ら
、
原
色
的
色
調
で
油
絵
を
描

く
よ
う
な
タ
ッ
チ
の
巴
里
祭
と
対
照
的
に
、
一
面
に
霧
を
浪
え
た
淡
い
色
あ
い

で
、
自
然
を
色
彩
現
象
と
し
て
把
握
し
、
瞬
間
ご
と
に
移
り
ゆ
く
色
の
微
妙
な

変
化
の
う
ち
に
観
照
し
て
い
く
。
視
覚
的
平
面
的
観
照
へ
と
推
移
を
み
せ
る
。

『
巴
里
祭
』
に
続
く
『
東
海
道
五
十
三
次
』
『
老
妓
抄
』
『
絡
』
『
家
霊
』
に

な
る
と
、
こ
の
推
移
は
顕
著
に
な
る
。

十
三
年
の
『
文
芸
』
の
四
月
号
に
か
の
子
は
、
「
自
作
案
内
」
と
題
す
る
、

い
わ
ば
H

文
学
的
弁
明
υ

を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
は
美
的
価
値
の
面
か
ら
か
の

子
を
肯
定
す
る
『
文
学
界
』
一
派
と
、
自
己
陶
酔
の
有
閑
文
学
に
過
ぎ
ぬ
と
す

る
『
早
稲
田
文
学
』
一
派
な
ど
文
壇
に
お
け
る
賛
否
両
論
に
応
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
「
深
い
懐
疑
」
と
「
肯
定
」
を
自
ら
の
本
質
と
語
る
か
の
子

で
あ
っ
た
。
確
か
に
自
然
の
生
命
の
奔
放
な
る
表
現
も
こ
の
「
肯
定
」
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
か
の
子
白
身
の
指
摘
の
通
り
「
懐
疑
」
は
知
ら
れ

ず
し
て
、
極
彩
色
に
色
と
ら
れ
た
「
行
定
」
の
み
に
着
目
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
。
こ
の
十
三
年
四
月
の
「
山
作
案
内
」
を
契
機
と
し
て
以
後
の
作
品
に
は
、

「
懐
疑
」
を
意
識
的
に
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
か
の
子
の
創
作
的
意
識
が

文
体
面
に
「
抑
制
の
傾
向
」
を
み
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。

七
月
発
表
の
『
出
皇
祭
』
の
自
然
描
写
に
は
、
一
種
の
退
廃
的
悲
哀
感
、
か
漂

う
。
こ
れ
は
人
生
に
「
懐
疑
」
を
も
っ
新
吉
の
心
理
を
背
景
に
し
た
自
然
観
照

が
進
ん
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
続
く
『
東
海
道
五
十
三
次
』
『
老
妓

-2-



抄
』
『
結
』
に
は
、
情
緒
の
動
揺
を
抑
え
た
落
着
い
た
筆
致
で
「
選
び
ぬ
か
れ

た
語
棄
が
き
り
っ
と
簡
素
に
は
め
こ
ま
れ
」
て
い
る
。
極
め
て
視
覚
的
平
面
的

措
写
で
あ
る
。
『
家
霊
』
に
至
る
と
、
視
覚
的
平
面
的
措
写
に
寂
実
と
し
た
幽

玄
、
閑
静
と
い
う
趣
を
加
え
、
こ
の
作
品
全
体
を
被
う
。
斯
く
し
て
自
然
主
義

作
家
が
好
ん
で
卑
近
な
市
井
を
描
い
た
よ
う
に
、
か
の
子
を
縛
り
つ
け
て
い
る

宿
命
運
命
に
対
す
る
退
廃
的
情
緒
と
相
ま
っ
て
十
三
年
の
空
間
部
を
描
出
し
て

い
る
。
翌
年
の
昭
和
十
四
年
二
月
十
八
日
、
か
の
子
は
五
十
一
歳
の
生
涯
の
幕

を
閉
じ
た
。

急
逝
後
の
遺
稿
と
し
て
『
河
明
り
』
『
雛
妓
』
『
食
魔
』
『
生
々
流
転
』
他

が
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
質
量
の
豊
か
さ
は
空
前
の
も
の
と
し
て
陛
間
を
驚
嘆

さ
せ
た
。
『
河
明
り
』
の
多
く
の
比
倫
表
現
、
一
つ
一
つ
の
語
会
に
は
、
自
然

に
対
す
る
「
性
的
な
悦
惚
」
が
擦
り
、
生
れ
、
伸
長
し
、
活
動
す
る
と
こ
ろ
の

「
生
命
体
」
と
し
て
観
照
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
十
二
年
の
作
品
と
一
貫

