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2１ 

文
化
史
論
上
に
あ
る
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
に
よ
る
桂
離
宮
の
美
の
発
見
と
い
う
図
式
を
井
上
寛
一
は
〈
発
見
〉
と
い
う
言
葉
が
示
す

よ
う
な
美
学
上
の
新
し
い
認
識
か
ら
い
わ
ば
即
物
的
・
物
理
的
な
領
域
に
移
し
た
。
即
ち
、
タ
ウ
ト
の
来
日
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高

揚
期
に
ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
、
日
本
の
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
連
動
興
隆
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
、
離
宮
へ
の
編
入
や
桂
離
宮
修
復
の
た
め
の

収
人
増
加
を
狙
っ
た
拝
観
制
限
緩
和
と
い
っ
た
現
実
的
馴
由
に
よ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
痩
得
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
歴
史

的
な
解
き
ほ
ぐ
し
の
な
か
で
さ
ら
に
桂
離
宮
は
タ
ウ
ト
来
日
以
前
に
す
で
に
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
言
及
さ
れ
、
再
評
仙
の
過
程
に
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
タ
ウ
ト
の
足
跡
を
簡
単
に
辿
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
以
下
に
井
上
氏
の
論
旨
を
み
て
み
よ
う
。

一
九
三
○
年
代
に
日
本
に
国
粋
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
が
あ
っ
た
。
一
方
、
タ
ウ
ト
は
モ
ス
ク
ワ
支
庁
の
招
聰
に
よ
っ
て

一
九
三
二
年
主
任
建
築
技
師
と
し
て
、
ホ
テ
ル
等
の
設
計
に
携
わ
る
が
、
巾
当
局
と
相
容
れ
ず
、
翌
年
ド
イ
ツ
に
帰
国
す
る
。
し
か
し

ｌ
井
上
氏
は
疑
側
を
呈
し
て
い
る
が
ｌ
ヒ
ト
ラ
ー
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
生
命
の
危
険
を
感
じ
て
脱
出
し
、
’
九
二
二
年
に
日
本
イ
ン

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
〈
ニ
ッ
ポ
ン
〉

ｌ
そ
の
受
容
と
桂
離
宮
塾
解
Ｉ

タ
ウ
ト
と
桂
離
宮
神
話
Ｉ
ｌ
そ
の
受
容
史

日
中
鎮
朗
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2２ 
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
の
招
待
に
応
じ
る
形
で
タ
ウ
ト
は
来
日
し
た
。
井
上
氏
に
よ
れ
ば
、
タ
ウ
ト
は
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
歓

迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
明
治
・
大
正
期
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
が
行
わ
れ
、
中
国
か
ら
の
影
響
を
受
け
な

い
原
Ⅱ
日
本
像
の
追
求
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
芳
賀
矢
一
『
国
民
性
十
論
」
、
大
町
桂
月
「
清
浄
の
国
」
、
深
作
安
文
『
国
民
道
徳
要
義
」

な
ど
を
引
用
し
て
い
わ
れ
る
禰
酒
・
単
純
・
素
朴
Ⅱ
日
本
、
濃
厚
・
複
雑
・
絢
蝋
Ⅱ
欧
米
と
い
う
一
一
項
対
立
で
あ
り
、
簡
素
な
意
匠
。

尊
さ
・
清
浄
美
・
簡
素
美
Ⅱ
日
本
的
、
絢
燗
・
豪
華
・
華
麗
・
過
剰
な
装
飾
Ⅱ
非
日
本
的
と
い
う
図
式
、
か
つ
要
請
で
も
あ
っ
た
。
ま

た
原
始
神
道
へ
の
こ
だ
わ
り
が
起
こ
り
、
神
社
ｌ
白
木
－
清
浄
（
簡
浄
）
ｌ
美
と
い
う
セ
ッ
ト
が
生
ま
れ
た
。
建
築
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
た

ち
は
シ
ン
プ
ル
な
意
匠
を
目
指
す
と
い
う
方
向
性
に
ほ
ど
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
い
た
簡
素
Ⅱ
美
と
い
う
こ
の
日
本
文
化
論
の
文
脈
の
中
で
、

従
来
の
伊
勢
神
宮
Ⅱ
簡
素
美
、
東
照
宮
Ⅱ
華
麗
・
絢
燗
・
表
面
的
装
飾
技
巧
と
い
う
対
比
に
桂
離
宮
を
も
加
え
た
。
（
こ
の
対
比
に
桂

離
宮
を
加
え
る
作
為
性
は
一
九
七
六
年
以
降
の
い
わ
ゆ
る
昭
和
の
大
修
理
で
桂
離
宮
が
実
は
華
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ
と

で
現
実
的
に
も
否
定
さ
れ
る
。
）
（
井
上
一
三
四
’
一
三
八
）
こ
う
し
て
機
能
的
建
築
・
合
目
的
的
建
築
を
志
向
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動

は
「
モ
ダ
ー
ー
ズ
ム
の
正
当
性
を
主
張
す
る
上
で
恰
好
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
な
り
え
た
」
（
井
上
一
○
四
）
日
本
文
化
論
の
文
脈
と
連
動
し

た
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ト
が
受
容
さ
れ
た
文
脈
で
は
タ
ウ
ト
の
行
動
や
言
辞
は
〈
日
本
文
化
論
の
旺
当
性
の
保
証
〉
と
し
て
読
ま
れ
、
ま

た
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
読
書
界
に
普
及
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

タ
ウ
ト
は
日
本
到
着
の
翌
日
、
即
ち
昭
和
八
年
五
月
四
日
「
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
」
代
表
の
上
野
伊
三
郎
、
タ
ゥ
ト

の
後
援
者
京
都
大
丸
社
長
下
村
正
太
郎
、
工
芸
家
リ
チ
ー
ら
に
伴
わ
れ
特
別
な
配
慮
を
受
け
て
桂
離
宮
を
拝
観
し
た
（
二
度
目
は
昭
和

九
年
五
月
七
日
）
。
ま
た
、
日
光
批
判
と
な
る
東
照
宮
行
に
は
五
月
二
十
一
日
牧
野
正
己
、
朝
日
新
聞
社
記
者
の
斎
藤
寅
郎
が
同
行
し

て
い
る
。
井
上
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
設
定
に
モ
ダ
ー
ー
ス
ト
た
ち
の
タ
ウ
ト
演
出
が
よ
く
透
け
て
見
え
る
が
、
む
ろ
ん
こ
れ
は
タ
ゥ
ト
を

歪
曲
し
た
上
で
の
日
本
文
化
論
へ
の
タ
ウ
ト
の
組
み
込
み
で
あ
り
、
モ
ダ
ー
ー
ス
ト
た
ち
が
こ
う
し
た
誤
読
へ
の
イ
メ
ー
ジ
操
作
を
行
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
タ
ウ
ト
が
「
簡
素
美
と
絢
燗
た
る
俗
悪
」
と
い
う
単
純
な
一
一
項
対
立
を
の
み
唱
え
て
い
た
わ

け
で
も
な
い
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
テ
ー
ゼ
に
沿
っ
た
機
能
性
、
実
用
性
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ァ
ル
な
美
」
の
み
を

賞
揚
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
桂
離
宮
に
精
神
的
蔵
美
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
ｌ
こ
れ
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
ｌ
を
丼
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2３ 

次
に
桂
離
宮
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
生
ん
だ
下
部
櫛
造
の
問
題
が
あ
る
。
離
宮
へ
の
編
入
、
内
国
博
覧
会
の
開
催
、
戦
後
に
お
け
る

拝
観
制
限
の
緩
和
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
文
化
史
的
事
件
で
は
な
く
、
官
僚
の
手
に
な
る
行
政
史
上
の
出
来
事
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
文
化

史
と
し
て
桂
離
宮
を
論
じ
る
さ
い
に
は
軽
く
あ
つ
か
わ
れ
」
、
当
然
、
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
「
発
見
」
と
い
う
文
化
史
的
な
で
き
ご

と
の
ほ
う
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
（
井
上
二
三
四
）
。
以
上
、
井
上
氏
の
立
論
に
沿
っ
て
見
て
き
た
。

あ
と
が
き
に
あ
る
よ
う
に
、
井
上
氏
の
論
で
は
桂
離
宮
の
美
の
本
質
論
に
つ
い
て
の
言
及
を
留
保
し
、
桂
離
宮
が
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ

を
得
る
に
い
た
る
過
程
の
「
歴
史
的
復
元
」
を
す
る
が
（
井
上
二
五
八
）
、
そ
の
方
法
上
の
前
提
が
逆
説
的
に
美
に
関
す
る
重
要
な
問

い
か
け
を
提
起
し
て
い
る
と
思
え
る
。
即
ち
、
美
は
そ
の
認
知
や
発
見
に
拘
わ
ら
ず
、
先
験
的
に
美
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
思
考
は
、

美
は
し
か
る
べ
き
能
力
と
資
格
を
も
っ
た
者
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
そ
う
し
た
受
容
者
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
と
い
う
考
え
を
含
意
す

る
が
、
権
威
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
美
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
生
む
。
こ
れ
は
外
国
・
西
欧
に
対
す

