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自
娯
の
感
覚

あ
れ
は
中
学
の
頃
だ
っ
た
か
、「
荘
子
」
斉
物
論
の
故
事
に
基
づ
く「
胡
蝶

の
夢
」
を
読
ん
で
、
人
生
は
束
の
間
の
夢
の
如
し
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

以
来
、
い
ず
れ
儚
い
生
涯
な
ら
ば
と
、
自
ら
の
心
の
赴
く
ま
ま
に
書
を
読

み
、様
々
な
場
所
に
身
を
置
い
て
き
た
。
幸
い
、多
く
の
方
々
の
教
導
に
よ
っ

て
学
芸
員
の
職
を
得
、
教
員
と
な
っ
て
今
日
の
活
計
を
得
て
い
る
。

そ
ん
な
私
が
近
年
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
の
が「
自
娯
」
の
精
神
、
乃
至

は
そ
の
感
覚
で
あ
る
。
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
自
ら
娯
し
む
、
自
分
の
た
め

に
娯
し
む
と
い
う
こ
と
だ
が
、余
人
に
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
人
間（
じ
ん
か
ん
）

を
往
来
し
、
自
ら
の
道
を
ゆ
く
の
は
そ
う
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
た
永
年
に
わ
た
っ
て
調
査
を
進
め
て
い
る
大
坂
画
壇
の
な
か
で
、

町
人
を
中
心
に
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
近
世
文
人（
画
）の
サ
ロ
ン
こ
そ
自
ら

が
理
想
と
す
る「
自
娯
」
に
最
も
近
い
感
覚
で
あ
る
と
思
う
に
至
っ
た
。

金
銭
を
介
せ
ず
互
い
の
友
誼
に
よ
っ
て
娯
し
ま
れ
た
大
坂
の
文
人
世
界

で
、
彼
ら
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
木
村
蒹
葭
堂（
酒
造
業
・
本
草
学
者
・
文

麗しの煎茶器（撮影は西牟田梢）

自
娯
の
悦
楽

文
人
煎
茶
、
そ
し
て
Z
O
O
M
茶
会

興
奔趣
走

明
尾
圭
造
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人
画
家
─
一
七
三
六
〜
一
八
〇
二
）と
岡
田
米
山
人（
米
穀
商
・
津
藩
士
・
文
人

画
家
─
一
七
四
四
〜
一
八
二
〇
）を
挙
げ
る
こ
と
に
大
方
の
異
論
は
な
い
だ
ろ

う
。
何
れ
も
生
業
を
持
ち
、「
自
娯
」の
感
覚
で
向
か
い
合
っ
た
共
有
空
間（
サ

ロ
ン
）は
時
代
を
超
越
し
て
、
近
代
的
な
感
覚
に
溢
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
数
寄
者
の
サ
ロ
ン
が
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
、
互
い
の「
自

娯
」
の
感
覚
を
共
鳴
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
煎
茶
で

あ
っ
た
。

大
坂
に
お
け
る
文
人
趣
味
と
煎
茶

日
本
で
煎
茶
が
流
行
る
の
は
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け

て
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
始
原
は
遥
か
中
国
の
宋
・
元
の
時
代
に

ま
で
遡
れ
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
中
で
、
寛
文
・
元
禄
以
降
、
北
前
船
に
よ
る
物
資
の

流
通
と
中
之
島
に
林
立
し
た
蔵
屋
敷
に
よ
っ
て
、
大
坂
は
未
曾
有

の
経
済
的
発
展
を
遂
げ
た
。
町
人
が
そ
の
主
役
で
あ
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
ら
の
思
想
的
基
盤
は
長
崎
を
通
じ
て
入
っ

て
き
た
中
国
的
観
念
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
な
か
で
も「
自
娯
」
の

世
界
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
中
国
の
文
人
に
憧
れ
を
持
っ
た
こ

と
が
重
要
だ
。

中
国
に
お
け
る
文
人
は
官
僚
に
よ
る
理
想
的
な
文
化
創
造
の
極

み
だ
が
、
一
方
で
官
僚
崩
れ
に
し
て
書
画
に
秀
で
た
も
の
も
含
め
、

広
大
な
裾
野
を
持
っ
て
い
る
。
本
来
比
べ
る
べ
く
も
な
い
が
、
圧

倒
的
な
経
済
力
を
有
し
た
江
戸
期
の
大
坂
に
お
い
て
、
気
持
ち
の
上
だ
け
で

も
文
人
趣
味
に
傾
倒
す
る
人
々
が
出
て
き
た
。
前
述
の
木
村
蒹
葭
堂
や
岡
田

米
山
人
を
中
心
と
し
た
面
々
で
、
個
々
の
文
房（
書
斎
）に
お
い
て
研
鑽
し
た

成
果
を
披
瀝
す
る
場
と
し
て
漢
詩
結
社
や
博
物
・
書
画
の
会
が
繰
り
広
げ

ら
れ
た
。
こ
う
し
た
集
い
に
お
い
て
、
個
々
の「
自
娯
」
を
損
な
わ
ず
、
あ

る
意
味
で
触
媒
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
形
式
に
囚
わ
れ
な
い
煎
茶
で
あ

り
、
そ
の
創
造
空
間
と
し
て
大
坂
特
有
の
サ
ロ
ン
文
化
が
形
成
さ
れ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

