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時
代
環
境
と
能
楽
論
書

 
中
世
文
化
の
土
壌
を
形
成
し
て
い
る
和
歌
、
連
歌
、
さ
ら
に
は
知
的
思
想
と

も
深
い
か
か
わ
り
を
持
ち
そ
れ
ら
の
知
識
の
粋
を
吸
収
し
、
中
世
の
芸
能
の
代

表
と
な
っ
た
能
楽
を
大
成
し
た
の
が
世
阿
弥
元
清
（
貞
治
二
年
く
＝
二
六
三
V

i
嘉
吉
三
年
く
一
四
匹
三
V
で
あ
っ
た
の
し
か
し
、
彼
の
八
十
一
年
の
生
涯
は

足
利
将
軍
家
の
交
代
と
も
関
係
を
も
ち
馬
そ
の
栄
光
と
失
意
の
晩
年
を
共
に
身

に
受
け
た
波
乱
万
丈
の
一
生
で
あ
っ
た
。
彼
は
能
楽
の
舞
台
に
生
き
た
偉
大
な

役
者
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
ず
こ
の
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
長

い
体
験
か
ら
考
案
さ
れ
た
多
く
の
秀
れ
た
能
楽
論
書
を
残
し
て
い
る
こ
と
。
こ

れ
と
同
時
に
傑
出
し
た
謡
曲
と
い
う
作
品
が
今
日
な
お
上
演
さ
れ
、
最
も
人
気
，

の
あ
る
名
作
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
謡
曲
を
作
曲
し
て
い
る
音
楽

家
と
し
て
の
業
績
な
ど
な
ど
。
一
身
に
巾
広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
具
備
し
た
不

出
世
の
天
才
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
能

楽
論
に
お
け
惹
花
、
幽
玄
な
ど
の
問
題
で
あ
り
、
彼
の
生
涯
に
お
い
て
花
の
美

的
思
想
が
ど
の
よ
う
に
形
を
変
え
つ
つ
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
中
心
に
そ
の
足

ど
り
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

 
ま
ず
始
め
に
世
阿
弥
の
生
き
て
い
た
時
代
環
境
は
大
き
く
三
期
に
わ
け
て
考

え
ら
れ
ゐ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
期
に
ど
う
い
う
能
楽
論
書
が
執
筆
さ
れ
た
か
の
鳥
瞼

図
を
わ
か
り
易
く
ま
と
め
て
み
よ
う
。

 
ω
前
期
（
足
利
三
代
将
軍
義
満
時
代
）
…
栄
光
期
、

 
世
阿
弥
と
義
満
と
の
始
め
て
の
出
逢
い
は
、
応
安
七
年
目
＝
二
七
四
）
十
二

才
の
時
で
あ
り
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
義
満
が
没
す
る
ま
で
（
五
十
一
，

才
）
世
阿
弥
四
十
六
才
ま
で
の
三
十
五
年
間
で
あ
る
。
こ
の
間
に
執
筆
さ
れ
た

の
が
「
風
姿
花
伝
」
七
編
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
の
期
は
世
阿
弥
の
最
も
栄
光
に

」
輝
や
い
た
順
風
時
代
で
あ
ワ
た
。

 
．
ω
中
期
（
足
利
四
代
将
軍
義
持
時
代
）
…
挑
戦
期

 
義
満
が
没
し
、
そ
の
士
魂
持
に
な
る
と
彼
は
田
楽
新
座
の
増
阿
弥
の
能
を
重

用
し
だ
。
観
世
座
の
世
阿
弥
鳳
、
そ
の
た
め
前
期
の
通
な
待
遇
は
受
け
な
か
っ

た
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
、
か
ら
同
三
十
五
年
（
一
四
二
八
）
の
二
十
年

間
で
、
世
阿
弥
四
十
七
才
か
ら
六
十
六
才
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
芸
術
感
覚
に

秀
れ
た
将
軍
と
卓
越
し
た
増
阿
線
の
芸
風
を
認
め
て
い
た
世
阿
弥
自
身
と
し
て
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は
、
こ
れ
に
敗
北
し
な
い
た
め
に
も
必
死
に
そ
の
芸
能
を
研
磨
し
、
益
々
円
熟

時
代
に
入
っ
た
時
で
、
い
わ
ば
田
楽
新
座
へ
の
挑
戦
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
既

に
世
阿
弥
は
出
家
し
、
法
名
を
至
急
善
芳
と
号
し
、
・
長
男
元
雅
が
第
三
代
観
世

大
夫
を
継
い
で
お
り
、
道
元
の
法
意
を
引
く
禅
と
の
結
び
つ
き
が
こ
の
頃
か
ら

生
じ
、
彼
の
能
楽
論
に
禅
的
思
想
の
影
響
の
多
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
期
の
能
楽
論
書
に
は
、
「
花
三
内
抜
書
」
．
（
応
永
二
十
五
年
）
 
（
五
十
六

 
 
 
 
 
 
こ
わ
だ
し

才
）
、
「
音
曲
（
声
出
）
口
伝
」
 
（
同
二
十
六
年
）
 
（
五
十
七
才
）
、
「
至
花
道
」

（
同
二
十
七
年
）
（
五
十
八
才
）
、
「
二
曲
三
体
入
形
図
」
 
（
同
二
十
八
年
）
（
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
し
づ
け

十
九
才
）
、
「
三
道
」
 
（
旧
作
書
）
、
「
曲
付
次
第
」
 
「
風
曲
集
」
 
（
い
ず
れ
も

同
三
十
年
）
 
（
六
十
一
才
）
、
「
花
鏡
」
 
（
同
三
十
一
年
）
 
（
六
十
二
才
）
年
代

不
明
で
あ
る
が
、
「
遊
楽
習
道
風
見
」
「
五
位
」
「
九
位
」
な
ど
も
こ
の
頃
成

立
か
。

 
㈲
後
期
（
足
利
六
代
将
軍
義
教
時
代
）
…
悲
運
期

 
将
軍
品
持
が
応
永
三
十
五
年
正
月
四
十
三
才
で
没
し
た
あ
と
、
青
蓮
院
門
跡

に
な
っ
て
い
た
弟
の
義
円
が
還
俗
し
て
将
軍
職
に
指
名
さ
れ
義
教
と
名
の
る
。

世
阿
弥
の
最
北
年
期
で
、
応
永
三
十
五
年
（
一
四
二
八
）
か
ら
没
年
嘉
吉
三
年

（一

l
四
三
）
ま
で
十
六
年
間
で
あ
る
。
義
教
将
軍
は
、
青
蓮
院
門
跡
か
ら
世

阿
弥
の
講
元
重
（
音
阿
弥
）
を
重
用
し
て
い
た
関
係
か
ら
世
阿
弥
一
座
は
思
わ

ぬ
弾
圧
に
遭
遇
し
、
遂
に
は
世
阿
弥
・
元
山
父
子
の
仙
洞
御
所
演
能
嚴
禁
と
い

う
冷
酷
な
仕
打
を
受
け
た
。
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
六
十
八
才
の
時
に
は
、

醍
醐
寺
清
滝
宮
楽
頭
職
に
は
元
重
を
就
任
さ
せ
て
い
る
。
「
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え

て
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
に
は
老
い
た
七
十
二
才
の
世
阿
弥
に
佐
渡
配
流
と

い
う
悲
運
が
到
来
し
た
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
野
々
村
戒
三
氏
に
よ
れ
ば
世

阿
弥
父
子
が
南
朝
方
に
荷
担
し
て
い
る
と
の
室
町
幕
府
の
見
方
に
よ
る
結
果
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
或
い
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
私
も
思
う
。
こ
の

間
次
男
元
能
は
、
永
享
二
年
に
「
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
」
を
ま
と
の
、
芸

道
を
捨
て
て
出
家
し
た
。
長
男
元
雅
は
永
享
四
年
、
僅
か
四
十
未
満
で
伊
勢
国

安
濃
の
津
で
客
死
し
て
い
る
な
ど
、
公
私
に
わ
た
？
て
の
重
な
る
不
運
に
遭
っ

た
世
阿
弥
は
、
な
お
能
楽
へ
の
情
熱
之
不
屈
な
精
神
を
以
て
多
く
の
能
楽
論
を

執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
に
は
、
「
六
義
」
（
応
永
三
十
五
年
）
「
拾

玉
塩
花
」
 
「
五
音
」
 
「
五
音
曲
」
（
同
年
四
月
場
立
。
正
長
元
年
）
「
習
道
書
」

及
び
次
男
元
能
が
ま
と
め
た
「
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
」
（
永
享
二
年
）
「
却

来
花
」
 
（
永
享
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
二
）
花
の
基
盤

 
能
役
者
と
し
世
阿
弥
の
長
い
舞
台
生
活
に
お
い
一
て
追
求
し
た
も
の
は
「
花
」
．

の
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
肉
体
を
通
し
て
舞
台
の
上
に
み
ず
か
ら
が