る
崇
拝
志
向
を
さ
ら
け
出
し
、
後
述
の
坂
口
安
吾
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
へ
の
反
省
、
屈
辱
感
か
ら
行
わ
れ
る
批
判
も
こ
の
問
い
の

視
点
か
ら
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
文
化
は
行
政
、
あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
日
常
か
ら
分
離
さ
れ
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
同
時
に
蝋
値
付
け
で
あ
る
、
と
い
う
懲
誉
を
も
逆
に
浮
き
彫
り
に
し
ｌ
こ
こ
で
も
ま
さ
に
〈
日
常
〉
と
い
う
点
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
批
判
し
た
の
は
坂
口
で
あ
っ
た
Ｉ
、
文
化
や
美
が
日
常
の
議
辮
件
と
同
質
・
同
等
の
価
値
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
改
め
て
議
さ

せ
る
の
で
あ
る
．
こ
の
点
で
桂
離
篇
の
美
を
い
わ
ば
蘂
の
国
の
篠
在
醤
前
提
と
し
て
鵠
愚
思
考
Ｉ
換
言
す
れ
ば
美
や
伝
統
が
「
電
寧
」

や
「
冷
蔵
庫
」
（
坂
口
）
よ
り
も
価
値
が
あ
る
と
無
条
件
に
信
奉
し
て
い
る
思
考
「
Ｉ
を
相
対
化
し
、
無
効
化
す
る
。
そ
も
そ
も
ポ
ピ
ュ

ラ
リ
テ
ィ
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
痩
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
〈
で
は
そ
れ
以
前
に
存
在
す
る
と
指

摘
さ
れ
た
美
の
本
質
や
あ
り
よ
う
と
は
何
な
の
か
〉
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
〈
そ
う
し
た
美
を
指
摘
す
る
行
為
と
は
何
か
〉
と
い
う
地

平
に
ま
で
問
題
は
押
し
迫
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
そ
れ
に
対
し
て
新
た
な
定
義
や
回
答
を
寄
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
美

の
本
質
論
を
衝
く
に
は
美
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
を
一
旦
疑
問
視
し
、
美
と
関
わ
ら
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

止
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
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2４ 
こ
の
こ
と
は
タ
ウ
ト
を
し
て
日
本
の
家
屋
・
建
築
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
風
俗
・
文
化
の
裁
定
者
の
役
割
を
果
た
し
む
る
環
境
を
こ

そ
問
題
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
外
国
人
（
権
威
）
に
よ
る
美
の
保
証
と
美
そ
の
も
の
と
の
関
係
が
捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る

以
上
に
Ｉ
高
橋
英
夫
氏
が
折
口
信
夫
を
引
川
し
つ
つ
述
べ
る
よ
う
に
、
タ
ウ
ト
が
祝
棡
の
呪
力
を
も
ち
、
「
室
ぼ
ぎ
」
を
行
う
「
ま

れ
び
と
」
、
つ
ま
り
異
郷
か
ら
の
聖
な
る
来
訪
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
見
方
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
成
立

し
う
る
と
し
て
も
（
高
橋
八
九
－
一
○
二
）
１
１
、
そ
う
し
た
美
の
保
証
を
認
容
す
る
受
容
者
側
の
思
考
機
制
自
体
の
問
い
直
し
を
要

請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ト
は
己
れ
が
意
図
（
意
識
）
し
て
い
る
い
な
い
に
拘
わ
ら
ず
、
モ
ダ
ー
ー
ズ
ム
連
動
に
よ
る
方
向
づ
け
か

ら
逸
脱
し
つ
つ
も
、
ド
イ
ツ
の
高
名
な
世
界
的
建
築
家
タ
ウ
ト
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
モ
ダ
ー
ー
ス
ト
に
同
伴
さ
れ
、
お
膳
立
て
ら

れ
て
日
本
各
地
を
経
巡
り
、
日
本
の
建
築
か
ら
習
俗
ま
で
批
評
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
威
に
よ
る
美
の
保
証
の
シ
ス
テ
ム
を

文
え
る
役
割
を
担
い
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ク
ウ
ト
と
桂
離
宮
に
は
タ
ウ
ト
の
桃
離
宮
理
解
、
両
者
の
受
容
史
、
美
の
（
少
な

く
と
も
建
築
の
）
本
質
、
ク
ウ
ト
の
イ
デ
ア
と
い
っ
た
問
題
が
重
層
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
層
の
関
わ
り
か

ら
美
と
建
築
観
念
を
通
し
て
タ
ウ
ト
に
お
け
る
日
本
文
化
を
探
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
坂
口
安
吾
の
タ
ウ
ト
批
判
ｌ
伝
統
文
化
と
生
活
の
用

Ｈ
日
本
人
と
生
活
文
化

井
上
氏
の
論
は
桂
離
宮
の
美
そ
れ
自
体
を
取
り
扱
う
こ
と
を
歴
史
的
事
項
の
導
入
に
よ
っ
て
回
避
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆

に
桂
離
宮
の
美
の
存
在
と
本
質
に
疑
問
を
呈
す
る
ほ
ど
の
深
い
視
線
を
放
っ
た
が
、
坂
口
は
伝
統
文
化
と
生
活
の
用
と
の
価
値
の
同
質

化
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
タ
ウ
ト
に
よ
る
桂
離
宮
の
美
／
日
本
美
の
発
見
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
批
判
し
、
そ
の
見
直
し
を

要
求
す
る
と
同
時
に
美
と
生
活
／
必
要
の
関
係
を
新
し
く
提
示
す
る
。

昭
和
十
一
年
森
催
郎
訳
で
タ
ウ
ト
の
『
日
本
文
化
私
観
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
六
年
後
の
昭
和
十
七
年
に
雑
誌
『
現
代
文
学
』
（
三

月
号
）
に
坂
口
の
「
日
本
文
化
私
観
」
が
掲
戦
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
の
ち
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
や
「
背
春
論
」
な
ど
と
と
も
に
評
論
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2５ 
集
『
日
本
文
化
私
観
』
（

重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

坂
口
の
タ
ウ
ト
批
判
の
要
諦
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
日
本
人
が
伝
統
文
化
を
見
失
っ
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま
現
代
の
日
本
人
の

生
活
の
貧
困
さ
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
文
化
が
見
失
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
伝
統
文
化
の
定
義
に
新
し
い
意
味
付
け
を
行
い
、
の
み
な
ら
ず
日
常
生
活
に
新
し
い
価
値
付
与
を
し
た
う
え
で
、
伝
統
文

化
の
喪
失
と
日
常
生
活
の
貧
困
と
の
間
の
イ
コ
ー
ル
の
枠
を
は
ず
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ト
が
竹
川
の
掛
物
と
茶
の
湯
で

供
せ
ら
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
「
内
面
的
に
豊
富
な
生
活
だ
と
言
う
に
至
っ
て
は
内
面
的
な
る
も
の
の
目
安
が
余
り
安
直
で
目
茶
苦
茶
な

話
」
（
坂
口
一
二
二
）
と
批
判
す
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
掛
物
・
茶
の
湯
の
あ
る
こ
と
Ⅱ
豊
富
な
内
面
で
は
な
い
よ
う
に
、

そ
れ
が
な
い
こ
と
が
貧
困
な
内
面
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
タ
ウ
ト
が
掛
物
で
あ
れ
、
茶
の
湯
で
あ
れ
、
〈
内

面
〉
と
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
事
実
に
注
意
を
促
し
て
お
き
つ
つ
１
１
タ
ウ
ト
に
と
っ
て
建
築
（
の
美
）
を
成
立
さ
せ
る
も
の
は
樅
造

や
技
術
で
は
な
く
、
精
神
や
心
で
あ
っ
た
か
ら
だ
Ｉ
、
坂
口
も
ま
た
ｌ
そ
の
趣
き
所
が
異
な
る
に
せ
よ
’
１
内
面
を
函
視
し
て
い

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
坂
口
は
タ
ウ
ト
の
言
う
内
面
性
は
常
に
あ
る
種
の
イ
デ
ア
に
結

び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
イ
デ
ア
に
合
致
し
た
場
合
の
日
本
文
化
礼
賛
、
そ
れ
か
ら
外
れ
た
場
合
の
川
本
文
化
批
判
へ
と
容

易
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
感
じ
取
り
、
ま
た
タ
ウ
ト
が
内
面
、
精
神
、
永
遠
と
い
う
と
き
の
振
り
分
け
の
基
準
、
そ
う
し
た

批
判
の
尺
度
が
マ
ル
チ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
は
な
く
、
西
欧
的
イ
デ
ア
形
成
の
論
理
に
あ
る
こ
と
を
も
嗅
ぎ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
坂
口
は
伝
統
、
文
化
、
国
民
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
疑
問
を
呈
す
る
。
つ
ま
り
、
「
伝
統
の
貫
禄
だ
け
で
は
、
永
遠
の
生
命
を

維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
「
貨
禄
を
維
持
す
る
だ
け
の
実
質
が
な
け
れ
ば
、
や
が
て
は
滅
び
る
外

に
仕
方
が
な
い
」
と
し
、
結
論
と
し
て
〈
実
質
〉
を
と
る
。
「
問
題
は
伝
統
や
貫
禄
で
は
な
く
実
質
だ
」
（
坂
口
一
二
八
）
。
こ
の
実
質