し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
遺
稿
作
品
に
み
え
る
白
然
描
写
は
、
「
自
作
案
内

」
以
前
の
描
写
が
再
び
冴
え
返
る
。
そ
れ
は
、
来
た
る
べ
き
死
を
予
期
し
た
か

の
よ
う
に
、
か
の
子
自
身
の
文
学
の
宿
命
と
使
命
を
正
面
か
ら
激
し
く
打
ち
出

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

遺
稿
作
品
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
「
闇
」
の
描
写
で
あ
る
。
「
呑
む
こ
と

だ
け
し
て
吐
く
こ
と
を
知
ら
な
い
闇
。
今
宵
の
閣
の
味
わ
い
／
こ
れ
ほ
ど
無
窮

無
限
と
繰
り
返
し
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
は
無
か
っ
た
：
：
：
死
を
食
い
生
を
吐

く
も
の
ま
に
か
く
の
如
き
か
。
」
（
『
食
魔
』
）
「
闇
」
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ

る
「
無
」
は
「
有
」
を
内
蔵
し
無
限
の
生
命
力
を
象
徴
し
た
。
「
国
」
へ
の
か

の
子
の
必
死
の
憧
僚
は
、
自
ら
の
死
を
予
期
し
た
死
主
観
さ
え
読
み
と
れ
る
。

自
然
は
「
美
し
い
以
上
の
も
の
し
と
評
さ
れ
る
。
自
然
の
生
命
力
に
対
す
る
長

敬
の
念
に
他
な
ら
な
い
。
生
命
の
象
徴
た
る
自
然
は
、
「
長
る
べ
き
大
き
さ
で

人
聞
を
す
く
い
上
げ
、
運
び
去
る
圧
倒
的
な
」
存
在
と
し
て
、
今
や
か
の
子
の

前
に
展
開
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

『
河
明
り
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
、
か
あ
る
。
「
・
：
必
ず
し
も
向
然
を
需
め
る

の
で
は
あ
る
ま
い
。
よ
り
以
上
の
人
間
性
を
と
、
っ
き
詰
め
て
行
く
の
で
も
あ

ろ
う
：
：
：
」
自
然
へ
の
懐
憶
は
現

J

実
否
定
を
媒
介
に
肯
定
即
ち
「
よ
り
以
上
の

人
間
性
」
を
内
蔵
す
る
も
の
で
あ
ゥ
た
。
来
た
る
べ
き
死
に
脅
え
る
か
の
子
の

生
命
は
、
無
限
の
生
命
の
流
動
を
も
と
め
て
抑
え
難
く
自
然
の
中
へ
憧
僚
を
深

め
て
い
く
の
で
あ
る
。
僚
憧
は
「
人
間
現
象
」
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
、
否
定