体
験
し
た
演
技
、
演
出
と
観
客
と
の
対
応
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
問
題
を
能
楽

論
と
し
て
系
統
づ
け
よ
う
と
し
た
美
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
ま
ず
花
の
美
を
発

見
し
て
そ
の
基
盤
を
考
案
し
よ
う
と
し
た
の
が
「
風
姿
直
伝
」
で
あ
り
、
彼
の

能
楽
論
に
お
け
る
花
の
美
学
は
本
書
に
於
て
ま
ず
設
定
さ
れ
た
。
彼
の
能
楽
論

は
幽
玄
を
重
要
視
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
す
べ
て
花
の
美
か
ら
出
発
し
形
を

変
え
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
「
風
姿
花
伝
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
以
前

論
究
し
た
こ
と
が
あ
る
。
 
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
第
九
号
）
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
く
り
返
さ
な
い
が
、
一
応
順
序
と
し
て
そ
の
要
点
の
み
を
記

し
て
お
く
。
 
（
以
下
本
論
考
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
主
と
し
、

所
収
な
い
場
合
は
他
本
に
よ
る
）
、

「
花
霞
第
七
別
紙
口
伝
」
の
冒
頭
に
、
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け
り
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
う
つ

 
「
こ
の
口
伝
に
、
花
を
知
る
事
。
先
、
假
令
、
花
の
咲
く
を
見
て
、
萬
に

 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
わ
り
 
 
わ
き
ま

 
花
と
讐
へ
始
め
し
理
を
辮
う
べ
し
。
抑
花
と
言
ふ
に
、
万
木
千
草
に

 
於
い
て
、
 
四
季
折
節
に
咲
く
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
時
を
得
て
珍
ら
し
き
故

 
 
 
も
て
あ
そ

 
に
、
9
翫
ぶ
な
り
。
申
楽
も
、
人
の
心
に
珍
ら
し
き
と
知
る
所
、
即
ち
面

 
白
き
心
な
り
。
花
と
、
面
白
き
と
、
珍
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な

 
り
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
世
阿
弥
に
お
け
る
花
の
美
学
の
中
心

思
想
を
形
成
す
る
。
つ
ま
り
花
は
申
楽
（
能
）
を
鑑
賞
す
る
観
客
が
珍
し
い
と

感
ず
る
そ
の
心
の
働
き
が
同
時
に
面
白
い
と
感
ず
る
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
能
役
者
と
し
て
は
面
白
く
珍
レ
い
演
技
を
感
ぜ
さ
せ
る
舞
台
の
魅
力
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発
揮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
能
役
者
と
観
客
は
一
体
と
な
り
、
そ
こ
に
果
れ
た
能

が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
は
、
い
う
な
ら
ば
、
「
花
」
の
総
論
之

見
る
べ
き
で
あ
る
。
「
風
姿
花
伝
」
は
更
に
花
の
各
論
に
入
る
。
そ
れ
を
示
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
じ
ち
 
 
一

ω
「
時
分
の
花
を
ま
こ
と
の
花
と
知
る
心
が
、
眞
実
の
花
に
猶
遠
ざ
か
る
心

 
也
」
 
（
第
一
年
来
稽
古
條
々
・
二
十
四
五
）
 
・

 
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
く
な
す
く
な

②
「
凡
そ
こ
の
比
、
物
数
を
ば
、
は
や
初
心
に
譲
り
て
、
安
き
所
を
、
少
 
々

 
と
震
え
て
せ
し
か
ど
も
、
花
は
彌
増
し
に
見
え
し
な
り
。
こ
れ
、
ま
こ
と
に

 
得
た
り
し
花
な
る
が
故
に
、
能
は
、
枝
葉
も
少
く
、
老
木
に
な
る
ま
で
、
花

 
は
散
ら
で
残
り
し
な
り
。
こ
れ
、
・
眼
の
あ
た
り
、
-
老
骨
に
残
り
し
花
の
謹
嫁

 
な
り
」
 
（
向
・
五
十
有
蓋
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
者
）

㈲
「
鬼
ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
物
は
（
鬼
も
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
．
る
べ
き
か
。

 
委
し
く
習
ふ
べ
し
。
た
ゴ
、
鬼
の
面
白
か
ら
む
た
し
な
み
、
巌
に
花
の
咲
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ね

 
ん
が
如
し
」
〈
第
二
物
学
三
々
・
鬼
）

世
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一
「
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」
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を
中
心
と
し
て
一

 
 
 
 
し
て

．
ω
「
古
き
為
手
は
、
は
や
花
失
せ
て
、
古
画
な
る
時
分
に
、
珍
ら
し
き
花
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
じ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
き

 
て
、
勝
つ
事
あ
り
。
真
実
の
目
利
は
見
分
く
べ
し
。
さ
あ
ら
ば
、
目
利
・

．
目
利
か
ず
の
、
批
判
の
勝
負
に
な
る
べ
き
か
」
 
（
第
三
問
答
條
々
）

㈲
「
た
と
ひ
随
分
極
め
た
る
上
手
名
人
な
り
と
も
、
こ
の
花
の
公
案
な
か
ら
ん

 
し
て

 
為
手
は
、
上
手
に
て
は
通
る
と
も
、
花
は
後
ま
で
は
あ
る
ま
じ
き
な
り
。
公

 
案
を
極
め
た
ら
ん
上
手
は
、
た
と
へ
能
は
下
る
と
も
、
花
は
残
る
べ
し
。
柑

 
だ
に
残
ら
ば
、
面
白
ぎ
所
は
一
期
あ
る
べ
し
」
 
（
同
）

 
 
ま
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ぜ
い

㈲
「
正
し
く
、
萎
れ
た
る
風
情
は
あ
る
物
色
。
是
も
、
た
ゴ
花
に
よ
り
て
の
風

 
 
 
 
 
 
 
 
よ
く
よ
く

 
情
な
り
。
増
々
案
じ
て
見
る
に
、
稽
古
に
も
振
舞
に
も
及
び
難
し
。
劉

 
極
め
た
ら
ば
知
る
べ
き
か
。
 
（
中
略
）
一
方
の
花
を
極
め
た
ら
ん
人
は
、
萎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
か
れ
ば

 
れ
た
る
所
を
も
知
る
事
あ
る
べ
し
。
 
然
、
こ
の
萎
れ
た
る
と
申
す
こ
と
、

．
花
よ
り
も
猶
上
の
事
に
港
申
し
つ
べ
し
。
花
な
く
て
は
、
萎
れ
る
所
無
益
な

 
り
」
（
同
ゾ

㊥
「
能
を
尽
く
し
、
 
工
夫
を
極
め
て
後
、
 
こ
の
掴
患
所
を
ば
知
る
べ

 
し
。
こ
の
物
数
を
極
む
る
心
、
山
花
の
種
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
'
花
を
知
ら

 
ん
と
思
は
ゴ
、
先
種
を
知
る
べ
し
。
花
は
心
、
種
は
態
な
る
べ
し
L
 
（
同
）

㈲
「
秘
す
る
花
を
知
る
事
漁
『
秘
す
れ
ば
花
な
り
。
秘
せ
ず
は
高
な
る
べ
か
ら

 
ず
」
と
な
り
。
・
こ
の
分
目
を
知
る
事
、
肝
要
の
花
な
り
」
 
（
別
紙
口
伝
）

㈲
「
因
果
の
花
を
知
る
事
。
極
め
な
る
べ
し
。
一
切
皆
因
果
な
り
。
初
心
よ
り

 
の
芸
能
の
数
々
は
因
な
り
。
能
を
極
め
、
名
を
得
る
事
は
果
な
り
。
し
か
れ

 
ば
、
稽
古
す
る
所
の
因
疎
か
な
れ
ば
、
果
を
果
す
事
難
し
」
 
（
同
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
べ
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
う
ぎ

㈲
「
こ
の
道
を
極
め
終
り
て
見
れ
ば
、
花
と
て
別
に
は
な
き
も
の
な
り
。
奥
義

 
を
極
め
て
、
萬
に
珍
ら
し
き
理
を
我
と
知
る
な
ら
で
は
、
花
は
あ
る
べ
か
ら

 
ず
」
 
（
同
）
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も

、



 
以
上
、
花
に
つ
い
て
世
阿
弥
の
各
論
を
具
体
的
に
十
ケ
條
ほ
ど
抜
い
て
み

た
。
い
ら
ざ
る
解
説
を
す
る
よ
り
も
こ
の
十
ケ
條
を
世
阿
弥
自
身
の
こ
と
ば
で

つ
か
ん
だ
方
が
、
花
の
心
を
じ
か
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
」
「
風
姿
花