は
結
果
的
・
具
体
的
に
は
日
常
生
活
（
庶
民
生
活
）
そ
し
て
日
常
生
活
の
必
要
を
指
す
が
、
貫
禄
と
い
う
語
で
リ
ン
ク
さ
せ
て
い
る
よ

う
に
、
伝
統
の
直
接
的
否
定
で
は
な
く
、
伝
統
と
生
活
の
遊
離
が
ま
ず
あ
り
、
そ
こ
で
伝
統
の
み
が
形
骸
的
に
優
遇
・
尊
崇
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
坂
口
は
違
和
感
を
感
じ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
京
都
の
寺
や
奈
良
の
仏
像
が
な
く
な
っ
て
も
困
ら
な
い
が
、
電
車
が
な
く
て

の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
坂
口
の
評
論
と
し
て
は
長
か
っ
た
し
、
ま
た
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2６ 

繰
り
返
す
が
、
こ
の
言
辞
が
単
な
る
挑
発
の
起
爆
力
を
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
単
純
に
仏
像
よ

り
電
車
が
必
要
だ
と
優
劣
を
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
化
論
に
新
し
い
地
平
を
切
り
開
き
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、

論
理
の
前
提
部
分
に
あ
り
、
そ
れ
は
文
化
と
生
活
の
同
質
化
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
同
じ
次
元
、
同
じ
質
に
あ
る
一
」
と
を
確
認
し
た
う
え

で
、
坂
口
は
順
位
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
タ
ウ
ト
は
飛
騨
、
北
陸
（
富
山
、
新
潟
）
、
東
北
（
秋
田
、
弘
前
、
仙
台
）

を
旅
行
し
つ
つ
、
郁
市
の
外
観
、
建
築
の
み
な
ら
ず
、
旅
館
の
女
中
や
客
、
は
て
は
住
民
に
至
る
ま
で
、
そ
の
挙
措
・
振
舞
い
を
批
判

し
つ
づ
け
た
。
例
え
ば
、
下
呂
で
は
、
醤
油
屋
の
家
の
見
学
を
断
ら
れ
て
、
「
こ
ん
な
笑
剣
食
な
日
本
人
に
会
っ
た
こ
と
は
初
め
て
だ
」

と
し
た
う
え
で
、
梅
毒
患
者
の
療
養
地
と
し
て
の
下
呂
と
い
う
発
想
か
ら
、
家
族
に
嫌
わ
れ
て
移
り
住
ん
だ
人
々
が
下
呂
の
住
民
な
の

だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
、
「
い
っ
た
い
こ
の
町
の
人
達
は
ひ
ど
く
頑
な
だ
」
（
タ
ウ
ト
『
日
本
美
の
再
発
見
』
三
○
）
と
か

「
住
民
の
印
象
は
、
偏
固
で
意
地
悪
く
ｌ
そ
の
上
憂
鰺
で
あ
る
」
（
タ
ウ
ト
『
日
本
美
の
再
発
見
』
三
一
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
方
的
に

批
判
し
て
ゆ
く
。
こ
の
批
判
の
地
平
は
東
照
宮
批
判
と
異
な
っ
て
お
り
、
タ
ウ
ト
が
文
化
の
価
値
と
生
活
の
価
値
の
質
が
ま
っ
た
く
別

物
だ
と
予
め
考
え
て
い
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
安
易
に
ま
た
感
情
に
左
右
さ
れ
て
、
西
洋
人
が
西
洋
の
〈
生
活
〉
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で

異
文
化
を
切
り
捨
て
、
怒
り
、
と
き
に
は
噺
弄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
桂
離
宮
の
美
を
理
解
し
た
と
さ
れ
る
タ
ゥ
ト
は
ぃ
な

は
困
る
と
い
う
挑
発
的
な
言
辞
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
と
同
時
に
、
〈
永
遠
〉
と
い
う
譜
の
使
用
が
示
す
よ
う
に
、
タ
ウ
ト
を
怠
識
し

て
の
こ
と
で
も
あ
る
。
｜
国
の
文
化
は
そ
れ
を
担
う
国
民
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
鬮
民
の
〈
生
活
〉
が
ｌ
多
義
的
概

念
と
し
て
の
〈
生
〉
で
は
な
く
て
、
〈
日
常
生
活
〉
そ
の
も
の
ｌ
、
健
儀
で
あ
れ
ば
、
鬮
民
の
文
化
や
精
神
、
国
そ
の
も
の
が
健
康

な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
価
値
が
あ
る
。

我
々
に
大
切
な
の
は
「
生
活
の
必
要
」
だ
け
で
、
古
代
文
化
が
全
滅
し
て
も
生
活
は
亡
び
ず
、
生
活
自
体
が
亡
び
な
い
限

り
、
我
々
の
独
自
性
は
健
康
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
月
体
の
必
要
と
、
必
要
に
応
じ
た
欲
求
を
失
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
坂
口
一
二
四
）
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2７ 

「
伝
統
の
美
だ
の
日
本
本
来
の
姿
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り
も
、
よ
り
便
利
な
生
活
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
（
坂
口
一
二
四
）
と
い
う
よ

う
に
、
坂
口
は
伝
統
文
化
を
日
常
生
活
の
上
位
に
無
前
提
的
に
間
く
発
想
を
否
定
し
、
「
必
要
」
性
と
い
う
基
準
を
打
ち
た
て
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
坂
口
は
タ
ウ
ト
と
異
な
り
、
大
衆
の
側
か
ら
社
会
的
視
点
に
立
つ
地
歩
を
得
た
の
で
あ
る
。
外
国
人
に
日
本
の
美
を
発
見

さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
蓋
恥
と
反
省
が
す
で
に
当
時
の
日
本
に
あ
っ
た
が
、
坂
口
は
「
タ
ウ
ト
が
外
国
人
で
し
か
な
い
の
で
、
日
本
の

美
を
発
見
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
言
う
。
こ
れ
は
日
本
の
美
と
文
化
の
存
在
す
る
場
所
は
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
〈
常

に
〉
か
つ
〈
絶
対
的
に
〉
日
本
人
お
よ
び
そ
の
生
活
に
し
か
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
タ
ゥ
ト
の
〈
発
見
〉
の
意
味
を
変

換
す
る
。
つ
ま
り
、
発
見
は
も
は
や
創
造
的
行
為
で
は
な
く
、
日
本
人
が
す
で
に
そ
し
て
必
然
的
に
行
き
着
い
て
い
る
地
点
へ
外
国
人

が
辿
り
着
く
た
め
に
通
ら
ざ
る
を
得
な
い
単
な
る
一
過
程
、
一
つ
の
通
り
道
に
過
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
民
族
・
人

種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
そ
の
優
劣
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
文
化
の
在
り
所
、
そ
の
実
質
の
場
所
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本

文
化
に
新
し
い
視
点
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

批
判
の
第
二
点
は
建
築
と
自
然
／
観
念
と
の
関
係
で
あ
る
。
寺
院
が
あ
る
種
の
観
念
（
非
日
常
、
孤
独
、
非
世
俗
等
）
を
表
わ
す
と

し
て
も
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
は
観
念
そ
れ
自
体
に
は
及
ば
な
い
し
（
「
然
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
観
念
を
、
建
築
の
上
に
於
て
ど
れ
ほ

ど
具
象
化
に
つ
と
め
て
み
て
も
、
観
念
自
体
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遇
に
遠
い
」
坂
口
一
三
二
）
、
ま
た
日
本
の
庭
園
、
林
泉
は
「
自
然
の

模
倣
で
は
な
」
く
、
南
画
な
ど
に
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
思
想
や
精
神
の
表
現
で
あ
り
、
空
間
の
限
定
は
あ
る
に
せ
よ
、
自
然
の
創
造
で

あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
現
実
の
自
然
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
（
坂
口
一
三
二
）
。
問
題
は
従
っ
て
建
築
や
庭
園
が
自
然
の
下
位

に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
其
々
独
立
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
建
築
と
観
念
／
精
神
／
自
然
を
結
び
つ
け
る

と
い
う
思
考
の
作
業
自
体
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
０ 

タ
ウ
ト
は
修
学
院
離
宮
の
書
院
の
黒
白
の
壁
紙
を
絶
賛
し
、
減
の
音
の
表
現
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
苦
し
い
説
明
ま

で
し
て
鑑
賞
の
ツ
ジ
ッ
マ
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
な
さ
け
な
い
。
（
坂
口
一
三
三
）
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こ
の
坂
口
の
文
は
、
あ
る
も
の
を
何
か
く
っ
な
も
の
の
表
現
だ
と
す
る
こ
と
、
あ
る
も
の
か
ら
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
、
こ
う
し
た

思
考
作
業
を
通
し
て
事
物
（
建
築
や
生
活
、
文
化
等
）
を
評
価
す
る
方
法
へ
の
批
判
で
あ
り
、
坂
口
は
そ
こ
に
西
欧
的
思
考
の
欺
蝋
、

な
い
し
限
界
を
見
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
建
築
や
庭
園
は
た
だ
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
あ
り
、
自
然
へ
の
感
動
が
そ
れ
に
勝
る
と
き
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
自
然
を
思
え
ば
良
い
、
と
す
る
の
が
日
本
的
思
考
で
あ
る
と
坂
口
は
言
う
。
こ
の
日
本
的
思
考
に
は
人
工
の
も
の
、

