
『
徒
然
草
』 
 
に

第
百
七
十
二
段
を
中
心
に

見
ら
れ
る
老
人
と
若
者

韓

智

源

 
『
徒
然
草
』
で
は
、
人
間
の
立
場
が
し
ば
し
ば
対
比
的
に
語
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
「
よ
き
人
」
と
「
よ
か
ら
ぬ
人
」
、
「
智
者
」
(
「
賢
き
人
」
)
と
「
愚
か

な
人
」
、
「
宮
こ
の
人
」
と
「
か
た
み
中
の
人
」
(
「
片
ゐ
中
よ
り
さ
し
出
で
た

る
人
」
)
な
ど
、
相
反
す
る
両
者
の
概
念
を
読
み
比
べ
る
こ
と
は
、
兼
好
の

思
想
や
趣
味
を
理
解
す
る
上
で
一
つ
の
方
法
に
な
り
得
る
。

 
「
老
」
と
「
若
」
も
、
そ
う
し
た
対
立
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。

 
兼
好
は
、
老
若
と
い
う
基
準
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
兼
好

の
老
若
へ
の
関
心
は
、
無
常
観
の
文
学
と
言
わ
れ
る
『
徒
然
草
』
の
性
格
と

深
く
関
わ
り
、
無
常
の
認
識
の
も
と
に
兼
好
が
人
間
を
い
か
に
み
て
い
た
か

を
跡
づ
け
る
上
で
も
一
考
を
要
す
る
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

 
「
若
者
」
か
ら
「
老
人
」
へ
と
い
う
過
程
は
、
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
人

生
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
た
か
も
「
常
住
の
思
い
」
(
第
二
百
十
七

段
)
に
生
き
る
か
の
よ
う
に
、
「
身
を
養
ひ
て
何
事
を
か
待
つ
。
期
す
る
所
、

た
だ
老
と
死
と
に
あ
り
」
(
第
七
十
四
段
)
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
な
が

ら
、
や
や
も
す
れ
ば
日
常
の
中
で
は
忘
れ
去
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

 
第
百
七
十
二
段
に
は
、
老
若
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
評
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
両
者
の
特
徴
を
的
確
に
指
摘
し
た
老
若
比
較
論
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
以
下
、
第
百
七
十
二
段
を
中
心
に
し
て
「
老
人
」
と
「
若
者
」

へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
つ
つ
、
兼
好
の
求
め
る
望
ま
し
い
老
人
の
生
き
方

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第
百
七
十
二
段
の
全
文
を
掲
げ
る
。

 
若
き
時
は
、
血
気
内
に
余
り
、
葉
物
に
動
き
て
、
精
欲
多
し
。
身
を

危
ぶ
め
て
砕
け
や
す
き
こ
と
、
玉
を
走
ら
し
む
る
に
似
た
り
。
花
麗
を

好
み
て
宝
を
費
し
、
こ
れ
を
捨
て
て
苔
の
快
に
や
つ
れ
、
勇
め
る
心
盛

り
に
し
て
物
と
争
ひ
、
人
に
恥
づ
、
羨
み
、
好
む
所
日
々
に
定
ま
ら
ず
。

色
に
耽
り
、
情
に
愛
で
、
行
を
い
さ
ぎ
よ
く
し
て
、
百
年
の
身
を
誤
り

て
、
〔
命
を
失
へ
る
た
め
し
願
は
し
く
し
て
、
身
の
〕
全
く
久
し
か
ら
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む
こ
と
を
ば
思
は
ず
、
〔
好
け
る
方
に
心
引
て
、
〕
長
き
世
語
り
と
も
な

る
。
〔
身
を
誤
つ
こ
と
〕
は
、
若
き
時
の
し
わ
ざ
な
り
。

 
老
ぬ
る
人
は
、
精
神
衰
へ
、
淡
く
疎
か
に
し
て
、
感
じ
動
く
所
な
し
。

心
を
の
つ
か
ら
閑
か
な
れ
ば
、
無
益
の
わ
ざ
を
な
さ
ず
、
身
を
助
け
、

愁
へ
な
く
、
人
の
煩
い
な
か
ら
む
こ
と
を
思
ふ
。
老
て
智
若
き
に
勝
れ

る
こ
と
、
若
く
し
て
か
た
ち
の
老
い
た
る
に
勝
れ
る
が
ご
と
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
百
七
十
二
段
)

 
こ
の
段
で
は
、
若
者
と
老
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
、
心
と
身
の
両
面
か

ら
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
、
年
を
と
っ
て
そ
の
知
恵
が
若
い
人
よ
り
勝
っ
て
い

る
の
は
、
年
若
く
て
そ
の
容
貌
が
老
人
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で

あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

 
若
い
時
は
、
行
動
が
衝
動
的
に
極
端
に
走
り
が
ち
で
、
見
栄
を
張
り
、
先
々

の
こ
と
ま
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
若
者
の
特
徴
を
語
る
に
当
っ
て
、