魁
」
は
、
ま
ず
、
花
に
対
す
る
世
阿
弥
の
公
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
詳

細
に
述
べ
た
も
の
で
、
前
期
に
お
け
る
・
「
花
」
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
出
来
る
。

（
三
）
 
「
花
鏡
」
に
お
け
る
幽
玄
と
上
果

 
世
阿
弥
の
中
期
を
代
表
す
る
能
楽
論
書
と
し
て
は
「
至
花
道
」
「
花
鏡
」
「
九

位
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
う
ち
嫡
子
元
雅
に
相
伝
し
た
「
花
鏡
」
を

と
り
あ
げ
て
み
る
。
本
書
は
応
永
三
十
｝
年
、
世
阿
弥
六
十
こ
才
の
時
の
著
作

で
、
前
期
に
書
か
れ
た
「
風
姿
花
伝
」
が
楽
観
阿
弥
の
庭
訓
に
対
し
て
「
花

鏡
」
は
父
に
別
れ
て
以
来
四
十
余
年
の
間
に
世
阿
弥
自
身
の
体
験
に
も
と
づ
い

た
思
索
の
成
果
と
も
．
い
う
べ
き
芸
術
論
体
系
を
示
す
秀
れ
た
伝
書
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
「
風
姿
花
伝
」
よ
り
更
に
深
め
ら
れ
た
彼
の
主
体
的
芸
道
観
の
発
展

が
み
ら
れ
る
。
，
本
書
に
取
り
あ
げ
た
間
題
は
多
い
が
、
美
的
思
想
に
最
も
関
係

の
深
い
「
幽
玄
之
、
．
盈
．
回
る
事
」
を
考
察
し
て
み
た
い
・
も
と
も
と
幽
玄
と
い

う
漢
語
は
中
国
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
和
歌
上
の
美
意
識
用
語
と
し

．
て
は
藤
原
俊
成
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
。
歌
論
“
連
歌
論
の
上
で
も
盛
ん
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
幽
玄
の
堺
に
入
る
事
」
と
は

幽
玄
風
の
主
体
者
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
ず
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
 
「
幽
玄
の
風
体
の
事
、
諸
道
・
諸
事
に
於
い
て
ギ
幽
玄
な
る
を
以
て
上
歯
と

 
せ
り
。
こ
と
さ
ち
、
当
芸
に
お
い
て
、
幽
玄
の
風
体
、
第
一
と
せ
り
」

と
規
定
づ
け
て
い
る
。
和
歌
、
連
歌
の
世
界
に
お
い
て
も
当
時
、
す
で
に
幽

玄
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
が
、
和
歌
、
連
歌
に

お
い
て
は
余
情
を
伴
う
閑
雅
な
風
趣
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
能
に
お
け
る
幽
玄

は
、
風
体
の
優
し
く
上
品
な
美
を
さ
し
、
世
阿
弥
は
、
こ
れ
を
理
想
的
境
地
に

位
置
づ
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
ひ
と
通
り
の
幽
玄
は
誰
で
も
が
演
じ
ら
れ
、
見
物

入
も
そ
の
程
度
の
幽
玄
は
知
っ
て
い
る
が
、
真
の
幽
玄
の
意
味
に
お
け
る
「
幽

玄
」
の
爲
手
は
そ
ん
な
に
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
触
れ
て
、
彼
は
、
こ
の

幽
玄
の
世
界
を
具
体
的
に
種
々
分
類
し
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
「
花
鏡
」
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
幽
玄
の
堺
に
入
る
者

の
根
元
を
探
求
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
げ

 
「
ま
つ
、
世
上
の
有
様
を
以
て
、
人
の
品
々
を
見
る
に
、
公
家
の
御
た
㌧
ず

 
ま
ひ
の
位
高
く
、
人
望
絵
に
変
れ
る
御
有
様
、
是
、
幽
玄
な
る
位
と
申
す
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
 
 
 
 
 
 
て
い

 
き
ゃ
ら
ん
。
然
ら
ば
、
た
ゴ
美
し
く
、
、
柔
和
な
る
体
、
幽
玄
の
本
体
な
り
」

・
と
あ
る
。
こ
れ
が
世
阿
弥
の
幽
玄
美
の
根
元
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
具
体
的

に
幽
玄
の
種
ダ
相
を
次
の
如
く
分
類
す
る
。

 
に
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ん
て
い

ω
人
な
い
の
幽
玄
（
人
体
の
ど
か
な
る
よ
そ
ほ
ひ
を
持
つ
時
）

ω
詞
の
幽
玄
（
言
葉
や
さ
し
く
し
て
、
貴
人
・
上
人
の
御
慣
ら
は
し
の
言
葉
つ

 
か
ひ
を
習
ひ
う
か
が
ふ
時
）

㈲
音
曲
の
幽
玄
馳
（
音
曲
の
節
か
㌧
り
美
し
く
下
り
、
な
び
な
び
と
聞
ゆ
る
時
）

ω
舞
の
幽
玄
（
人
な
い
の
か
、
り
美
し
く
て
、
静
か
な
る
よ
そ
ほ
ひ
に
見
所
が

 
面
白
く
感
じ
た
時
）

㈲
物
ま
ね
の
幽
玄
（
三
体
〈
老
体
・
女
体
・
軍
体
〉
の
姿
か
㌧
り
の
美
し
い
時
）

㈲
鬼
の
幽
玄
（
美
し
き
か
㌧
り
を
忘
れ
ず
し
て
、
動
十
分
心
、
又
強
身
動
華
足

 
踏
を
心
に
か
け
て
人
な
い
美
し
い
時
）

 
な
ど
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
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「
こ
の
色
々
を
心
中
に
覚
え
ず
ま
し
て
、
そ
れ
に
身
を
よ
く
な
し
て
、
何
の

 
物
ま
ね
に
品
を
変
へ
て
な
る
共
、
幽
玄
を
ば
離
る
べ
か
ら
ず
」

 
と
幽
玄
第
一
を
力
説
し
て
、
そ
の
た
と
え
と
し
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
な
ん
 
に
よ

 
「
上
山
・
下
関
、
男
・
女
、
僧
・
俗
、
田
夫
・
野
人
、
乞
食
・
非
人
に
至
る

 
迄
、
花
の
枝
を
一
ふ
ざ
づ
㌧
か
ざ
し
た
ら
ん
を
、
を
し
な
べ
て
見
ん
が
ご
と

 
し
。
そ
の
人
の
品
々
は
変
る
と
も
、
美
し
の
花
や
と
見
ん
こ
と
は
、
皆
同
じ

 
花
な
る
べ
し
」

 
と
述
べ
、
幽
玄
と
花
と
の
融
合
を
こ
こ
で
提
起
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
レ
で

は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
コ
切
、
こ
と
み
＼
く
、
物
ま
ね
は
変
る
と
も
、
美
．

 
 
 
 
 
ひ
と

し
く
見
ゆ
る
一
か
㌧
り
を
持
つ
事
、
幽
玄
の
種
と
知
る
べ
し
」
と
結
論
づ
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
「
こ
の
花
は
人
な
い
な
り
。
姿
を
よ
く
萌
す
る
は
心
な
り
」

 
と
も
い
う
。
言
葉
の
幽
玄
に
な
る
た
め
に
は
歌
道
を
習
い
、
姿
の
幽
玄
に
な

る
た
め
に
億
品
の
よ
い
仕
立
て
の
風
体
を
習
う
と
い
う
心
構
え
を
も
説
く
。
こ

れ
ら
は
、
「
風
姿
言
伝
」
に
お
け
る
「
花
」
の
論
を
さ
ら
に
深
く
追
求
し
、
幽

玄
の
境
地
に
ま
で
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
幽
玄
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん

「
風
姿
花
首
」
に
も
し
ば
し
ば
触
れ
て
お
り
、
「
至
花
道
」
に
も
出
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
書
を
継
承
し
た
所
論
で
あ
る
。
こ
と
に
「
鬼
」
の
幽
玄
に
ま
で
発

展
さ
せ
て
い
る
の
は
「
花
鏡
」
の
美
学
の
特
色
で
あ
っ
た
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
今
ひ
と
つ
花
の
展
開
に
お
い
て
幽
玄
と
の
関
連
に
提
出
さ
れ

た
の
は
「
上
果
」
、
「
上
三
花
」
と
い
う
美
の
問
題
で
あ
る
。

ω
「
至
花
道
」
の
コ
一
曲
三
体
．
の
事
し
の
條
に
、

 
「
ま
こ
と
の
上
貫
の
芸
風
に
至
る
べ
き
入
門
は
、
三
体
の
み
也
。
老
体
．
女

体
事
体
・
こ
れ
甥
也
・
（
中
署
）
二
曲
一
葎
だ
に
極
ま
り
た
ら
ば
・
藁

世
阿
弥
の
芸
道
論
 
一
「
花
」
の
展
開
を
中
心
と
し
て
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぢ
ゃ
う
み
ほ
ん
ぷ
う
ち
た
い