人
間
の
柵
築
物
、
あ
る
い
は
芸
術
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
、
こ
う
し
た
も
の
に
対
す
る
特
殊
な
敬
意
、
換
言
す
れ
ば
、
日

常
と
芸
術
と
の
鑑
別
が
存
在
し
な
い
。
「
竜
安
寺
の
石
庭
」
も
「
砂
漠
の
落
日
」
も
「
仏
」
も
「
糞
カ
キ
ベ
ラ
」
も
「
晒
車
」
も
同
等

の
価
値
を
も
ち
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
上
で
、
己
れ
の
感
動
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
と
き
ど
き
に
向
か
う
対
象
を
選
べ
ば
良
い
の
で
あ
り
、

そ
の
と
き
に
芸
術
を
特
殊
視
す
る
あ
ま
り
に
、
こ
れ
を
、
他
の
観
念
を
引
用
し
て
そ
れ
に
取
れ
あ
わ
せ
て
理
解
す
る
必
要
は
な
い
し
、

そ
う
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
こ
こ
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
あ
る
い
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を

重
ね
て
読
め
ば
、
坂
口
の
タ
ウ
ト
批
判
の
論
理
構
造
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
あ
る
現
象
に
対
し
て
そ
の
裏
側
、

表
層
に
対
し
て
深
層
が
あ
る
と
い
う
見
方
、
つ
ま
り
、
現
象
は
何
か
の
代
理
Ⅱ
表
象
（
宛
８
『
○
ｍ
目
白
ご
目
三
・
『
の
〔
の
一
一
巨
局
）
で
あ
り
、

こ
の
何
か
（
裏
側
、
深
層
、
隠
さ
れ
た
意
味
）
が
現
象
、
表
舸
を
決
定
し
、
作
動
さ
せ
て
お
り
、
よ
り
深
い
、
よ
り
真
の
理
解
は
こ
の

隠
さ
れ
た
も
の
を
見
抜
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
照
応
関
係
を
捉
え
る
こ
と
だ
と
す
る
理
解
を
彼
ら
は
排
除
し
、
現
象
そ
の
も
の
に
本
圃

を
見
る
こ
と
を
要
請
し
た
の
だ
が
、
タ
ウ
ト
が
壁
紙
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
そ
の
美
を
見
Ⅲ
せ
ず
、
滝
の
音
と
照
応
さ
せ
て
理
解
す
る

と
い
う
そ
の
見
方
に
こ
う
し
た
代
理
Ⅱ
表
象
的
思
考
を
見
出
し
て
坂
口
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
タ
ウ
ト
が
予
め
あ
る
極
の

理
想
型
、
イ
デ
ア
を
も
ち
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
良
い
／
悪
い
、
美
／
キ
ッ
チ
ュ
を
振
り
分
け
て
い
く
こ
と
の
批
判
で
も
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
こ
う
し
た
振
り
分
け
は
結
局
の
と
こ
ろ
イ
デ
ア
の
代
理
Ⅱ
表
象
を
探
し
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
思
考
の
延
長
上
に
坂
口
の
「
無
き
に
如
か
ざ
る
も
の
」
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
永
遠
な
る
も
の
を
作
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
「
人
工
の
限
度
に
対
す
る
絶
望
」
を
日
本
人
は
背
か
ら
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
な
ら
ば
い
っ
そ
無
き
に
ゆ
く
か
、
そ
れ

と
も
俗
悪
に
徹
す
る
か
と
い
う
選
択
を
し
た
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
簡
索
で
あ
っ
て
も
簡
素
で
あ
ろ
う
と
す
る
粘
神
が
不
潔
・
焼
丙
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つ
ま
り
芸
術
（
建
築
、
例
え
ば
桂
離
宮
）
が
も
は
や
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
芸
術
に
す
べ
て
を
収
敏
さ
せ
て
ゆ
く

必
要
も
な
い
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
あ
る
な
ら
あ
る
で
構
わ
な
い
が
、
俗
悪
な
ら
俗
悪
で
あ
ろ
う
と
す
る
關
達
自
在
さ
を
評
価
す
る
こ

と
に
な
る
。
俗
悪
の
肢
た
る
秀
吉
が
坂
口
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
し
、
坂
口
の
日
常
生
活
擁
護
も
こ
こ
に
根
を

も
つ
。
つ
ま
り
、
彼
が
「
寺
院
」
よ
り
も
「
電
車
」
と
言
う
と
き
、
単
に
こ
の
両
者
を
並
べ
、
比
較
考
察
し
、
価
値
判
断
を
し
た
の
で

は
な
く
、
永
遠
の
構
築
に
対
す
る
絶
望
か
ら
「
い
っ
そ
」
電
車
を
選
び
、
そ
こ
か
ら
逆
に
そ
う
し
た
絶
望
の
深
さ
、
日
本
人
の
精
神
の

深
さ
を
逆
照
射
し
た
の
で
あ
る
。
理
想
型
に
依
拠
し
、
合
目
的
的
観
点
か
ら
世
界
を
裁
定
し
続
け
て
い
る
「
タ
ゥ
ト
と
い
う
人
の
思
想

は
そ
の
程
度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
」
（
坂
口
一
三
三
）
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
こ
に
根
拠
を
も
つ
。

で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
無
い
方
が
良
い
わ
け
で
、
こ
う
し
た
〈
有
〉
は
常
に
不
完
全
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
い
っ
そ
〈
無
〉
の
方
が
よ

い
と
い
う
選
択
を
し
た
、
と
い
う
。

坂
口
の
タ
ウ
ト
批
判
は
そ
の
根
幹
に
お
い
て
西
欧
的
歴
史
概
念
の
批
判
で
あ
り
、
歴
史
的
に
固
定
化
し
た
聖
と
俗
の
ヒ
ェ
ラ
ル
ヒ
ー

批
判
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
二
合
五
勺
に
関
す
る
愛
国
的
考
察
」
（
昭
和
二
十
二
年
）
で
は
、
現
実
は
不
安
定
、
乱
雑
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
ま
た
「
不
退
に
し
て
、
ぐ
う
た
ら
で
、
健
康
な
も
の
」
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
歴
史
は
観
念
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
「
歴
史
は
病
的
な
も
の
で
あ
り
、
崎
形
で
、
歪
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
（
坂
口
二
七
四
）
。
即
ち
、
現
実
は
Ｉ
Ｉ
い
わ
ば
デ
モ

ク
リ
ト
ス
的
な
ｉ
細
部
の
集
合
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
滕
史
的
に
整
理
す
る
限
り
に
お
い
て
、
西
欧
的
艤
史
概
念
が
そ
の
整
理
の
基
準

無
き
に
如
か
ざ
る
の
精
神
に
と
っ
て
は
、
簡
素
な
茶
堂
も
日
光
の
東
照
宮
も
、
共
に
同
一
の
「
有
」
の
所
産
で
あ
り
、
詮
ず
れ

ば
同
じ
穴
の
狢
な
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
か
ら
桃
れ
ば
、
桂
離
宮
が
単
純
、
高
尚
で
あ
り
、
東
照
宮
が
俗
悪
だ
と
い
う
区
別
は
な

い
。
ど
ち
ら
も
共
に
饒
舌
で
あ
り
、
「
桁
神
の
此
族
」
の
永
遠
の
鑑
批
に
は
燃
え
ら
れ
ぬ
普
諭
な
の
で
あ
る
。
（
坂
ｕ
｜
三
川
）

口
美
の
あ
る
場
所
と
日
常
の
必
要
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3０ 

不
要
な
も
の
を
除
去
し
て
必
要
、
と
り
わ
け
生
活
か
ら
の
必
要
、
言
い
換
え
れ
ば
実
質
か
ら
の
要
求
で
の
み
生
ま
れ
る
も
の
が
美
で

あ
り
、
従
っ
て
美
は
そ
う
し
た
精
神
の
澗
潔
さ
、
純
粋
さ
、
簡
浄
さ
の
延
長
上
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
し
て
機
能
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
実
の
日
常
を
卑
俗
と
見
て
、
そ
こ
か
ら
あ
る
基
準
に
基
づ
い
た
あ
る
種
の
エ
ッ
セ
ン
ス

の
み
を
引
き
出
す
行
為
と
思
考
で
あ
り
、
坂
口
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
実
際
タ
ウ
ト
は
深
く
疑
い

を
蓋
し
挟
む
こ
と
な
く
、
西
欧
の
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
日
本
の
民
衆
の
ｌ
つ
ま
り
は
民
俗
の
、
饗
す
る
に
製
実

の
１
１
生
活
や
文
化
を
計
測
し
、
批
判
す
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
き
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
外
国
人
タ
ウ
ト
の
割
り
出
し
た
日
本
の

美
（
伝
統
・
文
化
）
に
対
す
る
賛
美
が
無
関
係
だ
と
坂
口
が
言
え
る
の
は
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
西
欧
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
計
測
し
た
美