兼
好
は
ま
ず
、
「
血
気
内
に
余
り
」
の
一
言
を
先
頭
に
置
き
、
あ
ら
ゆ
る
思

考
や
行
為
の
原
点
と
し
て
、
身
や
心
に
優
先
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

 
こ
の
段
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
老
若
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
二
点
に
留
意

し
た
い
。

 
第
一
点
は
、
自
己
と
対
象
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
外
部
の
対
象
に
ど
の

よ
う
に
反
応
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
若
い
時
は
、
血
気
が
体
内
に
あ
り

余
り
、
心
が
物
事
に
ふ
れ
て
動
揺
し
や
す
く
、
な
に
か
と
欲
望
が
多
い
。
そ

の
た
め
、
身
を
危
険
に
さ
ら
し
て
破
滅
し
や
す
い
こ
と
は
、
玉
を
走
ら
せ
る

よ
う
な
も
の
だ
と
兼
好
は
言
う
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
老
人
は
、
気
力
が
衰
え
、
物
事
に
淡
白
で
、
動
揺
す
る

こ
と
が
な
い
。
「
感
じ
動
く
所
な
し
」
は
、
対
象
へ
の
欲
望
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
が
な
く
、
外
部
か
ら
の
刺
激
に
動
揺
せ
ず
、
心
が
落
ち
着
い
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

 
第
二
点
は
、
若
者
と
老
人
の
違
い
が
、
本
文
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
身

を
誤
つ
」
と
「
身
を
助
け
る
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
要
約
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

 
「
身
」
は
、
『
徒
然
草
』
の
中
で
多
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
い
方
も
様
々

で
あ
る
。
「
平
な
く
身
強
き
人
」
(
第
百
十
七
段
)
な
ど
の
よ
う
に
、
明
確
に

肉
体
、
身
体
を
意
味
す
る
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
む
し
ろ
身
体
よ
り

「
命
」
と
言
い
換
え
た
方
が
適
切
な
場
合
も
あ
り
、
ま
た
や
や
抽
象
的
な
意

味
で
の
身
分
、
境
涯
、
境
遇
と
い
う
使
い
方
も
見
ら
れ
る
。

 
久
保
田
淳
氏
は
、
第
百
七
十
二
段
で
は
、
命
と
ほ
と
ん
ど
同
義
の
「
身
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
集
中
的
に
使
わ
れ
て
い
る
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
「
身
」
を

「
命
」
の
意
に
解
す
れ
ば
、
「
身
を
誤
つ
」
「
身
を
助
け
る
」
と
い
う
言
葉
か

ら
は
、
深
い
意
味
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
身
両
面
か
ら
若
者
と
老
人

の
違
い
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う
当
然
の
認
識
の
上
に
、
さ
ら
に
「
命
」
あ

る
、
生
命
体
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
大
事
さ
と
、
そ
れ
へ
の
切
実
な
思
い

が
老
若
を
考
え
て
い
く
兼
好
の
中
で
常
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

 
さ
て
、
こ
の
段
は
、
「
老
て
智
若
き
に
勝
れ
る
こ
と
、
若
く
し
て
か
た
ち

の
老
い
た
る
に
勝
れ
る
が
ご
と
し
」
と
、
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
「
智
」
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と
「
か
た
ち
」
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
老
人
と
若
者
の
長
所
と
し
て
い
る
が
、

話
の
重
点
は
、
老
人
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
若
者
の
特
性

を
並
べ
た
の
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
老
人
を
語
る
た
め
の
前
置
き
だ
と
解

釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
鴨
長
明
の
作
と
さ
れ
る
『
四
季
物
語
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
見
ら

 
 
 
 

れ
る
。

 
ロ
ハ
よ
は
ひ
を
か
さ
ぬ
る
の
み
。
た
う
と
か
る
べ
き
わ
ざ
は
あ
ら
じ
か

し
。
人
は
さ
ら
也
。
老
た
る
馬
は
雪
に
も
ま
ど
は
ず
。
と
し
ふ
る
宿
の

犬
も
家
を
ま
も
る
事
。
ゑ
の
こ
に
は
ま
さ
り
ぬ
。

 
こ
こ
で
は
、
齢
を
重
ね
る
こ
と
の
貴
さ
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、

「
老
て
智
若
き
に
勝
れ
る
こ
と
」
と
い
う
第
百
七
十
二
段
の
文
章
と
趣
旨
を

同
じ
く
す
る
。

 
た
だ
、
第
百
七
十
二
段
で
の
老
人
の
特
徴
は
、
老
人
一
般
の
姿
と
し
て
よ

り
は
、
兼
好
の
理
想
と
す
る
老
人
の
あ
り
方
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

兼
好
は
、
人
間
と
し
て
の
成
熟
し
た
人
間
性
を
、
老
人
の
生
き
方
に
重
ね
合

わ
せ
て
お
り
、
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
期
待
さ
れ
る
人
間
の
質
的
問
題
を
老

人
の
生
き
方
に
求
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
二

 
兼
好
の
若
者
へ
の
印
象
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
例
に
、
第
百
十
七
段
が