則
肯
定
・
死
即
生
・
無
即
有
の
絶
対
的
世
界
へ
の
道
を
辿
る
。
「
無
」
の
世
界

か
ら
現
実
世
界
を
高
揚
し
よ
う
と
す
る
生
命
の
華
や
ぎ
に
「
美
」
の
世
界
の
展

開
を
み
る
か
の
子
で
あ
っ
た
。
『
生
々
流
転
』
の
花
火
の
描
写
を
み
る
と
「
虚

無
の
閣
に
、
む
な
し
い
空
に
、
人
聞
の
果
敢
な
い
夢
を
切
に
押
花
に
し
よ
う
と

し
て
し
ば
ら
く
は
火
は
力
を
集
中
し
ま
す
。
が
、
や
が
て
力
も
尽
き
て
、
う
る

ん
だ
空
に
本
も
の
の
星
一
つ
が
残
る
だ
け
と
な
り
ま
す
。
精
一
杯
張
り
切
っ
て

華
や
ぐ
限
り
を
尽
し
た
あ
と
は
、
未
練
気
も
な
く
憧
慢
の
中
に
溶
け
去
っ
て
し

ま
ふ
空
の
花
火
。
L

「
無
」
の
閣
の
中
に
陶
き
生
命
故
に
豪
春
、
絢
燭
を
極
め

て
華
や
ぐ
花
火
に
、
か
の
子
の
姿
を
み
る
よ
う
で
あ
る
。
刻
那
の
華
や
ぎ
に
力

を
集
中
す
る
花
火
は
か
の
子
の
美
の
世
界
の
象
徴
で
あ
り
、
利
那
の
美
を
小
説

に
押
花
に
し
よ
う
と
精
一
杯
張
り
切
っ
て
華
や
ぐ
か
の
子
で
あ
っ
た
。

3 -

第
二
章

憂
苦
寂
実
の
世
界

岡
本
か
の
子
文
学
は
、
「
生
命
」
の
文
学
で
あ
る
と
か
「
家
霊
」
の
表
現
だ

と
か
い
わ
れ
る
。
岡
本
一
平
に
よ
れ
ば
、
か
の
子
は
第
一
義
の
芸
術
を
も
っ
て

し
で
も
療
す
べ
く
も
な
い
コ
変
苦
寂
実
」
を
生
涯
に
湛
え
て
い
た
と
い
う
。
「

一
々
こ
の
療
し
難
き
憂
苦
寂
実
を
療
し
切
れ
ぬ
ま
で
も
明
る
み
和
め
よ
う
と
試



み
た
必
死
の
努
力
の
繰
返
し
」
が
、
か
の
子
の
僅
か
四
年
の
作
家
活
動
の
中
で

数
多
く
の
作
品
を
生
ん
だ
由
縁
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

作
品
に
お
け
る
人
物
設
定
を
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
み
た
。
「
生

命
を
託
す
者
」
と
「
生
命
を
託
さ
れ
る
者
」
と
し
た
。
こ
の
相
対
的
関
係
に
あ

る
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
か
の
子
の
陰
影
を
呈
し
て
い
る
。
代
表
的
な
自
伝
と

み
ら
れ
る
晩
年
の
大
作
『
生
々
流
転
』
の
蝶
子
は
「
W

炊
き
父
を
ま
こ
と
の
父
の

い
の
ち
に
蘇
え
ら
せ
、
間
吹
き
母
を
ま
こ
と
の
母
の
い
の
ち
に
浮
き
上
が
ら
せ
・
：

：
・
私
に
順
逆
共
に
慕
い
寄
り
な
が
ら
、
そ
の
屈
ま
れ
る
い
の
ち
を
伸
し
生
し
て

欲
し
い
と
せ
が
み
附
い
た
も
ろ
も
ろ
の
縁
者
た
ち
」
の
生
命
を
背
負
っ
て
生
き

て
い
く
蝶
子
で
あ
っ
た
。
か
の
子
白

F

身
、
旧
家
に
生
れ
た
も
の
の
宿
命
と
し
て

『
雛
妓
』
に
み
ら
れ
る
奴
き
か
〈
と
、
夫
折
し
た
兄
（
大
賞
品
川
）
の
生
命
を
わ

が
身
に
受
け
継
い
だ
。
「
ひ
と
つ
の
誓
い
む
な
し
く
な
ら
ば
ま
た
ひ
と
つ
の
普

い
つ
ぎ
つ
つ
生
く
べ
し
わ
れ
ら
」
〔
『
わ
が
最
終
歌
集
』
）
言
は
ば
こ
れ
が
、

か
の
子
の
文
学
者
と
し
て
の
覚
悟
で
あ
っ
た
。

一
、
生
命
を
託
す
者

『
高
沌
未
分
』
に
は
「
わ
が
清
海
流
は
、
都
会
人
の
嶋
み
に
す
る
、
以
ぎ
た
。

決
し
て
田
舎
に
は
落
し
た
く
な
い
。
」
と
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
て
い
る
父
親
が

登
場
す
る
。
『
過
去
世
』
の
か
〈
（
Y
）
『
金
魚
捺
乱
』
の
矧
造
『
簡
』
の
淡
の

尖
『
家
霊
』
の
母
『
河
明
り
』
の
母
、
い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
の
は
「
憶
病
な

く
せ
に
大
様
に
見
せ
た
が
る
性
分
か
ら
、
家
の
没
落
を
じ
り
じ
り
眺
め
な
が
ら

『
な
に
、
ま
だ
、
ま
だ
』
と
負
け
惜
し
み
を
云
っ
て
潰
し
て
行
く
」
虚
無
的
な

趣
味
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
時
代
の
推
移
を
尻
目
に
自
分
の
都

会
人
と
し
て
の
自
負
と
趣
味
性
だ
け
に
頑
固
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
「
恐
る
べ

き
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
墓
標
の
よ
う
な
人
間
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
生