は
う

で
あ
る
か
ら
で
、
井
上
氏
が
一
一
一
一
口
う
よ
う
に
大
衆
は
タ
ウ
ト
に
は
形
響
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
美
を
抽
出
す
る
方
（
タ
ウ
ト
）

と
そ
れ
を
有
難
が
る
力
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
知
識
人
）
の
知
の
柵
造
の
同
質
性
ｌ
明
治
以
来
の
川
本
の
知
識
人
の
知
の
輸
入
・
形

成
の
過
穰
を
考
え
れ
ば
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
が
ｌ
と
い
う
い
わ
ば
共
犯
関
係
を
も
驫
曽
出
す
こ
と
に
な
る
．

で
は
、
日
常
生
活
の
必
要
性
、
す
べ
て
の
価
値
の
同
質
性
、
人
工
の
限
界
の
認
識
を
受
容
す
る
も
の
に
と
っ
て
美
は
（
い
か
に
し
て
）

存
在
す
る
の
か
。
や
や
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
る
。

美
は
、
特
に
美
を
意
識
し
て
成
さ
れ
た
所
か
ら
は
生
れ
て
こ
な
い
。
（
…
…
）
た
だ
「
必
要
」
で
あ
り
、
一
も
二
も
百
も
、
終

始
一
貫
た
だ
「
必
要
」
の
み
。
そ
う
し
て
、
こ
の
「
や
む
べ
か
ら
ざ
る
実
質
」
が
も
と
め
た
所
の
独
自
の
形
態
が
、
美
を
生
む
の

だ
。
（
坂
口
、
と
も
に
一
四
○
）

こ
こ
に
は
美
し
く
す
る
た
め
に
加
工
し
た
美
が
一
切
な
い
。
（
…
…
）
た
だ
必
要
な
も
の
の
み
が
、
必
要
な
場
所
に
置
か
れ
た
。

そ
う
し
て
、
不
要
な
る
物
は
す
べ
て
除
か
れ
、
必
要
の
み
が
要
求
す
る
独
自
の
形
が
出
来
化
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
…
…
）
そ

の
ほ
か
の
ど
の
よ
う
な
旧
来
の
観
念
も
こ
の
必
要
の
や
む
べ
か
ら
ざ
る
生
成
を
は
ば
む
力
と
は
成
り
得
な
か
っ
た
。
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３１ 

し
か
し
、
〈
必
要
が
美
を
生
む
、
な
ぜ
な
ら
ば
美
は
意
識
さ
れ
た
所
か
ら
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
か
ら
〉
と
い
う
論
法
、
さ
ら
に
重
大

な
の
は
〈
生
活
の
必
要
か
ら
美
が
生
ま
れ
る
↓
日
本
人
が
健
康
な
生
活
を
し
て
い
る
限
り
、
文
化
も
健
康
と
な
る
〉
と
い
う
坂
口
の
こ

の
論
理
は
循
環
論
法
の
危
険
を
孕
ん
で
は
い
な
い
か
。
ま
た
、
美
が
必
要
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
に
せ
よ
、
不
要
な
も
の
を
一
切
除
去
す

る
精
神
の
簡
浄
さ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
切
の
過
剰
な
装
飾
を
排
す
る
簡
素
美
を
日
本
建
築
に
見
出
し

た
タ
ゥ
ト
の
発
想
に
逆
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
は
、
坂
口
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が

あ
く
ま
で
も
、
一
般
の
市
民
の
現
実
の
、
い
わ
ば
オ
ー
デ
ィ
ナ
リ
ー
な
日
常
生
活
で
あ
り
、
世
界
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
日
常

生
活
の
意
味
と
価
値
の
組
み
替
え
の
試
み
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
時
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
タ
ウ
ト
と
の
違
い
は
そ
こ
に
あ
る
。

こ
の
後
に
も
述
べ
る
が
、
タ
ゥ
ト
の
精
神
は
あ
く
ま
で
も
あ
る
種
の
伝
統
的
な
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
精
神
、
そ
の
意
味
で
ｌ
ｌ
坂
口

が
批
判
す
る
よ
う
に
ｌ
「
掛
物
・
茶
の
湯
」
の
精
神
で
あ
り
二
働
賞
な
精
神
で
あ
り
、
ま
た
貴
人
の
精
神
（
と
同
時
に
生
活
）
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
疑
問
の
答
え
と
も
な
る
。
即
ち
、
タ
ウ
ト
は
日
本
の
住
宅
（
民
家
）
に
興
味
を
示
し
、
日
本
人
と
そ
の
生
活
に

深
い
愛
着
を
寄
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
つ
ま
り
、
タ
ウ
ト
は
い
わ
ゆ
る
日
本
ら
し
さ
の
よ
き
理
解
者
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

の
か
。
ま
た
、
桂
離
宮
に
お
い
て
も
庭
園
や
松
琴
亭
の
簡
浄
さ
や
精
神
性
（
茶
の
湯
文
化
）
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
生
活
部
分
（
新

書
院
）
を
も
賛
嘆
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
は
タ
ウ
ト
が
感
服
し
た
民
家
と
い
う
の

は
通
常
、
農
家
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
農
家
の
独
特
な
構
造
と
構
成
（
そ
の
最
た
る
例
が
白
川
郷
合
掌
造
り
）
の
ゆ
え
で
あ
る
ほ
か

に
、
タ
ゥ
ト
は
そ
こ
に
農
耕
ｌ
大
地
ｌ
地
の
力
（
Ⅱ
生
成
）
ｌ
精
神
と
い
っ
た
観
念
性
を
重
ね
て
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
も
醜
悪
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

都
市
と
け
な
さ
れ
た
坂
口
の
故
郷
で
あ
る
新
潟
を
は
じ
め
、
殆
ど
の
都
市
ｌ
ｌ
ま
さ
に
そ
｝
」
に
普
通
の
人
々
の
普
通
の
日
常
生
活
が
営

、
、
、
、
、

ま
れ
て
い
る
ｌ
は
、
そ
の
生
活
も
文
化
志
向
も
悪
し
臺
代
西
欧
の
霞
が
い
も
の
的
模
倣
と
し
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
斥
け
ら
れ
る
・
坂

口
が
救
い
出
し
た
の
は
こ
の
生
活
・
文
化
で
あ
り
、
タ
ウ
ト
を
批
判
し
た
の
は
こ
の
排
斥
の
ゆ
え
で
あ
る
。

で
は
、
日
常
生
活
を
精
神
や
芸
術
に
従
属
さ
せ
、
日
常
に
観
念
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
透
視
し
よ
う
と
し
た
タ
ウ
ト
に
と
っ
て
、
桂
離
宮

口
「
永
遠
」
と
い
う
語
と
永
遠
の
桂
離
宮
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3２ 
の
美
は
い
か
な
る
意
味
で
「
永
遠
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
坂
口
は
タ
ウ
ト
の
「
永
遠
」
と
い
う
語
の
使
用
に
こ
だ
わ
り
、
こ
れ
を
椰
楡

的
に
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
に
は
ま
ず
言
葉
の
誤
解
、
つ
ま
り
訳
語
の
問
題
が
あ
る
。
高
橋
英
夫
氏
は
「
永
遠
」
と
い
う
訳
語
が
一
人

歩
き
し
、
「
永
遠
な
る
桂
離
宮
」
神
話
を
形
成
し
た
様
相
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
永
遠
な
る
も
の
」
は
『
日
本
の
家
屋
と
生
活
』
（
昭
和

十
二
年
）
の
終
章
だ
が
、
そ
れ
だ
け
が
昭
和
十
四
年
に
篠
田
英
雄
訳
編
で
『
日
本
美
の
再
発
見
』
に
再
録
さ
れ
る
。
篠
田
英
雄
訳
の

「
永
遠
な
る
も
の
」
の
原
語
は
目
の
囚
の
旨
の
目
の
で
あ
り
（
土
肥
美
夫
は
「
古
典
的
、
永
続
的
な
も
の
の
意
」
と
し
て
い
る
（
土
肥
二

四
五
）
）
、
篠
田
訳
の
「
永
遠
」
か
ら
一
般
に
想
定
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り
ず
れ
て
お
り
、
坂
口
も
そ
れ
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
。

し
か
し
高
橋
英
夫
氏
は
こ
の
訳
語
の
問
題
お
よ
び
原
語
に
桂
離
宮
と
タ
ウ
ト
の
本
質
的
な
関
係
を
読
む
。
つ
ま
り
、
こ
の
原
語
の
意
味

を
「
持
続
す
る
も
の
」
と
し
た
う
え
で
、
タ
ウ
ト
が
、
桂
離
宮
に
現
れ
る
日
本
的
伝
統
美
が
永
遠
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
「
観
念
的
な

「
永
遠
」
と
い
う
イ
デ
ー
」
を
桂
離
宮
に
付
与
し
た
の
で
は
な
く
、
「
桂
離
宮
が
「
持
続
」
で
あ
る
と
は
、
桂
離
宮
創
建
当
初
に
達
成
さ

れ
た
質
が
「
現
代
」
に
な
お
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
」
あ
る
と
す
る
（
高
橋
三
四
’
三
五
）
。
高
橋
氏
に
よ
れ
ば
こ
の