『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
老
人
と
若
者
 
-
第
百
七
十
二
段
を
中
心
に
一

あ
る
。
友
人
論
を
語
る
こ
の
段
で
は
、
「
友
と
す
る
に
悪
き
物
」
と
し
て

「
若
き
人
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
若
い
人
を
否
定
す
る
の
は
、
相
手
の
立

場
を
推
し
量
る
ほ
ど
の
心
の
平
穏
が
保
て
な
い
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
兼
好
は
、
第
百
七
十
二
段
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
思
慮
が
足
り
ず
、

衝
動
に
駆
ら
れ
が
ち
な
若
者
は
、
人
生
の
よ
き
助
言
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
同
じ
第
百
十
七
段
で
「
良
き
友
」
の
一
つ
と

し
て
挙
げ
て
い
る
「
知
恵
あ
る
友
」
と
は
、
老
人
を
意
識
し
た
発
言
で
あ
ろ

う
。
若
者
と
対
照
的
に
、
老
人
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
兼
好
が
老
人
に
劣
ら
な
い
関
心
を
若
者
に
寄
せ
て
い
た
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
若
者
へ
の
言
及
は
、
『
徒
然
草
』
の
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。

兼
好
は
、
容
貌
へ
の
関
心
、
特
に
第
百
七
十
二
段
で
「
か
た
ち
」
を
若
者
の

長
所
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
容
姿
の
優
れ
た
若
者
を
好
む
傾
向
が
強

か
っ
た
。

 
第
四
十
三
段
は
、
の
ど
か
な
晩
春
の
あ
る
日
、
若
く
美
し
い
男
の
姿
を
兼

好
が
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
。

 
春
の
暮
つ
か
た
、
の
ど
か
に
艶
な
る
空
に
、
い
や
し
か
ら
ぬ
家
の
、

奥
深
く
、
木
立
古
り
て
、
庭
に
散
し
ほ
れ
た
る
花
、
見
過
ぐ
し
が
た
き

を
、
入
て
見
れ
ば
、
南
面
の
格
子
み
な
下
し
て
さ
び
し
げ
な
る
に
、
東

に
向
き
て
妻
戸
の
よ
き
ほ
ど
に
開
き
た
る
が
、
御
簾
の
破
れ
よ
り
見
れ

ば
、
か
た
ち
〔
き
〕
よ
げ
な
る
男
の
、
年
廿
ば
か
り
に
て
、
う
ち
と
け

た
れ
ど
、
心
に
く
く
の
ど
や
か
な
る
さ
ま
し
て
、
机
に
文
を
く
り
ひ
ろ
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げ
て
見
る
た
り
。

 
い
か
な
る
人
な
り
け
ん
、

尋
ね
聞
か
ま
ほ
し
。

(
第
四
十
三
段
)

 
王
朝
の
物
語
を
髪
髭
と
さ
せ
る
こ
の
段
で
は
、
王
朝
的
な
美
意
識
に
裏
打

ち
さ
れ
た
兼
好
好
み
の
若
い
男
性
像
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
時
間
的
、
空

間
的
背
景
に
つ
い
て
の
詳
し
い
描
写
が
施
さ
れ
、
奥
ゆ
か
し
い
様
子
で
読
書

し
て
い
る
「
年
廿
ば
か
り
に
て
」
「
か
た
ち
〔
き
〕
よ
げ
な
る
男
」
が
造
形
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
段
に
つ
づ
く
第
四
十
四
段
で
も
、
粗
末
な
竹
の
編
戸
の
中

か
ら
出
て
き
た
「
い
と
若
き
男
」
が
登
場
し
、
「
遥
か
な
る
田
の
中
の
細
道
」
、

「
空
だ
き
物
の
匂
ひ
」
、
「
心
の
ま
ま
に
茂
れ
る
秋
の
野
ら
」
な
ど
を
背
景
に

し
て
魅
力
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

 
兼
好
の
若
者
へ
の
関
心
は
、
次
の
第
二
百
三
十
三
段
で
も
う
か
が
え
る
。

ち
ょ
き
人
」
で
、
さ
ら
に
言
葉
遣
い
が
き
ち
ん
と
し
て
い
る
人
に
は
心
引
か

れ
る
と
す
る
。

 
こ
れ
は
、
若
者
の
賢
し
ら
な
物
言
い
に
よ
り
心
劣
り
し
た
こ
と
を
語
る
前

段
の
第
二
百
三
十
二
段
の
話
と
も
相
通
じ
る
。
第
二
百
三
十
二
段
で
は
、
容

貌
や
品
格
が
悪
く
な
い
二
人
の
若
者
の
差
し
出
が
ま
し
い
言
動
を
批
判
し
て
、

「
若
き
人
は
、
少
し
の
事
も
、
よ
く
見
え
、
悪
く
見
ゆ
る
な
り
」
と
結
ん
で

い
る
。

 
若
者
は
、
何
か
に
つ
け
て
目
立
ち
や
す
い
。
美
貌
に
言
行
の
う
る
わ
し
さ

が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
失
望
感
も
倍
加
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
兼
好
は
、