命
を
託
す
る
こ
と
で
虚
無
か
ら
の
出
立
を
試
み
る
人
々
で
あ
っ
た
。
か
の
子
は

旧
家
の
亡
霊
〈
日
家
霊
）
に
と
り
お
か
れ
た
こ
れ
ら
の
人
々
に
深
う
生
命
の
憂

苦
寂
突
の
中
に
も
「
美
」
を
見
い
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
『
生
々
流
転
』
の

お
角
、
市
塵
庵
春
雄
、
お
日
間
『
花
は
強
し
』
の
小
布
施
『
老
妓
抄
』
の
小
そ
の

の
生
命
を
託
す
姿
は
、
虚
無
か
ら
出
立
す
る
冒
険
で
あ
り
、
永
遠
の
生
命
へ
の

執
劫
な
追
求
で
あ
っ
た
。
「
末
の
位
を
頼
み
」
に
永
遠
の
生
命
を
悲
し
い
ま
で

も
憤
保
す
る
憂
苦
寂
撲
な
る
人
々
あ
た
か
も
そ
れ
は
、
か
の
子
の
見
た
「
虚
無

の
閣
に
む
な
し
い
空
に
、
人
間
の
果
敢
な
い
夢
を
切
に
押
花
に
し
よ
う
と
し
て

精
一
杯
張
り
切
っ
て
華
や
ぐ
限
り
を
尽
す
空
の
花
火
」
の
姿
を
呈
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
姿
は
「
幽
き
」
ゆ
え
に
「
鰯
々
た
る
」
ゆ
え
に
美
し

く
、
生
命
の
極
限
に
展
開
す
る
か
の
子
の
「
美
」
の
世
界
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

二
、
生
命
を
託
さ
れ
る
者
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減
ぴ
ん
と
す
る
旧
日
本
に
育
っ
た
か
の
子
は
、
幾
百
年
に
わ
た
っ
て
積
り
つ
も

っ
た
呪
訊
の
声
を
わ
が
身
に
受
け
継
い
だ
。
か
の
子
自
’
身
、
託
さ
れ
た
者
と
し

て
、
生
命
に
漂
う
療
す
べ
く
も
な
い
憂
苦
ι

誠
実
を
感
じ
て
い
た
。
か
の
子
の
生

命
は
晩
年
に
到
つ
て
は
い
よ
い
よ
華
や
、
き
、
永
遠
の
生
命
へ
の
僚
僚
は
深
ま
る

一
方
で
あ
っ
た
。
生
命
を
託
さ
れ
た
者
の
も
つ
「
北
大
」
を
次
の
よ
う
に
描
く
。

「
何
代
も
都
会
の
上
に
住
み
一
性
分
の
水
を
容
ん
で
系
図
を
保
っ
た
人
間
だ
け

が
持
つ
冴
え
て
徽
密
な
凄
み
と
執
効
な
綾
性
を
含
ん
で
い
る
。
」
（
『
派
沌
未

分
』
〉出

家
の
呪
訊
の
戸
を
背
負
っ
た
小
初
は
、
あ
る
日
J

日
消
無
限
の
波
の
彼
方
の

涼
沌
未
分
の
世
界
へ
進
み
入
ろ
う
と
す
る
。
か
の
子
の
描
か
ん
と
す
る
部
沌
未

分
の
水
の
世
界
は
、
「
陸
上
の
生
活
力
を
一
度
死
に
晒
し
、
実
際
の
影
響
力
を

綾
し
て
仕
舞
い
、
幻
に
溶
か
し
て
い
る
」
世
界
と
し
て
存
在
す
る
。
人
間
世
界



そ
し
て
自
己
を
も
否
定
す
る
死
を
媒
介
と
し
、
無
即
有
、
再
定
即
肯
定
、
死
川

生
と
し
て
の
新
し
い
生
命
を
生
み
出
す
根
元
的
批
界
で
あ
っ
た
。

『
花
は
強
し
』
に
お
い
て
は
、
達
し
い
生
命
力
を
持
つ
故
に
小
布
施
に
生
命

を
託
さ
れ
憂
苦
寂
実
を
嘆
く
桂
子
は
「
苦
し
い
人
生
を
せ
め
て
花
で
慰
め
度

ぃ
。
」
と
花
に
託
し
て
い
く
。
「
花
を
愛
す
る
こ
と
は
未
就
身
が
無
意
識
に
お

い
て
成
就
身
を
嘆
慕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
託
さ
れ
た
者
の
憂
背