 
の
網
手
に
て
あ
る
べ
し
。
〔
此
二
曲
三
体
を
、
定
位
本
風
地
体
と
名

亀
附
く
〕
。

 
「
花
鏡
」
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

ω
「
た
ゴ
、
や
㌧
も
す
れ
ば
、
そ
の
早
く
の
物
ま
ね
ば
か
り
を
し
分
た
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ゑ
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
を
、
至
極
と
心
得
て
、
姿
を
忘
る
㌧
ゆ
へ
に
、
左
右
な
く
幽
玄
の
堺
に
入
ら

 
ず
。
幽
玄
の
堺
化
入
ら
ざ
れ
ば
、
上
果
に
至
ら
ず
。
蓋
果
に
至
ら
ざ
れ
ば
、

 
名
を
得
る
上
手
に
は
な
ら
ぬ
也
」

 
と
あ
る
。
ω
に
於
て
は
、
上
面
の
芸
風
に
入
る
の
は
三
体
で
あ
り
、
二
曲
三

体
さ
え
極
め
て
い
れ
ば
、
上
果
の
為
手
に
な
り
得
る
と
い
う
方
法
論
を
提
示
し

て
い
る
。
㈲
で
は
、
幽
玄
の
堺
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
盗
聴
に
は
至
ら
ぬ
と
い
う

結
論
を
鴬
き
出
し
て
お
り
、
幽
玄
の
堺
と
上
果
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
上
果

と
い
う
用
語
は
「
風
姿
此
伝
」
に
は
用
例
が
な
く
、
 
「
至
花
道
」
以
後
に
お
い

て
愛
用
し
た
評
語
で
、
「
花
」
'
と
い
う
語
は
こ
こ
で
は
な
い
が
、
花
↓
幽
玄
↓

上
果
と
い
ず
れ
も
芸
道
に
お
け
る
理
想
的
境
地
を
広
く
意
味
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
上
果
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
か
。
「
花

鏡
」
で
は
、
こ
と
細
か
に
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
へ
す
が
へ
す

 
「
此
上
果
と
申
は
、
姿
が
㌧
り
の
美
し
き
也
。
た
ゴ
返
 
々
、
身
な
り
を

 
心
得
て
た
し
な
む
べ
し
。
然
れ
ば
、
．
極
め
く
て
は
、
二
曲
を
初
め
て
、
品

 
々
の
物
ま
ね
に
至
ま
で
、
姿
美
し
く
は
、
い
つ
れ
も
上
歯
な
る
べ
し
。
姿
悪
，

 
く
は
、
い
つ
れ
も
俗
な
る
べ
し
。
見
る
姿
の
数
々
、
聞
く
姿
の
数
々
の
、
お

 
し
な
め
て
美
し
か
ら
ん
を
以
て
、
幽
玄
と
知
る
べ
し
。
」

 
こ
こ
で
は
、
二
曲
三
体
、
品
々
の
物
ま
ね
、
す
べ
て
見
る
姿
、
聞
く
姿
の
美

し
い
、
の
が
幽
玄
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
幽
玄
風
体
の
主
に
な
り
き
る
こ
と
が
幽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
わ
り

玄
の
堺
に
入
る
爲
手
に
も
な
り
得
る
。
そ
れ
に
は
「
こ
の
．
理
を
我
と
工
夫
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す
る
」
こ
と
が
必
要
條
件
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
演
技
、
演
出
に
み
ず
か
ら
の

工
夫
、
、
考
案
が
上
議
に
至
り
、
幽
玄
の
堺
に
入
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
同

時
に
舞
台
の
花
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
四
）

 
き
う
 

み
の
ち
ゅ
う

「
九
位
注
」
の
美
的
品
等
論
と
「
九
位
習
道
の

次
第
」
に
お
け
る
方
法
論

 
花
、
幽
玄
、
善
果
と
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
芸
域
に
お
い
て
至
上
の
境
地
で

あ
る
こ
と
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
ひ
と
つ
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は

「
九
位
注
」
に
お
け
る
「
上
三
花
」
と
い
う
こ
と
ば
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
す
こ
し
考
え
て
み
た
い
。

 
「
九
位
注
」
は
幽
玄
美
を
体
系
的
に
三
等
九
位
に
分
類
し
た
も
の
で
、
そ
の

名
称
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
め
う
 
く
わ
 
ふ
う
 
 
ち
ょ
う
し
ん
 
く
わ
 
ふ
う
 
 
か
ん
 
く
わ
 
ふ
う

 
ω
上
三
花
…
…
妙
花
風
・
寵
深
花
風
・
閑
花
風

 
 
 
 
 
 
 
し
や
う
く
わ
 
ふ
う
 
 
く
わ
う
し
や
う
ふ
う
 
 
せ
ん
 
も
ん
 
ふ
う

 
ω
中
三
位
…
…
正
花
風
・
広
精
風
・
長
文
風

 
 
 
 
 
 
 
が
う
 
さ
い
 
ふ
う
 
 
が
う
 
そ
 
ふ
う
 
 
 
そ
 
え
ん
 
ふ
う

 
㈲
下
三
位
…
…
強
細
風
・
強
髭
風
・
麓
高
風

 
こ
こ
で
気
の
つ
く
て
と
は
、
ω
の
み
が
上
三
位
と
は
い
わ
ず
「
上
三
花
」
と

「
花
」
の
字
を
用
い
、
細
分
に
も
す
べ
て
「
花
風
」
と
あ
り
、
あ
と
は
「
中
三

位
」
に
「
正
花
風
」
と
「
花
」
の
字
を
用
い
、
他
に
は
「
花
」
の
字
は
用
い
て

い
な
い
。
そ
れ
と
、
こ
こ
に
は
「
幽
玄
」
と
い
う
文
字
は
ひ
と
つ
も
用
い
て

い
な
い
。
し
か
し
、
用
い
て
い
な
く
て
も
そ
の
内
容
か
ら
は
当
然
幽
玄
の
風
体

美
論
に
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
「
風
姿
花

伝
」
の
深
化
さ
れ
た
禅
的
展
開
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
ず
そ
の
内
容
を
み
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
ぢ
 
 
や
は
ん
 
に
っ
と
う
あ
き
ら
か

に
、
ω
妙
花
風
（
第
一
位
）
を
総
括
し
て
「
新
羅
、
夜
半
、
日
頭
 
明
 
な

り
」
と
注
し
て
あ
る
。
新
羅
国
（
朝
鮮
南
部
の
古
名
）
で
は
夜
半
に
も
太
陽
が

明
る
く
照
っ
て
い
る
。
と
い
う
意
で
、
常
識
を
越
え
た
公
案
で
あ
り
、
禅
的
妙

境
の
比
喩
と
し
て
禅
家
の
語
録
に
は
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
「
碧
巌
録
」

八
十
六
則
に
附
し
た
圖
悟
の
著
語
に
「
半
夜
日
頭
出
、
日
午
打
三
更
」
と
あ

る
9
夢
心
国
師
の
「
夢
申
問
答
」
に
も
散
見
す
る
。
世
阿
弥
は
、
お
そ
ら
く
夢

窓
国
師
の
禅
語
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
能
の
最
高
位
と
し
て
の

「
妙
花
風
」
に
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
説
明
し
て
、
「
妙

と
云
っ
ぱ
、
言
語
道
断
、
心
行
所
滅
な
り
。
夜
半
の
日
頭
、
是
又
言
語
の
及
ぶ

べ
き
虎
か
、
如
何
。
然
れ
ば
、
当
道
の
堪
能
の
幽
風
、
褒
美
も
及
ば
ず
、
無
心

の
感
、
無
位
の
画
風
の
離
見
こ
そ
、
妙
花
に
や
有
べ
ぎ
」
と
言
う
。
「
妙
」
と

い
う
の
は
、
言
語
、
思
索
な
ど
に
よ
っ
て
も
す
ぐ
に
は
理
解
出
来
な
い
至
上
の

境
地
で
あ
り
、
 
「
当
道
の
堪
能
の
海
風
」
そ
れ
は
同
時
に
「
無
心
の
感
」
「
無

位
の
旧
風
の
離
見
」
に
も
通
ず
る
。
能
の
道
に
お
け
る
達
人
の
幽
玄
な
芸
位
は
．

悟
得
の
心
位
に
根
ざ
す
風
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
世
阿
弥
は
最
高
の
「
妙
花
風
」