若
者
は
、
物
の
美
し
さ
が
一
段
と
引
き
立
つ
夜
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
つ

人
に
見
ら
れ
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
身
だ
し
な
み
を
整
え
る
べ
き
で
 
6
〕

あ
る
と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田

 
よ
う
つ
の
処
口
あ
ら
じ
と
思
は
ば
、
何
事
に
も
ま
こ
と
あ
り
て
、
人
を

分
か
ず
う
や
う
や
し
く
、
言
葉
少
か
ら
ん
に
は
し
か
じ
。
男
女
老
少
、

皆
さ
る
人
こ
そ
よ
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
若
く
か
た
ち
よ
き
人
の
言
う
る

は
し
き
は
、
忘
れ
が
た
く
思
ひ
付
か
る
る
も
の
也
。
…
(
以
下
略
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
二
百
三
十
三
段
)

 
…
(
前
略
)
若
き
ど
ち
、
心
と
ど
め
て
見
る
人
は
、
時
を
分
か
ぬ
物

な
れ
ば
、
こ
と
に
う
ち
と
け
ぬ
べ
き
お
り
ふ
し
そ
、
褻
晴
な
く
引
き
繕

は
ま
ほ
し
き
。
よ
き
男
の
、
日
暮
れ
て
ゆ
す
る
し
、
女
も
夜
更
く
る
ほ

ど
に
す
べ
り
、
鏡
取
り
て
、
顔
な
ど
繕
ひ
て
出
つ
る
こ
そ
、
お
か
し
け

れ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
百
九
十
一
段
)

 
こ
の
段
で
は
、
人
に
接
す
る
際
の
心
構
え
が
語
ら
れ
る
。
何
事
に
も
誠
実

で
、
誰
に
対
し
て
も
礼
儀
正
し
く
、
言
葉
数
は
少
な
い
の
に
こ
し
た
こ
と
は

な
い
と
し
、
そ
う
い
う
態
度
の
人
は
す
ば
ら
七
い
が
、
中
で
も
「
若
く
か
た

 
但
し
、
兼
好
の
若
者
の
美
貌
へ
の
関
心
と
言
っ
て
も
、
単
に
美
貌
だ
け
が

強
調
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
場
面
、
そ
の
状
況
の
中
で
調
和
し
た
若
者

が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
外
見
も
そ
の
全
体
の
印
象
に
含
ま
れ
る
一
要
素
と
さ



れ
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。
美
貌
に
、
言
行
、
心
情
ま
で
が
兼
ね
備

わ
っ
て
は
じ
め
て
兼
好
の
是
認
す
る
若
者
像
が
完
成
す
る
。

 
『
徒
然
草
』
の
第
一
段
で
は
、
望
ま
し
い
人
間
の
資
質
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

 
…
(
前
略
)
人
は
、
か
た
ち
有
様
の
す
ぐ
れ
、
め
で
た
か
ら
む
こ
そ
、

あ
ら
ま
ほ
し
か
る
ぺ
け
れ
。
物
う
ち
言
ひ
た
る
、
聞
き
に
く
か
ら
ず
、

愛
敬
あ
り
て
、
言
葉
多
か
ら
ぬ
こ
そ
、
あ
か
ず
向
か
は
ま
ほ
し
け
れ
。

 
め
で
た
し
と
見
る
人
の
、
心
劣
り
せ
ら
る
る
本
性
見
え
む
こ
そ
、
く

ち
を
し
か
る
ぺ
け
れ
。

 
品
、
か
た
ち
こ
そ
生
れ
つ
き
た
ら
め
、
心
は
な
ど
か
賢
き
よ
り
賢
き

に
も
〔
移
さ
ば
〕
移
ら
ざ
ら
む
。
か
た
ち
、
心
ざ
ま
よ
き
人
も
、
才
な

く
な
り
ぬ
れ
ば
、
品
下
り
、
顔
憎
さ
げ
な
る
人
に
も
立
ち
交
り
て
、
か

け
ず
気
お
さ
る
る
こ
そ
、
本
意
な
き
わ
ざ
な
れ
。
 
 
 
 
(
第
一
段
)

 
理
想
的
な
人
間
像
を
語
っ
て
い
く
な
か
で
、
社
会
的
な
地
位
に
つ
づ
き
、

容
姿
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
容
姿
、
声
や
態
度
に
続
い
て
寡

黙
で
あ
る
方
が
い
い
と
述
べ
、
話
は
才
能
へ
と
及
ぶ
。

 
身
分
、
外
見
な
ど
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
あ
っ
て
本
人
に
は
ど
う
す

る
こ
と
も
出
来
な
い
が
、
心
は
努
力
に
よ
っ
て
磨
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、

「
才
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
容
姿
へ
の
関
心
は
高
い
け
れ
ど
、
そ