「
現
代
」
は
建
築
の
持
続
を
根
拠
づ
け
る
創
設
者
Ⅱ
小
堀
遠
州
と
い
う
精
神
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
同
時
に
、
タ
ゥ
ト
が
そ
れ
を
小

堀
遠
州
神
話
（
む
ろ
ん
、
『
桂
御
別
業
之
記
』
に
よ
っ
て
小
堀
遠
州
が
創
建
者
で
あ
る
こ
と
は
殆
ど
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
に
遠
州
の
精
神
を
見
続
け
た
こ
と
を
言
う
）
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
神
話
」
と
対
応
し
、
「
持

続
」
の
先
端
に
「
現
代
」
が
存
在
し
始
め
る
と
い
う
。
タ
ウ
ト
は
桂
離
宮
を
「
機
能
的
建
築
」
で
あ
り
、
「
合
目
的
建
築
」
と
見
な
し

た
が
、
そ
う
し
た
「
桂
離
宮
の
中
の
「
現
代
性
」
、
そ
れ
が
タ
ウ
ト
の
い
う
「
永
遠
な
る
も
の
」
（
ダ
ス
・
ブ
ラ
イ
ベ
ン
デ
）
で
あ
る
」

と
さ
れ
、
「
持
続
」
の
意
味
が
明
確
に
さ
れ
る
（
高
橋
三
八
）
。
「
永
遠
」
は
過
去
か
ら
未
来
へ
伸
び
る
直
線
、
価
値
を
担
っ
た
時
間
軸

の
ベ
ク
ト
ル
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
過
去
が
現
在
と
等
質
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
も
顕
彰
さ
れ
、
ま
た
現
在
も
そ
の
ゆ
え
に
意
義

が
与
え
ら
れ
る
不
動
の
軸
、
つ
ま
り
タ
ウ
ト
が
建
築
の
本
質
と
す
る
〈
釣
合
い
〉
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
坂
口
の
タ
ウ
ト
ー
永
遠
批
判
は
永
遠
と
い
う
語
義
に
誘
導
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

し
か
し
こ
の
収
鹸
さ
れ
る
べ
き
原
点
で
あ
る
小
堀
遠
州
は
ｌ
ま
さ
に
そ
れ
が
神
話
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
１
１
実
際
に
は
識

で
も
よ
い
わ
け
で
、
タ
ウ
ト
に
と
っ
て
必
要
か
つ
重
要
な
こ
と
は
そ
う
し
た
原
点
が
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
原
点
を
作
り
出
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3３ 

さ
て
、
「
修
学
院
離
宮
の
書
院
の
黒
白
を
滝
の
音
の
表
現
」
と
す
る
タ
ウ
ト
の
理
解
に
対
す
る
坂
口
の
批
判
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
桂
離
宮
に
対
す
る
タ
ゥ
ト
の
理
解
を
洗
い
出
し
て
み
よ
う
。
細
か
な
点
で
の
坂
口
の
勘
違
い
は
と
も
か
く
、
タ
ウ
ト
は
桂
離
宮
の

茶
室
松
琴
亭
の
一
の
間
で
池
水
（
庭
園
）
の
小
爆
を
見
、
そ
の
音
を
聞
い
て
改
め
て
茶
室
を
見
る
と
一
の
間
の
み
な
ら
ず
、
床
の
間
、

こ
の
間
と
の
境
の
襖
に
も
青
白
の
市
松
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
そ
し
て
こ
の
「
｜
見
異
様
な
意
匠
は
、
こ
こ
か
ら
見
え
か

つ
聞
え
る
例
の
小
さ
な
滝
の
水
の
反
射
を
意
味
し
て
い
る
の
」
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
で
も
確
か
に
タ
ウ
ト
は
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
に

よ
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
方
法
を
踏
襲
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
感
覚
を
通
し
て
思
い
が
け
ず
な
さ
れ
た
発
見
と
い
う
形
式
を
示

し
、
桂
離
宮
の
全
体
的
構
成
や
関
係
づ
け
へ
の
驚
き
が
そ
の
動
機
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
る
と
は
い
え
、
坂
口
が
こ
れ
を
批
判
す
る
の

も
肯
え
る
。
「
滝
の
水
の
反
射
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
を
通
し
て
の
理
解
は
む
し
ろ
そ
の
感
覚
性
の
ゆ
え
に
さ
ほ
ど

と
い
え
る
。

す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
タ
ゥ
ト
の
西
欧
的
思
考
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
高
橋
氏
も
認
め
る
よ
う
に
「
こ
れ
は
も
は
や

実
在
の
、
歴
史
上
の
小
堀
遠
州
を
超
え
て
し
ま
っ
た
一
つ
の
「
精
神
」
の
映
像
と
い
う
べ
き
も
の
」
な
の
で
あ
り
、
確
か
に
「
ド
イ
ツ

人
タ
ゥ
ト
を
そ
こ
か
ら
感
じ
と
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
高
橋
三
九
）
。
タ
ウ
ト
は
桂
離
宮
の
合
目
的
性
の
目
的
の
内
容
と
し

て
①
日
常
の
他
奇
な
き
生
活
が
便
利
に
営
ま
れ
る
こ
と
、
②
尊
貴
の
表
現
、
③
高
い
哲
学
的
精
神
の
顕
露
、
を
揚
げ
る
が
、
こ
こ
に
は

建
築
に
精
神
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
タ
ウ
ト
の
志
向
が
顕
著
に
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
、
親
王
の
別
荘
の
空
間
を
日
常
と
一
一
一
一
目
う
そ
の
日
常
生
活
の
実
質
を
考
え
る
と
き
ｌ
桂
離
宮
が
八
条
富
家
初
代
の
智
仁
親
王
、

二
代
智
忠
親
王
に
よ
っ
て
／
の
た
め
の
別
荘
で
あ
る
ゆ
え
の
当
然
の
尊
貴
・
雅
趣
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
ま
た
も
っ
と
言
え
ば

親
王
の
日
常
生
活
は
「
新
御
殿
」
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
智
忠
親
王
が
待
望
し
た
後
水
尾
上
皇
の
行
幸
を
想
定
し
て
改
築
し
た
Ｓ
桂

御
別
業
之
記
』
に
従
う
）
の
も
こ
の
「
新
御
殿
」
で
あ
り
、
従
っ
て
日
常
の
生
活
空
間
は
す
で
に
し
て
聖
な
る
特
殊
空
間
を
内
包
あ
る

い
は
混
交
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｌ
、
タ
ゥ
ト
に
と
っ
て
日
常
や
生
活
と
い
う
タ
ー
ム
に
は
常
に
何
ら
か
の
観
念
性
が
入
り
込
み
、
そ

の
観
念
性
を
通
し
て
日
常
や
生
活
を
読
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
永
遠
」
と
い
う
語
の
語
釈
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本

の
タ
ゥ
ト
受
容
は
タ
ゥ
ト
の
語
（
あ
る
い
は
訳
語
）
の
解
釈
に
左
右
さ
れ
、
先
入
観
を
も
っ
た
誤
解
に
陥
る
危
険
を
常
に
伴
っ
て
い
た
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3４ 
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
理
解
へ
の
強
迫
が
前
面
に
表
出
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
坂
口
の
見
方
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、

こ
の
市
松
模
様
を
こ
れ
ま
で
の
桂
離
宮
理
解
に
ど
う
し
て
も
「
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
」
投
入
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
し
、
少
な

く
と
も
、
そ
う
す
る
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
逆
に
全
体
像
の
組
み
替
え
に
向
か
う

可
能
性
す
ら
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
無
自
覚
的
に
「
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
」
必
要
か
ら
全
体
像
を
組
み
替
え
る
の
と
は
意
味
合
い
は

ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
松
琴
亭
一
の
間
、
床
の
間
、
襖
障
子
の
藍
と
白
の
奉
書
紙
を
貼
っ
た
市
松
模
様
は
襖
一
枚
に

十
個
の
正
方
形
と
柄
も
大
き
く
、
ま
た
床
の
間
の
そ
れ
は
横
長
の
四
方
形
で
一
辺
が
さ
ら
に
大
き
い
。
こ
れ
を
斬
新
、
近
代
的
、
大
胆

と
形
容
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
れ
が
そ
れ
ま
で
の
（
ま
た
現
在
に
至
る
ま
で
も
の
）
桂
離
宮
理
解
の
落
差
を
埋
め
る
も
の
と
な
る

と
は
思
え
な
い
し
、
タ
ウ
ト
的
な
印
象
批
評
へ
の
批
判
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
黄
土
雲
母
の
五
七
桐
紋
を
押
し
た
唐
紙
を
貼
っ

た
古
書
院
こ
の
間
、
こ
の
間
、
鑓
の
間
）
、
あ
る
い
は
新
御
殿
（
｜
の
間
ｌ
桂
棚
、
御
寝
の
間
ｌ
御
剣
棚
、
楽
器
の
間
）
の
壁
、
襖

を
理
解
、
あ
る
い
は
享
受
し
て
き
た
眼
で
見
た
と
き
、
そ
の
落
差
は
予
想
外
に
大
き
い
。
さ
ら
に
松
琴
亭
二
の
間
南
面
の
茶
室
境
の
襖

お
よ
び
違
棚
背
面
が
藍
一
色
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
す
べ
て
の
藍
は
深
く
、
濃
い
藍
で
は
な
く
、
む
し
ろ
青
に
近
い
印
象
で
あ