と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
彼
の
前
に
書
い
た
「
花
鏡
」
の
上

手
之
知
レ
密
事
」
の
條
の
展
開
で
も
あ
る
。
そ
の
條
に
は
「
舞
・
は
た
ら
き
は

わ
ぎ

態
也
。
主
に
成
る
物
は
心
な
り
。
又
正
位
也
。
」
「
為
手
の
位
も
如
レ
此
。
初
心

よ
り
連
続
に
習
ひ
上
り
て
は
、
よ
き
為
手
と
い
は
る
～
迄
な
り
。
是
は
、
は
や

上
手
に
至
る
位
也
。
そ
の
上
に
面
白
き
位
あ
れ
ば
、
は
や
名
人
の
位
な
り
。
そ

の
上
に
無
心
の
感
を
持
つ
事
、
天
下
の
名
望
を
得
る
位
な
り
」
と
言
っ
た
評
語

が
あ
る
。
「
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
」
に
「
申
楽
も
、
人
の
心
に
珍
ら
し
き
と
知

る
所
、
．
即
ち
面
白
き
心
な
り
。
花
と
、
面
白
き
と
、
珍
ら
し
き
と
、
翻
れ
三
つ

は
同
じ
心
な
り
。
」
と
あ
る
有
名
な
こ
と
ば
は
す
で
」
に
前
に
も
述
べ
た
が
、
「
花

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぢ
ゆ
う

鏡
」
で
は
、
「
面
白
き
位
よ
り
上
に
、
心
に
も
覚
え
ず
、
『
あ
っ
』
と
云
重
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あ
る
べ
し
。
是
は
感
な
り
。
こ
れ
は
、
心
に
も
覚
え
ね
ば
、
面
白
し
と
だ
に
思

 
 
 
 
 
 
こ
こ
 
 
 

は
ぬ
感
な
り
。
愛
を
『
こ
ん
ぜ
ぬ
」
と
も
云
」
と
あ
る
。
「
重
」
と
は
「
位
」

で
あ
り
、
 
「
こ
ん
ぜ
ぬ
」
と
は
．
「
混
ぜ
ぬ
」
で
、
純
粋
無
垢
の
意
と
な
る
。
こ

の
芸
境
は
、
世
阿
弥
後
期
に
著
作
し
た
「
拾
玉
得
花
」
に
も
「
無
心
の
感
（
即

 
 
 
 
 
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
ん
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
つ

心
は
た
ゴ
観
喜
の
み
か
。
覚
え
ず
微
笑
す
る
機
、
言
語
絶
し
て
、
正
に
一
物
も

な
し
。
愛
を
『
妙
な
る
」
と
云
。
『
妙
な
り
」
と
得
る
心
、
妙
花
也
。
さ
て
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ん
し
ゃ
う
く
わ
 
 
 
ぢ
や
う
い

そ
、
九
位
第
一
に
も
、
妙
花
を
も
て
金
性
花
と
は
定
位
し
侍
れ
」
と
語

っ
て
い
る
。
「
九
位
注
」
の
「
妙
花
風
」
は
、
こ
の
よ
う
に
「
拾
採
得
花
」
に

も
発
展
し
て
ゆ
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
 
 
 
 
 
 
 
い
か
ん

ω
寵
深
花
風
（
第
二
位
）
を
総
括
し
て
「
雪
千
山
を
蓋
ひ
て
、
孤
峰
如
何
か
白

か
ら
ざ
る
」
と
注
し
て
い
る
。
「
寵
」
は
、
「
寵
」
 
（
静
か
、
深
し
）
」
の
あ

て
字
か
。
静
か
に
し
て
奥
深
い
花
の
意
で
あ
ろ
う
。
雪
が
千
山
を
お
お
い
尽
く

し
て
い
る
の
に
一
つ
の
峰
だ
げ
が
白
く
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
と
い
う
意
。
こ
れ

は
、
「
曹
山
元
証
禅
師
語
録
」
の
中
に
見
え
る
僧
の
問
句
。
師
の
答
え
て
云
っ

た
の
が
「
須
知
・
知
・
有
二
異
中
異
［
。
云
、
如
何
是
回
申
異
」
と
い
う
言
葉
で
、

異
中
の
異
を
表
象
し
た
も
の
ら
し
い
。
 
（
後
述
）
そ
の
説
明
に
「
古
人
刷
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
う

『
富
士
山
早
う
し
て
雪
消
せ
ず
」
と
昇
り
。
是
を
、
唐
人
難
じ
て
云
く
、
「
富

士
山
深
し
て
』
云
々
。
至
り
て
高
き
は
深
き
也
。
高
き
は
限
り
あ
り
。
深
き
は

測
る
べ
か
ら
ず
。
．
然
れ
ば
、
千
山
の
雪
、
一
峰
白
か
ら
ざ
る
深
景
、
寵
深
花
風

に
当
る
か
」
。
こ
の
話
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
富
士
山
は
高
い
の
で
雪

が
消
え
な
い
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
唐
人
が
そ
の
平
凡
な
観
察
を
非
難
し
て

「
富
士
山
は
深
い
の
で
…
…
」
と
し
た
方
が
よ
い
。
高
さ
は
測
定
出
来
る
が
、

深
さ
は
際
限
が
な
い
の
で
測
定
出
来
な
い
質
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
高
さ
の

ゆ
え
に
、
も
は
や
白
く
見
え
な
い
深
い
景
色
こ
そ
が
「
発
呼
花
風
」
の
芸
境
を

世
阿
弥
の
芸
道
論
 
1
「
花
」
の
展
開
を
回
心
と
し
て
一

象
徴
す
る
の
に
ふ
さ
わ
も
い
。
と
い
う
禅
的
世
界
を
芸
能
に
泄
騨
鍍
引
用
し

た
の
で
あ
る
。
「
次
の
㈲
閑
花
風
（
第
三
位
）
を
総
括
し
て
「
銀
坑
裏
に
雪
を

積
む
」
と
注
し
た
。
（
坑
は
、
椀
の
あ
て
字
か
。
銀
製
の
椀
の
こ
と
。
）
こ
れ
も

「
碧
巌
録
」
に
見
え
る
「
巴
陵
云
『
引
導
裏
盛
レ
雪
』
，
に
も
と
つ
く
。
世
阿
弥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
ん
し
き

は
、
こ
れ
を
引
用
し
「
雪
を
銀
坑
裏
に
積
み
て
、
臼
光
清
浄
な
る
現
色
、
．
誠

に
柔
和
な
る
見
姿
、
閑
花
風
と
云
ふ
べ
き
か
」
と
説
明
し
て
い
る
。
雪
の
白
々

と
輝
く
清
浄
な
色
あ
い
に
柔
和
な
姿
の
み
や
び
や
か
さ
を
見
て
い
る
の
で
あ

り
、
す
で
に
引
用
し
た
「
花
鏡
」
の
「
た
だ
美
し
く
柔
和
な
る
体
、
幽
玄
の
本

体
な
り
」
と
い
う
美
的
幽
玄
の
展
開
で
あ
る
。
先
の
②
「
寵
深
花
風
」
と
比
較

し
て
見
る
と
き
、
「
閑
花
風
」
の
「
白
光
清
浄
な
る
赤
色
」
よ
り
も
「
千
山
の

雪
、
一
峰
白
か
ら
ざ
る
深
戸
」
の
方
が
侍
中
の
異
を
表
わ
し
て
一
段
上
位
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
「
九
位
注
」
の

次
に
「
九
位
習
道
の
次
第
」
の
標
題
が
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
か
か
わ
り
は
あ

る
が
、
前
者
は
品
等
分
類
で
後
者
は
稽
古
の
方
法
論
で
あ
る
。
次
に
こ
の
こ
と

を
考
え
て
み
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
ご

 
世
阿
弥
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
中
線
・
上
中
・
下
後
と
云
っ
ぱ
、
芸
能
の
初
門

に
入
り
て
、
二
曲
の
稽
古
の
事
々
を
成
す
は
、
淺
帰
線
な
り
。
」
と
以
下
段
階
．

的
に
稽
古
の
方
法
を
述
べ
て
い
る
。

 
中
は
、
中
三
位
の
中
。
 
（
広
聴
風
）

 
上
は
、
上
三
花
の
上
。
 
（
妙
花
風
）

 
下
は
、
下
三
位
の
下
。
 
（
鹿
画
風
）

 
以
上
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
中
・
上
・
下
は
位
を
意
蔑
し
、
下
の
初
・
中
・

後
と
あ
る
の
は
稽
古
向
上
の
過
程
を
あ
ら
わ
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
ま

ま
稽
古
の
順
序
に
は
な
ら
な
い
。
 
「
妙
花
風
」
は
至
上
の
単
位
で
は
あ
る
が
、

（85）



そ
こ
で
止
ま
ら
ず
下
三
位
に
立
ち
帰
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

 
「
さ
て
、
下
三
位
者
、
遊
楽
の
急
流
、
次
第
に
分
れ
て
、
さ
し
て
習
道
の

 
大
事
も
な
し
。
但
し
、
此
中
三
位
よ
り
上
三
花
に
至
り
て
、
安
位
妙
花
を
得

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
づ
う
 
 
 