寂
実
は
、
未
就
身
な
る
が
故
の
嘆
き
で
あ
り
、
自
己
否
定
を
媒
介
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
花
は
思
想
以
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
感
上

に
幡
る
無
始
無
終
、
美
の
一
大
事
因
縁
な
る
が
故
に
、
誰
人
も
こ
の
美
を
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
こ
こ
で
い
う
「
思
想
以
前
」
つ
ま
り
「
鉱
山
」
の
匁

徴
た
る
花
は
、
そ
れ
自
体
「
荷
担
の
生
命
」
の
憂
苦
寂
実
を
持
つ
も
の
と
し
て

美
の
世
界
を
形
作
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
花
」
と
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と

し
て
『
金
魚
療
乱
』
に
お
け
る
復
一
の
託
し
た
「
金
魚
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
附

く
も
揚
々
た
る
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
未
就
身
の
憂
苦
寂
町
民
を
涼
わ
せ
つ
つ
も
、

そ
の
返
し
い
生
命
力
で
成
就
’
身
を
喫
慕
し
て
い
よ
い
よ
華
や
ぐ
の
で
あ
っ
た
。

華
や
ぐ
そ
の
姿
は
、
幽
く
も
鰯
々
た
る
故
に
、
美
し
い
の
で
あ
っ
た
。
「
よ
り

以
上
の
人
間
性
」
そ
し
て
成
就
身
を
内
試
す
る
「
無
」
の
世
界
は
、
『
U
R祭

』
の
り
里
、
『
食
魔
』
の
問
、
『
生
々
流
転
』
の
土
、
海
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ

た

『
生
々
流
転
』
に
お
い
て
蝶
子
は
「
水
の
ほ
と
り
と
落
ち
ぶ
れ
果
て
た
菰
の

上
と
土
の
呑
」
に
親
し
ん
で
い
っ
た
。
そ
こ
は
「
一
日
一
の
人
生
の
休
憩
の
幕
」

と
し
て
拙
か
れ
「
分
別
に
ま
れ
、
人
情
に
ま
れ
、
判
る
と
い
う
浅
は
か
な
も
の

は
一
時
切
捨
て
」
た
「
生
の
憩
い
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。
成
就
身
を
永
遠
の
生

命
を
憶
僚
し
「
鉱
山
」
の
此
界
を
行
じ
て
い
こ
う
と
す
蝶
子
は
臨
の
乞
食
の
行
為

を
と
ろ
う
と
す
る
。
蝶
子
に
仰
と
な
ら
し
め
た
か
の
子
は
盲
目
に
徹
し
た
「
無
」

の
世
界
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宗
教
的
に
沈
黙
は
自
然
の
ま
ま
の
不
二
未
分
の
変
で
あ
り
、
一
つ
の
思
想
だ

に
入
り
得
な
い
宗
教
的
思
想
の
至
極
で
あ
る
絶
対
の
相
の
「
鉱
山
」
の
世
界
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
し
て
真
に
「
無
な
る
が
故
に
「
有
」
た
り
う
る
、
真
に
「
不
川

」
た
る
故
に
「
然
り
」
た
り
う
る
甘
い
界
な
の
で
あ
る
。
蝶
子
の
知
性
を
越
え
、

社
会
性
を
越
え
た
「
無
」
を
行
ず
る
盗
は
、
『
河
沌
未
分
』
の
水
の
如
く
「
流

れ
に
ま
か
せ
て
な
よ
／
＼
と
、
ど
こ
の
岸
に
で
も
漂
い
寄
り
、
咲
き
得
る
洋
の

花
の
内
然
の
美
し
さ
」
を
も
ち
「
片
づ
か
な
い
ま
ま
に
片
づ
い
て
行
き
、
溢
る

る
ま
ま
に
締
っ
て
行
き
、
返
し
い
ま
ま
に
あ
わ
れ
さ
を
帯
び
、
醜
い
ま
ま
に
美

し
い
姿
」
で
あ
っ
た
。
か
の
子
は
作
中
「
将
銘
就
銘
」
と
評
す
。
こ
の
姿
は
「

土
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
水
」
つ
ま
り
「
川
」
に
象
徴
さ
れ
た
。
土
と
い
う
「