る
こ
と
は
蝋
き
の
質
さ
え
変
え
る
。
そ
の
と
き
に
こ
れ
を
〈
例
外
〉
〈
別
物
〉
と
し
て
排
除
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
己
れ
の
桂
離
宮
理
解
を
文
化
観
も
ろ
と
も
に
変
更
を
迫
る
よ
う
な
あ
り
か
た
で
形
成
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
坂
口
の
見

方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
匠
を
「
異
様
」
と
受
け
取
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
何
か
に
組
み
込
ん
で
理
解
す
る
こ
と
は
理

解
そ
れ
自
身
の
地
平
を
や
が
て
は
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
。

高
橋
氏
は
こ
こ
に
「
キ
ッ
チ
ュ
」
を
視
点
の
核
に
据
え
、
こ
の
語
の
使
用
を
日
本
に
実
際
に
移
入
し
た
人
物
と
い
う
側
面
か
ら
タ
ゥ

ト
を
見
る
。

四
桂
離
宮
の
キ
ッ
チ
ュ

プ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
桂
離
宮
に
純
粋
無
邪
な
る
美
と
「
永
遠
」
を
発
見
し
て
心
お
き
な
く
語
っ
た
の
と
同
時
に
、
桂
離
宮
の
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3５ 

つ
ま
り
、
桂
離
宮
は
単
一
な
質
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
「
古
典
主
義
的
な
端
正
さ
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
繊
細
な
ロ

コ
コ
、
奇
想
の
バ
ロ
ッ
ク
、
豪
放
な
直
線
性
、
多
層
化
さ
れ
た
構
築
性
と
い
っ
た
数
え
切
れ
な
い
種
々
の
特
性
を
か
か
え
こ
ん
で
い
て
」
、

さ
ら
に
こ
の
か
か
え
こ
み
そ
れ
自
体
が
混
沌
Ⅱ
バ
ロ
ッ
ク
、
全
体
と
し
て
の
静
譜
さ
Ⅱ
古
典
主
義
と
い
う
「
複
雑
さ
と
変
幻
を
帯
び
て

い
る
」
も
の
と
な
る
（
高
橋
一
六
一
）
。
そ
う
な
る
と
、
タ
ウ
ト
ー
桂
離
宮
ｌ
簡
素
美
と
い
う
公
式
は
崩
れ
る
が
、
そ
れ
は
桂
離
宮
に

は
過
剰
で
不
均
衡
つ
ま
り
非
Ｉ
簡
素
の
桂
棚
が
あ
る
ゆ
え
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
タ
ウ
ト
は
桂
離
宮
が
内
蔵
す
る
「
キ
ッ
チ
ュ
」

を
見
届
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
元
来
、
桂
棚
は
上
記
の
公
式
を
否
定
す
る
例
証
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
桂
棚
も
同

様
に
「
バ
ロ
ッ
ク
的
不
規
則
性
を
帯
び
た
過
剰
な
ロ
コ
コ
」
と
し
て
こ
の
綜
合
体
と
い
う
概
念
か
ら
捉
え
直
す
。
こ
こ
で
言
う
建
離
宮
Ⅱ

「
綜
合
体
」
は
桂
離
宮
を
部
分
の
集
積
と
見
る
こ
と
で
も
、
ま
た
様
々
な
も
の
を
抱
え
持
つ
容
器
と
見
る
こ
と
で
も
な
く
、
変
貌
す
る

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
『
桂
御
別
業
之
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
智
忠
親
王
が
御
水
尾
上
皇
の
御
幸
の
た
め
、
新
御
殿
を
造
営
し
た
と
い
う
説
を
と
ら
な

い
と
し
て
も
、
ま
た
御
座
と
し
て
一
の
間
に
上
段
を
設
け
、
庭
園
を
望
め
る
櫛
形
窓
を
開
き
、
国
産
、
外
国
産
の
様
々
な
銘
木
を
使
う

桂
離
宮
を
神
格
化
・
絶
対
化
し
た
の
で
は
な
い
彼
は
、
そ
の
内
部
に
、
内
部
の
最
も
桂
離
宮
的
な
一
極
点
に
「
キ
ッ
チ
ュ
」
を

見
届
け
た
の
で
あ
る
。
（
…
…
）
「
キ
ッ
チ
ュ
」
を
内
蔵
し
た
綜
合
体
と
し
て
桂
離
宮
は
依
然
「
永
遠
」
と
い
う
本
性
を
失
っ
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。
（
高
橋
一
五
二
）

「
キ
ッ
チ
ュ
」
を
も
発
見
し
た
人
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
離
宮
の
内
部
に
埋
め
込
ま
れ
、
嵌
め
込
ま
れ
、
貼
り
込
ま
れ
て
何
気

な
い
態
で
そ
こ
に
在
る
「
部
分
」
と
し
て
の
「
キ
ッ
チ
ニ
」
を
こ
の
よ
う
に
明
確
に
見
出
し
て
語
っ
た
例
は
か
っ
て
な
か
っ
た
。

（
高
橋
一
五
一
）

こ
う
し
て
タ
ゥ
ト
Ⅱ
桂
離
宮
の
永
遠
の
美
の
発
見
者
と
い
う
歴
史
認
識
は
誤
認
と
さ
れ
る
。
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3６ 
こ
と
で
上
皇
を
歓
待
す
る
と
い
う
外
的
誘
因
を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
で
ｌ
確
か
に
中
書
院
一
の
間
の
違
棚
や
欝
蠣
の
化

粧
の
間
の
い
わ
ゆ
る
襄
鯛
を
見
て
き
た
場
合
、
そ
の
（
。
ヅ
ク
性
は
際
立
つ
も
の
の
Ｉ
、
三
宝
院
醍
醐
棚
と
並
ん
で
日
本
三
名
棚

と
な
る
御
水
尾
上
皇
創
設
と
な
る
修
学
院
離
宮
の
中
御
茶
屋
（
上
皇
で
は
な
く
、
そ
の
皇
女
の
た
め
の
朱
宮
御
所
が
始
ま
り
で
は
あ
り
、

そ
の
影
響
が
濃
い
と
は
い
え
る
が
）
客
殿
一
の
間
の
霞
棚
の
視
覚
の
歪
み
、
重
点
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
友
禅
染
め
絵
模
様
モ
チ
ー
フ
の

派
手
さ
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
桂
棚
の
見
方
に
タ
ウ
ト
の
本
質
を
暴
き
出
し
て
み
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
歴
史

的
経
緯
を
考
え
て
み
れ
ば
、
松
琴
亭
一
の
間
の
青
白
市
松
模
様
の
意
匠
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

タ
ウ
ト
の
解
釈
行
為
、
つ
ま
り
タ
ウ
ト
の
西
欧
的
思
考
と
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
隠
さ
れ
た
も
の
と
い
う
仮
定
（
前
提
）
、

深
層
の
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
る
真
理
の
発
見
、
意
味
の
付
与
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
形
成
、
こ
う
し
た
も
の
は
そ
の
理
解
の
方
法
に
お

い
て
い
さ
さ
か
な
り
と
も
目
的
論
的
構
造
を
も
つ
。
目
的
論
的
理
解
は
程
度
の
差
は
あ
れ
、
因
果
律
に
依
拠
し
、
真
理
、
即
ち
合
目
的

性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
世
界
が
本
来
コ
ス
モ
ス
（
秩
序
）
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
遺
憾
な
が
ら
表
出
し
て
い
る
カ
オ
ス

を
排
除
し
て
秩
序
を
取
り
戻
す
か
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
論
理
的
に
コ
ス
モ
ス
に
組
み
入
れ
て
無
効
化
し
て
し
ま
う
方
法

の
探
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
キ
リ
ス
ト
教
的
（
楽
園
追
放
ｌ
楽
園
回
復
的
）
見
方
で
あ
り
、
（
キ
リ
ス
ト
教
的
）
正
義
、
力
、
あ
る

い
は
論
理
的
整
合
性
に
よ
っ
て
合
目
的
性
Ⅱ
完
成
に
向
か
お
う
と
す
る
。
こ
の
完
成
は
中
世
的
ｌ
キ
リ
ス
ト
教
的
宇
宙
論
の
よ
う
に
不

動
で
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
完
成
の
度
が
高
ま
り
、
こ
こ
に
例
え
ば
揺
ら
ぎ
の
概
念
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
で
、

構
造
的
完
成
の
範
蠕
を
で
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
完
成
が
目
指
し
、
か
つ
伴
う
特
質
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
丞
導
廷
で
あ
る
。

タ
ウ
ト
の
陥
る
西
欧
的
思
考
（
志
向
）
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
タ
ウ
ト
は
そ
の
桂
離
宮
観
察
に
お
い
て
「
キ
ッ
チ
ュ
」
を
も
永
遠
の
中
に
内
包
し
、
あ
る
構
築
物
（
こ
こ
で
は
桂

離
宮
）
が
多
層
化
・
複
合
化
し
、
〈
眼
〉
（
タ
ウ
ト
の
強
調
す
る
思
考
す
る
力
で
あ
り
、
手
段
と
し
て
の
眼
）
に
よ
っ
て
分
化
さ
れ
つ
つ
、