 
 
 
わ
ざ

 
て
、
さ
て
却
来
し
て
、
下
三
位
の
風
に
も
遊
通
し
て
、
其
態
を
な
せ
ば
、

 
く
わ
ふ
う

 
和
風
の
事
体
と
も
な
る
べ
し
。
．
（
中
暑
）
変
に
、
申
初
・
上
申
・
下
後
ま

 
で
を
悉
く
成
し
し
事
、
・
亡
父
の
芸
風
に
な
ら
で
は
見
え
ざ
り
し
な
り
。
」

 
と
亡
き
父
観
阿
弥
の
芸
境
を
称
え
て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
「
申
楽
談
儀
」
に

も
「
上
花
に
上
り
て
も
山
を
崩
し
、
中
上
に
上
り
て
も
山
を
崩
し
、
又
、
下
三

位
に
下
め
、
塵
に
も
交
は
り
し
こ
と
、
た
だ
観
阿
一
人
の
み
也
」
と
あ
る
に
通

ず
る
。
下
三
位
と
は
余
り
目
の
利
か
な
い
一
般
大
衆
に
満
足
を
与
え
る
低
い
芸

位
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
却
来
し
て
始
め
て
真
の
芸
境
が
花
と
し
て
聞
く
の
で
あ

る
。
9
こ
れ
は
「
五
音
曲
華
々
」
に
も
い
う
「
向
去
却
来
」
．
の
こ
と
で
曹
洞
宗
に

用
い
ら
れ
る
禅
語
で
あ
る
。

 
 
（
五
）
 
皮
・
肉
・
骨
の
こ
と

 
「
位
」
の
こ
と
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
「
至
花
道
」
に
お
け
る
「
皮
・
肉
・

骨
の
事
」
、
「
三
位
の
事
」
な
ど
の
條
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
の
こ
と
に
つ

き
考
え
て
み
よ
う
。
世
阿
弥
は
、
幽
玄
と
の
関
係
に
お
い
て
「
皮
・
肉
・
骨
」

の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
も
と
も
と
こ
れ
は
筆
体
を
人
体
に
比
し
て
三
分

し
た
書
道
用
語
で
あ
り
、
歌
論
の
上
に
も
定
家
に
仮
託
さ
れ
た
歌
論
書
「
愚
秘

抄
」
で
は
、
こ
の
三
体
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
、
さ
ら
に
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

れ
を
能
楽
の
上
に
転
用
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
冒
頭
に
「
こ
の
芸
態
に
、
皮

 
に
く
 
こ
つ

・
肉
・
骨
あ
り
。
此
の
三
つ
、
そ
ろ
ふ
心
な
し
。
然
れ
ば
、
手
跡
に
も
、
大
師

の
御
手
な
ら
で
は
、
こ
の
三
つ
そ
ろ
ひ
た
る
は
な
し
と
申
し
伝
へ
た
り
」
と
あ

る
。
そ
の
具
体
的
説
明
を
彼
は
次
の
如
く
言
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゅ
つ
し
や
う

ω
骨
…
…
ま
つ
下
地
の
生
得
の
あ
り
て
、
お
の
つ
か
ら
上
手
に
出
生
し
た

 
 
 
 
 
ず
い
り
き
 
 
げ
ん
し
ょ

 
 
 
 
る
瑞
力
の
見
所
を
骨
と
や
申
す
べ
き
。

 
こ
の
骨
と
い
う
の
は
、
生
れ
つ
き
素
質
に
恵
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
自
然
と

上
手
の
為
手
と
な
る
天
稟
の
力
の
備
わ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
境
地
。

 
 
 
 
ぶ
が

ω
肉
…
…
舞
歌
の
習
力
の
満
風
、
見
に
現
は
る
㌧
所
車
止
や
申
す
べ
き
。

 
肉
と
い
う
の
は
、
平
素
か
ら
舞
と
謡
の
練
磨
し
た
芸
力
の
結
果
が
そ
の
ま
ま

目
に
見
え
る
充
実
し
た
風
体
と
し
て
現
わ
れ
る
境
地
。

㈲
皮
…
…
こ
の
品
々
を
長
じ
て
、
安
く
、
美
し
く
、
極
ま
る
風
姿
を
、
皮
と
や

 
 
 
 
申
す
べ
き
。

 
こ
れ
に
よ
れ
ば
皮
と
は
、
「
骨
と
肉
」
の
上
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
て
、
こ
の

上
も
な
く
安
ら
か
で
美
し
く
完
成
さ
せ
て
ゆ
く
自
在
な
境
地
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
そ
の
事
を
彼
は
よ
く
考
え
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
い
こ
う

，
「
何
と
見
る
も
弱
き
所
の
な
き
は
、
旧
風
の
四
劫
の
感
、
何
と
見
る
も
事

 
の
尽
き
ぬ
は
、
肉
風
の
芸
劫
の
感
、
何
と
見
る
も
幽
玄
な
る
は
、
皮
風
の
芸

 
劫
の
感
に
て
、
離
見
の
見
に
現
は
る
㌧
所
を
思
ひ
合
は
せ
て
、
皮
・
肉
・
骨

 
揃
ひ
た
る
為
手
な
り
け
る
と
や
申
す
べ
き
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
ん
 
も
ん
 
し
ん

 
と
あ
り
、
し
か
も
今
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
、
「
見
・
聞
・
心
」
の
三
つ
に
あ

て
は
め
て
関
係
づ
け
て
い
る
こ
と
で
、

 
「
見
は
皮
、
聞
は
肉
、
心
は
骨
な
る
べ
き
や
ら
ん
」

と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
後
の
「
花
鏡
」
に
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
わ

 
「
当
座
に
て
、
出
で
来
た
る
能
、
出
で
来
ぬ
能
の
際
を
、
よ
く
く
見
分
け

 
聞
き
分
け
て
、
是
を
知
る
べ
し
。
能
の
出
で
来
る
当
座
に
、
見
・
聞
・
心
の

 
三
あ
ケ
」
 
（
比
判
早
事
）
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と
し
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
に
詳
細
な
類
別
考
察
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
、

ω
見
よ
り
出
で
来
る
能
は
…
…
（
視
覚
美
で
成
功
す
る
能
の
こ
と
）
「
舞
歌
曲

 
風
面
白
く
て
、
見
物
の
上
下
、
感
傷
を
出
し
て
、
は
へ
み
＼
し
く
見
え
た
る

 
当
座
」
と
い
う
。

ω
聞
よ
り
出
で
来
る
能
は
…
…
（
聴
覚
に
訴
え
て
成
功
す
る
能
の
こ
と
）
「
指

 
寄
り
し
み
み
＼
と
し
て
、
や
が
て
音
曲
調
子
に
合
ひ
て
、
し
と
や
か
に
面
白

 
き
也
。
是
、
ま
つ
音
曲
の
な
す
感
な
り
。
無
上
の
上
手
の
得
手
に
入
る
当
感

 
也
」
と
い
う
。

㈲
心
よ
り
出
で
来
る
能
は
…
：
「
・
（
観
客
の
心
の
働
き
に
訴
え
成
功
す
る
能
の
こ

 
と
）
「
無
上
の
上
手
の
申
楽
に
、
物
数
の
後
（
二
曲
も
物
ま
ね
も
言
置
も
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
っ
ち

 
し
て
な
き
能
の
、
ざ
び
く
と
し
た
る
中
に
、
何
と
や
ら
ん
感
心
の
あ
る
所

 
あ
a
。
是
を
冷
た
る
曲
と
も
申
す
也
。
よ
き
程
の
月
き
～
も
見
知
ら
ぬ
な

 
り
。
・
（
中
暑
）
こ
れ
を
心
よ
り
出
で
来
る
能
と
も
い
ひ
、
無
心
の
能
と
も
、

 
 
 
 
む
も
ん

 
ま
た
は
無
文
の
能
と
も
申
す
也
」
と
い
ジ
つ
。

 
 
「
無
心
の
能
」
．
と
は
、
能
そ
の
も
の
ま
で
，
意
識
し
な
い
境
地
の
能
の
こ
と

‘
で
、
わ
ざ
な
ど
に
心
を
用
い
な
く
て
す
ば
ら
し
い
効
果
を
あ
げ
る
。
つ
ま
り
心

さ
え
も
超
越
し
た
能
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
目
や
耳
に
直
接
訴
え
乃

「
文
」
 
（
美
）
が
な
く
て
も
、
気
韻
、
情
調
と
し
て
美
以
上
に
感
動
を
生
む
能

に
な
る
「
無
文
の
能
」
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
・
「
有
文
」
よ
り
も
「
無
文
」
を