こ
に
絶
対
的
な
価
値
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。

『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
老
人
と
若
者
 
ヨ
ー
第
百
七
十
二
段
を
中
心
に
一

安
良
岡
康
作
氏
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

こ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

 
「
か
た
ち
」
か
ら
「
心
ざ
ま
」
へ
、
さ
ら
に
「
才
」
へ
と
追
究
し
、

そ
の
才
こ
そ
真
に
「
あ
り
た
き
事
」
と
し
て
い
る
所
は
、
彼
の
人
間
一

般
に
対
す
る
観
察
が
、
外
面
的
な
も
の
よ
り
も
内
面
的
な
も
の
を
、
心

性
よ
り
も
精
神
的
、
教
養
的
要
素
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

 
外
面
よ
り
内
面
を
、
容
貌
よ
り
才
能
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
葉
を

変
え
れ
ば
、
内
面
的
な
も
の
を
伴
わ
な
い
外
面
だ
け
の
魅
力
、
才
能
の
伴
わ

な
い
容
貌
の
虚
し
さ
を
突
い
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

 
『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
、
若
者
の
肉
体
的
な
魅
力
へ
の
評
価
は
、
人
間

の
本
性
へ
の
深
い
認
識
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
に
美
貌
だ
け

に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
内
面
的
な
も
の
を
論
じ
る
た
め
の

認
識
の
仕
方
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

 
人
間
は
老
い
る
。
「
生
住
異
滅
の
移
り
変
る
ま
こ
と
の
大
事
」
(
第
百
五
十

五
段
)
は
、
し
ば
し
も
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
移
り
変
り
は
甚
だ
速

い
。
い
ず
れ
老
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
、
そ
の
危
機
感
を
認
識
す
る
な

ら
ば
、
も
っ
と
望
ま
し
い
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
の
過
程

の
中
で
老
境
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
か
は
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
で
あ

(27)



る
か
を
問
い
つ
づ
け
た
兼
好
に
と
っ
て
、
そ
の
延
長
線
上
の
課
題
で
あ
っ
た
。

じ
せ
む
と
き
ら
め
き
た
る
。

(
第
百
十
三
段
)

 
…
(
前
略
)
住
み
は
て
ぬ
世
に
見
に
く
き
姿
を
待
ち
え
て
、
何
か
は

せ
む
。
命
長
け
れ
ば
恥
多
し
。
長
く
と
も
、
四
十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て

死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
ぺ
け
れ
。

 
そ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
か
た
ち
を
恥
つ
る
心
も
な
く
、
人
に
交
は

ら
む
こ
と
を
思
ひ
、
夕
の
日
に
子
孫
を
愛
し
て
、
さ
か
ゆ
く
末
を
見
む

ま
で
の
命
を
あ
ら
ま
し
、
ひ
た
す
ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
深
く
、
物

の
あ
は
れ
も
知
ら
ず
な
り
ゆ
く
な
む
、
あ
さ
ま
し
き
。
 
 
(
第
七
段
)

 
兼
好
は
、
四
十
歳
を
初
老
に
入
る
大
き
な
節
目
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

四
十
を
過
ぎ
れ
ば
、
老
醜
の
容
貌
へ
の
無
恥
心
も
な
く
な
り
、
人
前
に
出
た

が
り
、
ひ
た
す
ら
欲
望
だ
け
を
持
ち
つ
づ
け
る
。
第
七
段
で
は
、
こ
の
世
に

執
着
し
貧
欲
に
な
っ
て
い
く
老
人
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
老
醜
を
さ
ら
す
こ
と

が
強
く
非
難
さ
れ
る
。

 
四
十
に
余
り
ぬ
る
人
の
、
色
め
き
た
る
方
を
の
つ
か
ら
忍
び
で
あ
ら

む
は
、
い
か
が
せ
ん
、
言
に
打
ち
出
で
て
、
男
女
の
こ
と
、
人
の
上
を

も
言
ひ
、
戯
る
る
こ
そ
、
似
げ
な
く
、
騒
ぐ
る
し
け
れ
。

 
大
方
、
聞
き
に
く
く
見
ぐ
る
し
き
こ
と
、
老
人
の
若
き
人
に
交
り
て
、

興
あ
ら
む
と
物
言
ひ
み
た
る
。
数
な
ら
ぬ
身
に
て
、
世
覚
え
あ
る
人
を

隔
て
な
き
さ
ま
に
言
ひ
た
る
。
貧
し
き
所
に
酒
宴
好
み
、
客
人
に
あ
る

 
老
人
が
自
分
か
ら
言
葉
に
出
し
て
、
男
女
間
の
恋
愛
沙
汰
や
他
人
の
身
の

上
の
こ
と
ま
で
言
い
た
て
る
の
は
不
似
合
い
で
み
っ
と
も
な
い
。
聞
き
に
く

く
見
苦
し
い
有
様
の
一
つ
は
、
老
人
が
若
者
に
交
わ
っ
て
面
白
く
し
ょ
う
と

し
て
話
し
つ
づ
け
る
こ
と
だ
と
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

い
つ
く
に
か
身
を
ば
よ
せ
ま
し
世
の
中
に
老
を
い
と
は
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