無
」
の
世
界
に
お
け
る
生
命
は
一
筋
の
川
と
し
て
、
な
よ
／
｝
と
淀
み
流
れ
「

生
と
な
し
、
死
と
な
し
、
人
々
の
見
果
て
ぬ
夢
を
も
流
し
入
れ
て
だ
ん
／
＼
太

り
ま
さ
り
な
が
ら
似
を
拡
め
て
く
る
と
」
や
が
て
無
窮
の
広
が
り
を
も
っ
「
海

」
へ
入
る
、
「
河
」
は
か
の
子
に
と
っ
て
解
脱
の
背
行
を
意
味
す
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
「
海
」
は
「
永
劫
尽
く
る
な
き
」
「
無
」
の
世
界
、
諸
行
無
常
の

f

界
ま
た
生
々
流
転
の
枇
界
で
あ
っ
た
。
「
運
命
と
い
う
狭
い
限
界
か
ら
諸
行
無

沼
と
観
ず
る
な
ら
、
そ
の
諸
行
無
常
に
こ
そ
、
次
に
向
け
た
運
命
へ
の
勇
歩
蒸

進
の
力
点
」
が
あ
り
、
「
諸
行
無
償
そ
れ
日
身
、
人
生
の
花
鳥
風
月
の
装
い
」

を
誠
旦
し
、
「
美
」
の
世
界
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
生
命
の
流
転
す
る

剃
那
の
華
や
ぎ
に
無
上
の
「
美
」
の
現
出
を
み
、
永
遠
に
流
転
し
て
や
ま
な
い

生
命
の
世
界
、
「
墓
場
の
世
芥
」
で
あ
る
こ
の
海
へ
女
船
乗
り
と
し
て
蝶
子
を

旅
立
た
せ
る
か
の
子
で
あ
っ
た
。

か
の
子
は
作
品
に
設
場
す
る
人
々
に
憂
背
寂
笑
た
る
生
命
を
被
け
そ
の
嘆
き

を
摘
出
し
て
い
っ
た
。
現
実
の
矛
盾
の
上
に
呈
す
る
憂
苦
絞
突
の
世
界
を
、
「
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美
」
の
世
界
と
し
て
肯
定
的
に
の
り
越
え
て
い
く
、
こ
の
肯
定
の
過
程
に
お
い

て
、
否
定
即
ち
「
無
」
の
世
界
の
展
開
を
み
る
。
こ
の
こ
と
は
胎
蔵
界
曇
陀
羅

を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
り
が
触
発
さ
れ
、
即
身
成
仏
す
る
と
い
う
仏
教
的

行
為
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
「
胎
蔵
」
と
は
未
就
な
ま
ま
の
人
問
、
生
命

の
迷
路
を
意
味
し
、
胎
蔵
界
は
悪
魔
、
餓
売
が
動
め
く
浬
沌
の
相
を
呈
し
た
惨

憎
た
る
現
実
世
界
で
あ
る
。
現
実
の
す
べ
て
を
矛
盾
の
ま
ま
に
包
含
し
て
肯
定

的
に
の
り
こ
え
即
身
成
仏
し
よ
う
と
す
る
絶
対
生
命
を
現
出
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
か
の
子
の
作
品
は
、
託
す
る
者
、
託
さ
れ
る
者
に
漂
う
生
命
の
憂
苦
寂
冥

を
「
美
」
の
世
界
と
し
て
肯
定
的
に
描
き
出
し
、
極
め
て
人
間
的
な
現
実
的
な

ま
ま
に
悟
り
に
到
ろ
う
と
す
る
即
身
成
仏
を
願
う
か
の
子
受
陀
羅
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第

章

「
美
」
の
表
現
技
巧

か
の
子
独
自
の
表
現
技
巧
と
し
て
、
色
彩
語
・
表
情
話
（
擬
声
語
・
擬
態
語

〉
・
体
言
止
め
を
挙
げ
て
み
た
。
色
彩
語
は
視
覚
的
印
象
で
あ
る
の
に
対
し
、

表
情
語
は
聴
覚
的
印
象
ま
た
聴
覚
以
外
の
感
覚
的
印
象
を
こ
れ
に
類
似
の
声
音

に
よ
っ
て
直
接
的
に
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
事
象
の
感
覚
的
印
象

を
感
官
に
映
ず
る
ま
ま
に
直
接
描
写
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
と
そ
こ
に

は
「
一
造
型
的
イ
メ
ー
ジ
」
を
有
し
、
立
体
的
・
絵
画
的
な
表
現
を
呈
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