三
西
欧
的
思
考
の
哲
学
と
タ
ウ
ト
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3７ 
な
お
か
つ
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
見
方
を
打
ち
出
し
得
た
。
日
本
の
庶
民
文
化
に
対
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
と
き
と
し
て

あ
ま
り
に
も
無
防
備
に
西
欧
的
思
考
に
身
を
任
せ
た
が
、
ま
た
と
き
と
し
て
桂
離
宮
の
よ
う
に
そ
れ
ま
で
の
思
考
で
は
理
解
不
能
な
、

あ
る
種
の
思
考
の
緊
張
を
強
い
る
櫛
築
物
に
対
時
し
た
と
き
に
は
、
依
然
と
し
て
西
欧
的
思
考
の
流
れ
の
中
に
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
を
脱

す
る
領
域
に
も
触
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
脱
西
欧
的
思
考
は
二
項
対
立
を
脱
し
、
因
果
律
を
脱
す
る
。
こ
れ
を
カ
オ
ス
、
ノ
イ
ズ
、
揺

ら
ぎ
、
二
重
の
相
対
性
（
相
対
化
を
相
対
化
す
る
こ
と
）
、
振
動
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
タ
ー
ム
で

表
現
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
固
定
化
さ
れ
、
理
解
強
迫
的
な
関
係
世
界
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
定
義
さ
れ
得
な

い
も
の
、
語
り
得
ぬ
も
の
と
し
て
そ
の
性
質
の
輪
郭
を
な
ぞ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
否
定
に
よ
る
暗
示
は
常
に
そ
の
反
定
立
物
に

己
れ
の
探
求
の
視
点
を
据
え
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
結
局
、
人
は
あ
る
程
度
の
明
示
的
内
容
説
明
が
必
要
な
の
だ
。
従
っ
て
「
脱
‐
」

と
言
う
と
き
に
は
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
説
明
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
は
哲
学
に
対
す
る
問
い
に
お
い
て
、
「
つ
ね
に
新
た
な
概
念
を
創
造
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
哲
学
の
目
的

な
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
’
○
）
。
哲
学
は
観
照
も
反
省
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
も
し
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
う

ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
ソ
ー

エ
ク
ス
プ
リ
ケ

し
た
行
為
は
「
《
錘
曰
遍
》
を
構
成
す
る
機
械
」
だ
か
ら
だ
。
「
〈
普
遍
》
は
何
も
折
り
開
く
［
説
明
す
る
］
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
そ

れ
自
身
折
り
開
か
れ
る
［
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
ど
に
す
ぎ
な
い
。
普
遍
か
ら
脱
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
創
造
が
現
れ
、
そ
の
と
き

「
あ
ら
ゆ
る
創
造
は
特
異
的
Ⅱ
単
独
的
な
も
の
」
と
な
る
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
ー
ニ
ー
一
三
）
。
タ
ウ
ト
が
も
つ
イ
デ
ア
は
こ
う
し

た
普
遍
へ
の
参
照
装
置
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
自
身
が
普
遍
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
「
創
造
」
と
い
う
語
以
上
に
「
つ
ね
に
」

と
い
う
形
態
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
は
こ
れ
を
「
〈
概
念
の
連
続
創
造
〉
」
と
よ
ぶ
。
こ
の
創
造
は
自
己
定
立
と
相
乗
的
に
作

用
し
合
っ
て
い
る
。

ア
ン
プ
リ
ケ

創
造
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
自
分
で
自
分
を
定
立
す
る
と
い
う
こ
と
、
と
い
う
こ
の
一
一
つ
の
こ
と
は
、
た
が
い
に
折
り
込
み

［
含
意
し
］
あ
っ
て
い
る
。
（
…
…
）
概
念
は
創
造
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
自
分
を
定
立
す
る
の
で
あ
り
、
自
分
を
定
立
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
一
九
）
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タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
や
伊
勢
神
宮
を
見
た
と
き
に
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
西
欧
的
思
考
で
は
解
け
な
い
も
の
に
対
時
し
た
と
き
、
自

己
定
立
を
絶
え
間
な
く
要
求
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
の
連
続
創
造
と
並
ん
で
哲
学
が
そ
の
上
で
己
れ
の
諸
概
念
を
創

造
す
る
「
哲
学
の
絶
対
的
な
土
地
」
で
あ
る
「
平
面
の
創
建
」
が
必
要
と
な
る
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
六
二
）
。
こ
の
平
面
は
内
在

平
面
で
あ
る
が
、
ま
た
空
間
的
平
面
で
も
あ
っ
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
は
身
体
（
肉
）
、
家
、
町
、
宇
宙
（
コ
ス
モ
ス
）
に
こ
の

平
面
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
見
る
。
家
の
像
／
比
噛
の
使
用
で
も
そ
の
重
視
度
が
わ
か
る
よ
う
に
、
芸
術
は
家
と
と
も
に
始
ま
る
ゆ
え
に
建

築
は
諸
芸
術
の
第
一
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
建
築
を
平
面
の
接
合
、
つ
ま
り
複
数
の
フ
レ
ー
ム
の
相
互
の
は
め
込
み
と
し
、
具
体
的

内
容
や
機
能
の
事
前
の
判
断
を
含
ま
な
い
フ
レ
ー
ム
合
成
を
考
え
る
。
こ
の
合
成
シ
ス
テ
ム
は
無
制
限
に
拡
張
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の

た
め
に
は
「
い
く
つ
か
の
逃
走
線
に
し
た
が
っ
て
一
種
の
脱
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
を
遂
行
す
る
」
「
さ
ら
に
ひ
と
つ
の
広
大
な
合
成
Ⅱ
創
作

フ
“
ギ
ュ
ー
ル

平
面
そ
の
も
の
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
う
し
て
「
場
所
の
同
一
性
」
が
崩
さ
れ
、
図
形
は
「
も
は
や
溶
解
し
た
り
、
変
貌
し
た
り
、

対
立
し
あ
っ
た
り
、
交
替
し
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
コ
ス
モ
ス
の
諸
力
に
し
か
属
し
て
い
な
い
」
状
況
が
生
ま
れ
る
（
ド
ゥ
ル
ー

ズ
＋
ガ
タ
リ
ニ
六
五
’
一
一
六
六
）
。

桂
離
宮
の
美
の
状
況
は
お
そ
ら
く
こ
れ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
タ
ウ
ト
が
戸
惑
い
、
そ
う
し
た
タ
ゥ
ト
が
ツ
ジ
ッ
マ
を
合
わ
せ
る
理

解
を
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
坂
口
が
そ
の
対
立
物
と
し
て
予
感
し
た
状
況
は
こ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。
桂
離
宮
は
参
観
者
の
移
動
に
よ
っ

て
、
言
い
換
え
れ
ば
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
変
化
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
ゆ
く
視
野
が
非
連
続
的
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
ゆ
く
。

物
理
的
な
理
由
と
し
て
は
視
覚
対
象
と
な
る
景
観
の
カ
ッ
ト
が
多
様
で
あ
り
、
視
野
の
移
動
が
多
方
向
、
非
直
線
的
、
複
雑
で
あ
る
か

ら
だ
が
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
タ
ウ
ト
を
驚
か
せ
、
戸
惑
わ
せ
る
の
は
、
変
化
す
る
桂
離
宮
が
あ
く
ま
で
も
説
明
さ
れ
る
べ
き
（
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
桂
離
宮
の
美
は
折
り
開
か
れ
る
対
象
で
あ
る
限
り
、
桂
離
宮
が
も
つ

バ
ロ
ッ
ク
性
ゆ
え
に
あ
る
意
味
で
は
任
意
に
ツ
ジ
ッ
マ
を
合
わ
せ
ら
れ
る
が
、
折
り
開
か
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
と
き
、
ょ

ヴ
ア
リ
ニ

ア
ブ
ニ
ク
ト

リ
広
大
な
平
面
が
現
れ
、
そ
》
」
で
美
な
る
も
の
を
無
限
に
Ⅱ
永
遠
に
「
変
化
し
変
奏
す
る
」
諸
力
に
属
し
、
「
或
る
純
粋
な
変
様
態
」

と
な
る
の
で
あ
る
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
一
一
五
六
’
二
五
七
）
。
（
な
お
こ
こ
で
は
、
こ
の
無
限
に
「
変
化
し
変
奏
す
る
」
と
い
う
こ
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3９ 
と
が
、
タ
ゥ
ト
が
強
調
し
、
ま
た
タ
ゥ
ト
を
理
解
す
る
重
要
な
エ
レ
メ
ン
ト
と
な
る
「
自
由
」
で
も
あ
る
と
い
う
一
」
と
に
注
意
を
喚
起

し
て
お
く
。
）
タ
ゥ
ト
が
桂
離
宮
に
見
出
し
た
目
の
囚
の
ど
の
己
の
は
持
続
す
る
力
、
変
様
す
る
存
在
、
絶
え
ざ
る
創
造
で
あ
り
、
こ
う

し
て
彼
が
予
感
的
に
も
つ
こ
う
し
た
志
向
は
自
ら
「
生
成
す
る
永
遠
」
（
生
成
的
持
続
）
を
構
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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