 
『
撰
集
抄
』
に
見
ら
れ
る
右
の
歌
は
、
藤
原
為
頼
が
内
裏
に
参
上
し
た
と

き
、
彼
を
見
て
若
い
殿
上
人
た
ち
が
皆
隠
れ
ひ
そ
ん
だ
際
の
所
感
を
詠
ん
だ
 
剖

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
老
人
と
し
て
の
疎
外
感
、
な
い
し
 
ω

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

悲
哀
感
は
、
第
百
十
三
段
と
通
じ
あ
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

 
こ
の
歌
の
あ
と
は
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。

 
げ
に
、
年
た
け
ぬ
れ
ば
心
も
か
は
り
、
つ
き
づ
き
し
く
な
る
ま
ま
に
、

人
に
は
い
と
は
る
る
に
侍
り
。
不
老
門
に
の
ぞ
ま
ね
ば
、
老
を
と
ど
む

る
に
あ
ら
ず
。
誰
も
ま
た
老
を
い
と
へ
ば
と
て
、
さ
て
は
老
い
ぬ
る
身

を
ば
、
い
つ
く
に
か
置
か
む
と
歎
く
に
侍
り
。

 
さ
れ
ば
、
老
人
は
老
人
を
友
と
し
て
こ
そ
侍
る
べ
き
に
、
そ
れ
は
又

む
つ
か
し
く
て
、
若
き
友
に
ま
じ
ら
ま
ほ
し
き
事
に
侍
る
な
り
。
し
か

あ
れ
ば
、
こ
れ
も
老
苦
の
数
に
や
入
り
侍
る
べ
き
。



 
老
人
が
若
者
の
仲
間
に
入
ろ
う
と
し
て
、
な
か
な
か
入
れ
て
も
ら
え
ず
無

視
さ
れ
る
の
は
、
「
老
苦
」
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
を
節
度
あ

る
行
動
で
慎
む
こ
と
も
、
老
人
の
心
得
と
し
て
求
め
て
い
る
。
老
人
は
、
自

分
の
境
遇
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
、
分
相
応
に
生
き
る
べ
き
だ
と
、
兼
好
は

い
う
。
そ
れ
は
、
ま
ず
「
己
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

 
貧
し
き
者
は
、
宝
を
も
ち
て
礼
と
し
、
老
た
る
者
は
、
力
を
も
ち
て

礼
と
す
。
を
の
が
分
を
知
り
て
、
及
ば
ざ
る
時
は
速
に
や
む
を
、
智
と

い
ふ
べ
し
。
許
さ
ざ
ら
ん
〔
は
〕
、
人
の
誤
り
な
り
。
〔
分
を
知
ら
ず
し

て
し
み
て
励
む
は
、
を
の
れ
が
誤
也
。
〕

 
貧
し
く
し
て
分
を
知
ら
ざ
れ
ば
盗
み
、
力
衰
へ
て
分
を
知
ら
ざ
れ
ば

病
を
受
く
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
百
三
十
一
段
)

 
自
分
の
分
際
に
及
ば
な
い
時
は
、
直
ち
に
や
め
る
の
が
賢
い
。
貧
し
い
の

に
自
分
の
身
の
ほ
ど
が
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
盗
む
こ
と
と
な
り
、
力
が
衰

え
て
い
る
の
に
そ
の
限
界
を
知
ら
な
い
か
ら
病
気
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

老
人
の
生
き
方
は
、
自
分
の
老
い
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

 
…
(
前
略
)
か
た
ち
見
に
く
け
れ
ど
も
知
ら
ず
、
心
の
愚
か
な
る
を

も
知
ら
ず
、
芸
の
拙
を
も
知
ら
ず
、
身
の
数
な
ら
ぬ
を
も
知
ら
ず
、
年

老
ぬ
る
を
も
知
ら
ず
、
病
の
侵
す
を
も
知
ら
ず
、
〔
死
の
近
き
事
を
も

『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
老
人
と
若
者
 
-
第
百
七
十
二
段
を
中
心
に
一

知
ら
ず
、
行
道
の
至
ら
ざ
る
を
も
知
ら
ず
。
〕
身
の
上
の
非
を
知
ら
ね

ば
、
ま
し
て
外
の
興
り
を
知
ら
ず
。

 
た
だ
し
、
か
た
ち
は
鏡
に
見
ゆ
。
年
は
数
へ
て
知
る
。
わ
が
身
の
事

〔
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
す
べ
き
方
の
な
け
れ
ば
、
〕
知
ら
ぬ
に
似
た

り
と
そ
言
は
ま
し
。

 
形
を
改
め
、
齢
を
若
く
せ
よ
と
に
は
あ
ら
ず
。
拙
を
知
ら
ば
、
何
ぞ

や
が
て
退
か
ざ
る
。
老
ぬ
と
知
ら
ば
、
何
ぞ
閑
か
に
居
て
身
を
安
く
せ

ざ
る
。
〔
行
〕
お
ろ
そ
か
な
り
と
知
ら
ば
、
何
ぞ
こ
れ
を
思
ふ
こ
と
、

こ
れ
に
あ
ら
ざ
る
。
す
べ
て
、
人
に
愛
楽
せ
ら
れ
ず
し
て
衆
に
交
は
る

は
、
恥
な
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
百
三
十
四
段
)