か
の
子
の
場
合
、
色
彩
語
に
お
い
て
は
波
多
野
完
治
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
画
家
で
あ
る
夫
一
平
の
影
響
が
多
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
か
の

子
は
跡
見
女
学
校
時
代
、
服
部
知
治
に
よ
っ
て
短
歌
の
天
分
を
見
い
出
さ
れ
、

明
治
三
九
年
十
八
歳
の
夏
、
兄
品
川
と
共
に
新
詩
社
に
加
わ
っ
た
。
そ
の
艶
麗

な
絵
画
的
情
緒
美
を
表
現
し
た
新
詩
社
風
浪
漫
的
傾
向
の
短
歌
の
手
法
が
か
な

意のい (1) に用り
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彩輝一 「一一一｜一一二「ーで三汁 I I 
語や二 l____J_口担当~！~I! うる

一色九｜ 2 I 7(7¥1 kの家 霊｜ ｜ ミ」
の種 トー一－－－＇－ Iー」主~1←」~1 I－一一一一一｜ 表

ー雰に 1 4 I 49(47)' 31 (27〕河明りl I 喧
つ 閤お 「一一一一i一一一一「ーで~I I I 認出 I~忠告仁~~：：：＇＂＂！ I ! 
の現が 中言

引 っ市IB間短歌 百首 l辻
な独れ （〉は種類 主に
美白て
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制
表
情
語



実
感
の
表
現
と
し
て
の
擬
声
語
・
擬
態
語
の
頻
出
が
目
立
つ

Q

そ
れ
も
独
特

な
表
現
が
少
な
く
な
い
。
大
半
は
二
音
節
の
繰
り
返
し
で
三
二
七
種
を
数
え

る
。
文
章
全
体
に
リ
ズ
ム
感
を
も
た
せ
、
文
体
に
生
き
の
よ
さ
を
与
え
る
重
要

な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
観
覚
的
印
象
の
如
実
な
表
現
は
、
奔
放
な
感
情

の
流
出
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

制
体
言
止
め

言
語
の
象
徴
性
や
余
情
を
利
用
し
た
表
現
は
明
ら
か
に
短
歌
の
流
れ
を
ふ
む

も
の
で
あ
る
。
艶
美
な
行
情
の
散
文
詩
的
描
写
に
は
浪
浸
的
趣
が
漂
い
、
リ
ズ

ム
感
と
ス
ピ
ー
ド
感
を
伴
っ
て
文
体
の
特
色
を
成
し
て
い
る
。

ωそ
の
他

か
の
子
は
多
面
的
な
才
援
で
中
国
文
学
へ
の
造
詣
の
深
さ
は
よ
く
知
ら
さ
れ

て
い
る
。
か
の
子
の
小
説
に
お
い
て
も
脚
韻
・
押
韻
と
い
う
技
巧
を
度
々
用
い

て
い
る
。

か
の
子
の
選
諾
意
識
、
表
現
意
識
の
底
に
、

命
の
、
従
い
吐
息
が
問
え
て
く
る
。

「
美
」
を
悔
恨
し
て
華
や
ぐ
生

お
わ
り
に

「
さ
く
ら
ば
な
い
の
ち
い
っ
ぱ
い
さ
く
か
ら
に
い
の
ち
を
か
け
て
わ
が
な
が

め
た
り
」
ま
さ
に
か
の
子
の
自
然
観
照
を
う
た
い
こ
め
た
一
首
で
あ
る
。
か
の

子
政
陀
羅
た
る
小
説
は
か
の
子
の
生
命
を
彫
り
止
め
た
か
の
子
の
生
命
そ
の
も

の
で
あ
り
、
小
説
の
一
文
一
文
、
一
語
一
一
訟
が
持
つ
響
き
は
、
か
の
子
の
「
美

」
の
世
界
を
形
造
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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枕
草
子
に
み
る
清
少
納
言
の
美
意
識

形
容
詞
か
ら
み
た
美
意
識
！

同
回

目
川

寸
本
論

第
一
節

第
二
節

次

美
（
醜
）
的
心
象
語
に
つ
い
て

心
象
語
の
対
象
が
示
す
も
の

二
二
回
生

成

子

松

や

す

第
三
節

第
四
節

三
、
結
び

回
、
参
考
文
出 か

き
っ
ぱ
た
試
論

清
少
納
言
の
美
を
形
成
す
る
も
の