尊
重
す
る
世
阿
弥
の
深
い
思
慮
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
後
期
の
「
世
子
六
十

以
後
申
楽
談
儀
」
に
も
発
展
し
て
ゆ
く
。
 
「
花
鏡
」
に
お
け
る
「
批
判
吉
事
」

は
、
た
だ
演
者
の
み
の
問
題
で
な
く
、
能
批
判
と
の
両
方
相
関
の
問
題
で
も
あ

っ
た
。

世
阿
弥
の
芸
道
論
 
一
「
花
」
の
展
開
を
中
心
と
し
て
一

 
次
に
「
位
」
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
「
離
見
の
見
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
至
花
道
」
に
い
う
皮
・
肉
・
骨
の
三
つ
の
境
地
が
揃
っ
た
時
に
は
無
上

の
段
階
で
、
安
位
・
無
風
の
位
と
な
る
。
こ
の
時
演
者
自
身
は
、
た
だ
自
分
の

主
観
に
よ
っ
て
演
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
観
客
と
一
体
化
し
た
立
場

に
お
い
て
自
ヨ
を
見
る
。
こ
れ
が
「
離
見
の
見
」
で
あ
る
。
こ
の
事
は
さ
ら

 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
ま
ひ
は
こ
ゑ
を
ね
と
な
．
す

に
、
「
花
鏡
」
の
「
舞
 
声
 
爲
・
根
」
の
條
に
更
に
次
の
よ
う
に
く
わ
し
く

述
べ
て
い
る
。

 
「
見
所
よ
り
見
る
所
の
風
姿
は
、
我
が
離
見
也
。
然
れ
ば
、
わ
が
眼
の
見
る

 
所
は
、
我
見
也
。
離
見
の
見
に
て
見
る
所
は
、
則
ち
見
所
同
心
の
見
な
り
。

 
其
時
は
、
我
姿
を
見
得
す
る
也
。
」

 
と
あ
る
。
 
舞
台
上
に
お
け
る
演
者
は
左
右
は
見
え
る
が
、
背
後
は
見
え
な

い
。
そ
れ
を
見
る
の
は
心
眼
で
見
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
こ
に
い
う
「
見
所
同
心

の
見
」
と
あ
る
の
は
、
そ
⑳
こ
と
を
意
味
す
る
。
見
所
で
自
己
の
姿
を
客
観
的

に
見
る
。
そ
れ
は
肉
眼
で
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
自
分
で
見
る
わ
が
姿
は
、

主
観
的
見
方
で
、
本
当
の
三
位
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
葉
は
な

お
続
き
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ぎ
ふ
も
く
 
ヒ

 
「
離
見
の
見
に
て
、
見
所
同
見
と
成
り
て
、
不
皆
目
の
身
所
ま
で
見
智
し

，
て
、
五
体
相
応
の
幽
姿
を
な
す
べ
し
。
書
斎
、
心
を
後
に
置
く
に
て
あ
ら
ず

 
や
。
か
へ
す
が
へ
す
、
離
見
の
見
を
能
々
見
得
し
て
、
眼
ま
な
こ
を
見
ぬ
所

 
を
覚
え
て
、
左
右
前
後
を
分
明
に
安
見
せ
よ
。
定
め
て
花
姿
玉
得
の
言
置
に

 
至
ら
ん
事
、
目
前
の
讃
見
な
る
べ
し
。
」

 
と
あ
る
。
こ
の
中
の
「
眼
ま
な
こ
を
見
ぬ
所
」
と
あ
る
の
は
「
正
法
誤
認
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

九
十
一
」
の
「
み
つ
か
ら
を
知
ら
ん
事
を
求
む
る
は
、
い
け
る
も
の
の
さ
だ
ま

れ
る
心
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
ま
な
こ
の
み
つ
か
ら
を
ば
見
る
も
の
ま
れ
な
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り
つ
ひ
と
り
仏
の
み
こ
れ
を
し
れ
り
」
に
よ
る
。
こ
こ
に
も
彼
の
芸
道
論
の
禅

的
影
響
が
み
ら
れ
る
。
禅
と
言
え
ば
、
「
遊
楽
習
道
風
見
」
に
も
見
え
る
が
、

そ
の
前
に
定
家
の
「
駒
と
め
て
鞭
う
ち
は
ら
ふ
蔭
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪

の
夕
ぐ
れ
」
の
歌
を
例
示
し
、
こ
の
歌
は
名
歌
で
あ
る
が
、
さ
て
ど
こ
が
よ
い

の
か
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
た
だ
旅
の
情
景
を
そ
の
通
す
に
表
現
し
た

歌
か
と
思
う
が
、
名
手
、
達
人
と
言
わ
れ
る
能
役
者
の
芸
は
こ
の
歌
の
よ
う
に

口
に
出
し
て
は
言
え
な
い
味
わ
い
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
あ
た
り
、
無

の
至
上
の
画
境
を
比
喩
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
禅
に
関
係
し
た
こ
匙
ば
の
引

用
が
す
ぐ
次
に
、
天
台
妙
釈
に
庵
「
言
語
道
断
、
不
思
議
、
心
行
所
滅
之
塵
、

是
妙
也
」
と
あ
る
。
続
い
て
、

 
「
当
芸
に
も
、
堪
能
其
物
な
む
ど
の
位
に
至
ら
ん
時
は
、
此
『
駒
と
め
，
て
」

 
の
歌
の
如
く
、
ま
さ
し
く
造
作
の
一
も
な
く
、
風
体
心
を
も
求
め
ず
、
無
感

 
の
感
、
離
見
の
見
に
現
は
れ
て
家
名
旧
聞
な
ら
ん
を
や
、
遊
楽
の
妙
風
の
達

 
人
と
も
申
す
べ
き
」

 
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
、
こ
こ
で
は
「
無
感
の
感
」
と
「
離
見
の
見
」
と
を
並

べ
て
用
い
て
い
る
。
と
も
に
演
者
の
至
芸
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
室
町

初
期
に
は
歌
が
禅
的
意
味
に
多
く
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
、
世
阿
弥
は
能
楽
論
の

中
に
そ
れ
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
禅
の
用
語
を
能
の
世
界
に
用
い
て
い
る
例
は

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
き
び
し
い
芸
道
修
業
は
禅
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
・

世
阿
弥
が
生
涯
花
の
美
を
追
い
求
め
る
中
に
は
深
い
幽
玄
0
世
界
、
無
の
至
境

を
理
想
と
し
た
幽
遠
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
花
の
、
展
開
の
相
の

中
に
中
期
、
後
期
に
従
い
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

（
六
）
 
「
花
」
の
成
就

 
後
期
の
始
め
に
世
阿
弥
は
金
春
氏
信
（
禅
竹
・
世
阿
弥
の
女
婿
）
に
相
伝
し

た
「
拾
玉
得
花
」
を
書
い
た
。
面
白
い
能
を
花
と
比
喩
し
て
い
る
そ
の
根
源
は

一
体
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
彼
ば
「
是
は
、
既
に
、
．
花
を
悟
り
、
奥
義

を
極
む
る
妙
な
る
べ
し
。
以
前
申
し
つ
る
、
面
白
き
と
云
ひ
、
花
と
云
ひ
、
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
ん
ば
く

づ
ら
し
き
と
云
ふ
、
こ
の
三
つ
は
一
体
異
名
也
。
是
、
妙
・
花
・
面
白
、
三
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
し
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
や
べ
つ

也
と
云
へ
ど
も
、
一
色
に
て
、
又
、
上
・
中
・
下
の
差
別
あ
り
。
妙
者
、
言

語
を
絶
し
て
、
心
行
所
懐
也
。
是
を
妙
と
見
る
は
花
也
。
一
点
挙
る
は
面
白
き

也
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
妙
花
は
「
九
位
注
」
と
同
じ
《
最
上
境
地
に
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
「
風
姿
花
伝
」
の
さ
ら
に
発
展
し
た
花
の
思
想
の
深
化

で
あ
っ
た
。
「
至
花
道
」
、
「
花
鏡
」
を
経
て
「
九
位
」
、
「
拾
玉
得
花
」
に
至

る
と

 
「
遊
楽
の
面
白
き
と
見
る
即
心
は
、
無
心
の
感
也
」

 
之
あ
り
、
そ
の
「
無
心
」
の
世
界
を
追
求
し
て
は
、

 
「
無
心
の
感
、
一
芸
心
は
た
客
観
喜
の
み
か
。
覚
え
ず
微
笑
す
る
機
、
言
語

絶
し
て
、
正
に
一
物
も
な
し
。
愛
を
『
妙
な
る
」
と
云
ふ
。
『
妙
な
り
」
と
得

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ん
し
ゃ
う
く
わ

る
心
、
妙
花
色
。
さ
て
こ
そ
、
九
位
第
「
に
も
、
妙
花
を
も
て
金
性
花
と

 
ぢ
や
う
い
 
 
 