 
こ
の
段
で
は
、
最
初
に
、
「
法
花
堂
の
三
昧
僧
、
な
に
が
し
の
律
師
と
か

や
い
ふ
者
」
が
、
鏡
に
映
さ
れ
た
自
分
の
顔
を
見
て
醜
く
情
け
な
く
思
い
、

そ
の
後
は
鏡
を
手
に
取
ら
ず
人
づ
き
合
い
も
や
め
た
と
い
う
逸
話
が
語
ら
れ
、

「
知
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
自
己
省
察
の
足
り
な
さ
を
指

摘
し
て
い
る
。

 
自
分
を
省
み
る
反
省
材
料
を
語
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
顔
の
み
に
く
さ
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
兼
好
の
思
考
の
一
局
面
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ

れ
は
、
兼
好
が
外
見
に
敏
感
な
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
若
者
の
肉
体
的

な
魅
力
へ
の
好
感
も
、
こ
の
点
に
置
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
段
で
は
、

外
貌
は
内
省
を
促
す
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。

 
久
保
田
淳
氏
は
、
こ
の
第
百
三
十
四
段
の
論
の
運
び
方
を
あ
げ
て
、
初
め
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は
見
た
目
、
顔
か
た
ち
と
い
う
外
見
的
な
も
の
か
ら
入
っ
て
い
っ
て
、
外
か

ら
内
へ
と
、
非
常
に
具
体
的
な
も
の
か
ら
観
念
的
な
も
の
へ
、
具
象
的
な
も

の
か
ら
抽
象
的
な
も
の
へ
と
は
い
っ
て
い
く
の
が
兼
好
の
人
間
認
識
の
仕
方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

 
兼
好
の
思
考
方
法
の
一
つ
を
提
示
す
る
こ
の
指
摘
は
、
先
に
引
用
し
た
安

良
岡
氏
の
解
説
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
。
だ
が
、
「
か
た
ち
」
と
「
心
」
と

が
、
単
な
る
比
較
的
な
次
元
と
し
て
で
は
な
く
、
思
考
の
深
化
の
過
程
を
導

き
出
し
て
い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
兼
好
の
人
間
認
識
に
つ

い
て
、
外
面
よ
り
内
面
を
、
容
貌
よ
り
教
養
を
重
視
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に

理
解
す
る
よ
り
は
、
外
面
の
感
覚
的
な
も
の
か
ら
、
そ
の
具
体
化
し
た
も
の

を
土
台
に
観
念
的
な
も
の
へ
と
深
化
し
て
い
く
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。 

視
点
を
変
え
て
言
う
な
ら
ば
、
感
覚
的
な
も
の
か
ら
内
面
的
な
も
の
へ
と

い
う
兼
好
の
思
考
の
方
法
は
、
若
者
か
ら
老
人
へ
と
い
う
比
較
に
お
い
て
如

実
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
思
考
の
深
化
が
、
若
者
の
外

面
的
な
魅
力
か
ら
老
人
の
知
性
を
認
め
て
い
く
過
程
で
あ
ろ
う
。

 
第
百
三
十
四
段
は
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。

 
形
見
に
く
く
、
心
お
く
れ
に
し
て
出
で
仕
へ
、
無
智
に
し
て
大
才
に

交
は
り
、
不
堪
の
芸
を
も
ち
て
堪
能
の
座
に
連
な
り
、
雪
の
首
を
戴
き

て
盛
り
な
る
人
に
並
び
、
い
は
ん
や
、
及
ば
ざ
る
事
を
望
み
、
叶
は
ぬ

こ
と
を
愁
へ
、
来
ら
ざ
る
事
を
待
ち
、
人
に
恐
れ
、
人
に
煤
ぶ
る
は
、

人
の
与
ふ
る
恥
に
あ
ら
ず
。
貧
る
心
に
引
か
れ
て
、

つ
か
し
む
る
也
。
負
る
こ
と
の
や
ま
ざ
る
こ
と
は
、

今
こ
こ
に
来
り
と
、
確
か
に
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

身
つ
か
ら
身
を
恥

命
を
終
ふ
る
大
事
、

 
他
人
に
親
し
ま
れ
愛
さ
れ
も
し
な
い
で
世
間
に
立
ち
交
わ
る
の
は
、
恥
ず

か
し
い
こ
と
だ
と
い
う
。
容
貌
も
醜
く
才
能
も
な
い
の
に
出
仕
し
て
、
無
知

の
く
せ
に
博
学
の
人
と
交
わ
り
、
白
髪
の
身
で
働
き
盛
り
の
人
と
肩
を
並
べ

る
の
は
、
す
べ
て
欲
望
に
引
か
れ
て
自
分
で
自
分
を
辱
め
る
こ
と
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

身
を
養
ひ
て
何
事
を
か
待
つ
。
期
す
る
所
、

た
だ
老
い
と
死
と
に
あ
り
。
 
0
〕

 
 
 
(
第
七
十
四
段
)
 
B

 
兼
好
は
、
老
人
が
覚
醒
す
べ
き
こ
と
は
、
自
己
を
知
る
こ
と
、
そ
し
て
貧

る
心
を
や
め
て
無
欲
に
な
り
、
世
の
中
と
の
交
わ
り
を
や
め
る
こ
と
だ
、
と

指
摘
す
る
。
そ
の
自
覚
が
で
き
な
い
の
は
、
「
命
を
終
ふ
る
大
事
、
今
こ
こ

に
来
り
と
、
確
か
に
知
ら
」
(
第
百
三
十
四
段
)
な
い
か
ら
だ
、
と
も
い
う
。

老
い
と
死
の
自
覚
は
、
今
の
時
間
を
大
事
に
す
る
た
め
に
は
絶
対
不
可
欠
な

こ
と
で
あ
る
。
老
い
て
や
が
て
死
ぬ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
を
充
実
し
た
も

の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
『
徒
然
草
』
の
中
で
繰
り
返
し

語
ら
れ
る
人
生
の
最
優
先
課
題
な
の
で
あ
る
。

 
老
人
は
、
老
人
と
し
て
の
自
分
の
立
場
を
自
覚
し
、
余
命
少
な
い
今
の
時



間
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
老
ぬ
と
知
ら
ば
、
何
ぞ
閑
か
に
居

て
身
を
安
く
せ
ざ
る
」
(
第
百
三
十
四
段
)
。
閑
居
に
し
て
身
を
安
く
す
る
こ

と
は
、
無
常
の
自
覚
の
上
で
兼
好
が
力
説
す
る
生
き
方
で
あ
り
、
同
時
に
老

人
に
向
け
ら
れ
た
切
実
な
呼
び
か
け
で
も
あ
る
。

 
『
徒
然
草
』
で
は
、
無
常
を
語
る
以
上
に
人
間
の
老
い
の
問
題
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
の
無
常
を
見
極
め
た
当
然
の
帰
結
か
も
知
れ
な

い
。
老
人
に
向
か
れ
た
兼
好
の
眼
差
し
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

 
「
四
十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
ぺ
け
れ
」
(
第

七
段
)
と
語
っ
た
兼
好
は
、
四
十
歳
を
過
ぎ
る
こ
と
約
三
十
年
も
生
き
て
い

た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
四
十
歳
寿
命
論
や
第
百
七
十
二
段
に
見
ら
れ

る
老
人
と
若
者
へ
の
評
価
が
、
兼
好
に
よ
っ
て
い
つ
ご
ろ
書
か
れ
た
の
か
特

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
老
い
の
問
題
は
、
兼
好
に
と
っ
て
常
に

自
分
自
身
の
問
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
「
若
者
」
と
「
老
人
」
、
そ
れ
自
体
の
単
な
る

比
較
は
、
兼
好
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
若
者
か
ら

老
人
へ
の
過
程
、
そ
の
過
程
を
へ
て
存
在
す
る
老
人
の
真
価
を
、
兼
好
は
語

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
老
人
は
、
歳
月
の
積
み
重
ね
か
ら
く
る
精
神
的
な
老
熟
、
知
恵
と
い
う
プ

ラ
ス
的
な
面
と
、
肉
体
的
な
老
衰
、
老
醜
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
的
な
側
面
の
二

面
性
を
持
つ
。
こ
の
二
面
が
調
和
す
る
と
こ
ろ
に
老
人
の
あ
り
方
は
求
め
ら

れ
る
。
第
百
七
十
二
段
で
描
か
れ
て
い
る
老
人
も
、
こ
の
正
負
の
両
面
が
す

『
徒
然
草
』
に
見
ら
れ
る
老
人
と
若
者
 
一
第
百
七
十
二
段
を
中
心
に
一

り
合
わ
さ
れ
た
理
想
の
老
人
の
姿
で
あ
ろ
う
。

 
一
瞬
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
わ
っ
て
い
く
人
間
の
あ
り
さ
ま
を
想
定
す

る
と
き
、
年
相
応
の
成
長
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
は
、
充
実
し
た
生
を
楽
し
む

た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
兼
好
は
、
年
甲
斐
も
な
い
老
人
に
眉
を
ひ
そ
め
、

年
の
功
を
発
揮
す
る
老
人
に
微
笑
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
か
れ
目
は
、

「
己
を
知
る
」
(
第
百
三
十
四
段
)
こ
と
に
あ
る
。
自
分
の
身
体
や
能
力
の
限

界
を
見
据
え
て
賢
明
に
身
を
処
す
る
、
そ
し
て
世
間
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら

自
由
に
な
り
「
存
命
の
悦
」
(
第
九
十
三
段
)
を
楽
し
む
、
『
徒
然
草
』
が
語

る
老
人
の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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