 
 
 
ぶ
が

は
定
位
し
侍
れ
。
舞
歌
．
の
曲
を
な
し
、
意
景
感
風
の
心
耳
を
驚
か
す
堺
、
覚

え
ず
見
所
の
感
応
を
な
す
、
是
妙
花
園
。
、
是
、
面
白
き
也
。
是
、
無
心
域
也
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
つ

此
三
ケ
條
の
感
は
、
正
に
無
心
の
切
也
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
ζ
れ
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
っ
し
ん
に
つ
な
ぐ

「
花
鏡
」
の
「
せ
ぬ
所
が
面
白
き
」
 
（
万
能
縮
二
一
心
一
事
の
條
）
と
い
う

境
地
に
も
通
ず
る
。
そ
れ
は
「
舞
を
舞
い
や
む
ひ
ま
、
音
曲
を
謡
ひ
や
む
所
、

そ
め
ほ
か
、
言
落
・
物
ま
ね
、
あ
ら
ゆ
6
品
々
の
ひ
ま
く
に
、
心
を
捨
て
ず

（88）



し
て
、
用
心
を
も
つ
内
心
也
」
と
い
う
心
を
つ
な
ぐ
配
慮
か
ち
く
る
演
技
方
法

の
至
高
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
演
技
そ
の
も
の
を
せ
ぬ
時
に
も
注
意
深
ぐ
意
識

の
底
に
は
充
実
し
た
演
技
が
内
に
あ
り
、
自
然
と
外
部
に
、
に
じ
み
出
て
面
白

さ
層
発
揮
す
る
無
心
の
位
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

 
さ
て
、
世
阿
弥
が
出
家
し
た
の
は
応
永
二
十
九
年
（
一
四
二
二
）
六
十
才
の

 
 
 
 
 
 
 
り
も
と
よ
し

時
で
あ
り
、
次
男
元
応
が
世
阿
弥
の
講
釈
を
聞
き
書
き
し
て
お
い
た
も
の
を

そ
の
出
家
に
際
し
て
父
に
贈
っ
た
の
が
「
申
楽
新
著
」
で
こ
の
書
の
成
っ
た
の

は
、
永
享
二
年
、
世
阿
弥
六
十
八
才
の
時
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
六
十
以
後
の

「
芸
談
で
あ
り
、
や
や
技
術
論
に
偏
し
た
面
も
あ
る
が
、
理
論
的
所
見
竜
散
見
す

る
。
こ
れ
は
、
舞
台
人
と
し
て
長
く
生
き
た
実
践
記
録
と
も
い
う
べ
き
書
で
、

元
能
は
よ
く
そ
れ
を
聞
き
と
り
、
ま
と
め
て
い
る
9
こ
れ
ま
で
の
諸
々
書
と
重

な
る
面
も
多
く
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
抜
き
出
し
て
「
花
」
の
結
実
の
あ
と
づ
け

と
し
た
い
。

ω
コ
避
道
」
に
云
、
「
上
盤
の
位
は
、
舞
歌
幽
玄
本
風
と
し
て
、
三
体
相
応
た

 
る
べ
し
。
上
代
・
末
代
に
芸
人
の
得
手
く
様
々
な
り
と
い
へ
ど
も
、
至
上

 
長
久
の
、
天
下
に
名
を
得
る
為
手
に
於
き
て
は
、
幽
玄
の
花
風
を
離
る
べ
か

 
ら
ず
」
と
、
云
々
。

ω
妙
の
位
は
、
そ
う
じ
て
て
之
い
は
ぬ
重
な
り
。
上
花
に
上
り
た
ら
ば
妙
は
有

 
る
べ
き
か
。

㈲
先
祖
観
阿
、
「
静
が
舞
の
能
、
嵯
峨
の
大
念
仏
の
女
物
狂
の
能
な
ど
、
こ
と

 
に
名
を
得
し
、
幽
言
無
上
の
風
体
也
と
花
伝
に
も
有
り
。

ω
直
ぐ
成
る
か
㌧
り
は
祝
言
也
。
是
の
地
体
と
し
て
、
幽
玄
の
か
～
り
、
恋
慕

 
の
か
、
り
、
哀
傷
・
無
常
音
な
ど
、
そ
の
か
㌧
り
く
、
有
文
・
無
文
の
心
、

 
 
 
 
 
 
た

 
根
尽
き
て
、
蘭
け
た
る
位
に
も
上
る
べ
し
。

世
阿
弥
の
芸
道
論
 
一
「
花
」
の
展
開
を
中
心
と
し
て
一

㈲
至
り
く
て
、
能
・
音
曲
の
一
心
に
帰
す
る
所
、
万
口
の
妙
花
を
聞
く
成
就

 
な
る
べ
し
。

 
こ
の
ほ
か
例
示
す
れ
ば
ま
だ
多
い
が
、
申
楽
談
儀
は
、
こ
れ
ま
で
の
花
・
幽

玄
な
ど
の
総
ま
と
め
と
し
て
元
能
が
父
の
晩
年
の
紅
血
を
具
体
的
に
記
録
し
た

も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ゃ
く
ら
い
か

 
世
阿
弥
の
最
後
に
書
い
た
の
は
、
永
享
五
年
五
月
の
「
却
来
-
花
」
で
七

十
一
才
の
蒔
で
あ
っ
た
。
「
却
来
花
」
と
は
、
却
来
風
の
花
と
い
う
意
で
あ
ろ

う
。
世
阿
弥
の
最
後
に
到
達
し
た
至
妙
の
芸
風
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
 
四
十
才

未
満
で
没
し
た
元
雅
に
は
遂
に
演
技
と
し
て
は
伝
授
せ
ず
、
口
伝
に
と
ど
ま
っ

た
。

 
「
そ
も
そ
も
、
却
来
風
の
曲
と
云
ふ
、
無
上
妙
体
の
秘
伝
な
り
。
『
望
却
来
、

 
却
来
不
急
」
と
云
へ
り
し

 
と
あ
る
。
五
十
才
に
達
し
な
け
れ
ば
演
じ
て
は
な
ら
ぬ
秘
曲
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
混
迷
に
伝
授
し
た
か
っ
た
の
は
、
 
い
わ
ば
花
の
秘
曲
で
あ
っ
た
わ
け
だ

が
、
遂
に
そ
れ
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
世
阿
弥
は
、
晩
年
に
至
っ
て
、
な
お

花
の
美
を
追
求
し
や
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
老
い
の
情
熱
を
こ
こ
に
見
る
。
「
風

姿
花
伝
」
層
書
い
て
以
来
、
以
上
見
て
き
た
種
々
の
能
楽
論
書
に
於
て
そ
の
年

代
相
応
の
「
花
」
の
論
、
「
幽
玄
」
の
論
を
打
ち
た
て
、
そ
れ
は
深
化
発
展

し
、
て
れ
を
成
就
さ
せ
た
。
栄
光
の
後
に
来
た
悲
運
の
晩
年
、
世
阿
弥
は
長
男

元
雅
の
早
世
に
遭
っ
た
悲
嘆
を
「
夢
跡
一
紙
」
に
書
き
つ
ら
ね
た
。
「
心
な
き

花
鳥
を
羨
み
、
色
心
に
惑
ふ
哀
れ
さ
も
、
思
へ
ば
同
じ
道
な
る
べ
し
」
と
亡
き

わ
が
子
を
嘆
き
、

 
思
ひ
き
や
身
は
埋
木
の
残
る
世
に
盛
り
の
花
の
跡
を
見
ん
と
は

 
こ
の
挽
歌
の
「
花
」
は
彼
の
遺
し
た
数
々
の
花
の
美
と
は
、
う
ら
は
ら
に
悲
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＼

し
み
の
影
を
た
た
え
た
花
で
あ
っ
た
。
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6
「
歌
論
集
・
能
楽
論
集
」
 
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
○
「
連
歌
論
集
・
能
楽

論
集
・
俳
論
集
」
 
（
日
本
古
典
文
学
全
集
）
○
「
世
阿
弥
集
」
〈
日
本
の
思
想

8
V
（
筑
摩
童
旦
房
）
○
「
世
阿
弥
集
」
〈
日
本
の
名
著
V
（
申
央
公
論
社
）
○

「
世
阿
弥
芸
術
論
集
」
（
新
潮
社
）
○
「
申
世
評
論
集
」
（
角
川
書
店
）
O
「
道
-

元
と
世
阿
弥
」
）
西
尾
実
）
○
「
世
阿
弥
」
（
岩
波
講
座
・
日
本
文
学
史
第
四
巻

中
世
・
西
尾
実
）
○
「
世
阿
弥
元
清
」
 
（
岩
波
講
座
・
旧
本
文
学
・
西
尾
実
）

そ
の
他
。

＼

、
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