現
代
の
文
人
煎
茶　

一
茶
庵
の
茶
事

室
町
末
期
に
連
歌
や
立
花
を
嗜
ん
だ
一
心（
享
禄
四
年
没
）を
祖
と
す
る
佃

家
。
そ
の
後
、
様
々
な
家
業
を
経
て
、
黄
金
期（
江
戸
中
期
）の
大
坂
町
人
に

親
し
ま
れ
た
文
人
煎
茶
を
受
け
継
ぐ
佃
一
茶
庵
が
あ
る
。
現
在
、
宗
家
佃
一

輝
氏
と
嫡
承
梓
央
氏
に
よ
り
大
坂
町
人
の「
自
娯
」
の
精
神
が
大
切
に
守
り

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
一
茶
庵
と
は
学
生
の
頃
、
学
芸
員
養
成
講
座
に
お
い
て
、
先
代（
一

祐
）に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
縁
が
あ
る
。
当
時

は
、
茶
会
自
体
が
初
め
て
の
経
験
で
も
あ
り
、

正
座
に
よ
る
足
の
痺
れ
と
抹
茶
の
苦
味
し
か
記

憶
に
な
か
っ
た
が
、
年
月
を
経
て
、
大
坂
文
人

画
の
研
究
に
目
を
向
け
た
時
、
ま
さ
に
必
然
と

も
言
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
宗
家
と
の
出
会
い
が

あ
っ
た
。
以
来
、
公
私
に
亘
り
ご
教
導
を
い
た

だ
い
て
い
る
。

一
茶
庵
は
、
大
阪
市
中
央
区
大
手
通
一
丁
目

と
い
う
市
中
の
一
等
地
に
あ
る
。
開
発
が
進
ん

だ
現
在
、
同
所
は
ビ
ル
の
間
に
挟
ま
れ
門
扉
を

開
け
な
け
れ
ば
存
在
自
体
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど

ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
茶
事
が

催
さ
れ
、
控
え
め
に
開
け
ら
れ
た
門
を
く
ぐ
り
、
飛
び
石
と
竹
林
の
垣
根
を

進
め
ば
江
戸
以
来
の「
自
娯
」
の
世
界
に
誘
わ
れ
る
。
待
ち
受
け
る
の
は
、

文
人
煎
茶
の
サ
ロ
ン
に
し
て
宗
家
稽
古
場
で
も
あ
る
九
如
艸
堂
と
煎
茶
室
土

蔵
で
あ
る
。

今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
町
家
建
築
と
し
て
九
如
艸
堂
と
煎
茶
室
土
蔵
は
国

の
登
録
文
化
財（
平
成
二
六
年
十
一
月
）指
定
を
受
け
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の

場
所
で
稽
古
が
行
わ
れ
、
文
人
煎
茶
会
が
催
さ
れ
る
の
だ
。

宗家佃一輝氏
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春
及
茶
会
、夏
の
玄
談
会
、秋
成
茶
会
、祖
堂
先
哲
祭「
事
始
め
の
玄
談
会
」

と
四
季
に
応
じ
て
茶
会
の
末
席
に
連
な
る
お
許
し
を
頂
い
て
久
し
い
が
、
こ

れ
ほ
ど
心
が
解
放
さ
れ
同
好
の
士
と
心
置
き
な
く
語
ら
え
る
場（
サ
ロ
ン
）は

未
だ
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
。

床
の
間
に
掛
か
る
書
画
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ピ
ー
ス
の
中
国
書
画
を
中
心

に
、
文
房
四
宝
と
と
も
に
時
代
を
経
た
茶
器
食
器
が
惜
し
げ
も
無
く
使
わ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
家
手
ず
か
ら
の
煎
茶
を
頂
き
な
が
ら
、
山
海
の
珍
味
に

舌
鼓
を
打
ち
、
旨
し
酒
を
酌
み
交
わ
す
。
こ
う
し
た
、
知
覚
味
覚
を
総
動
員

し
て
体
感
す
る
茶
会
が
娯
し
く
な
い
わ
け
が
な
い
。

も
と
よ
り
、
古
書
画
や
鑑
賞
陶
器
に
つ
い
て
は
、
職
業
柄（
学
芸

員
）、
展
示
作
品
と
し
て
接
し
て
き
た
自
負
心
が
あ
る
。
し
か
し
、

一
茶
庵
で
は
董
其
昌
や
文
徴
明
の
書
が
平
然
と
床
の
間
に
掛
け
ら

れ
、
近
寄
っ
て
見
る
こ
と
も
可
能
だ
。
一
方
で
、
万
暦
赤
絵
の
大
皿
で

旬
の
魚
を
頂
く
こ
と
も
あ
る
。
文
人
煎
茶
の
伝
統
た
る
や
恐
る
べ
し
。

か
く
も
豪
華
な
し
つ
ら
い
な
が
ら
、
茶
会
は
終
始
に
こ
や
か
に

心
地
よ
い
時
間
が
流
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
、
宗
家
の
計
り
知
れ
な

い
懐
の
深
さ
と
変
幻
自
在
の
ご
対
応
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
客
へ
の
食

事
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
興
味
の
在
り
ど
こ
ろ
、
そ
し
て
物
言
わ
ん
と

す
る
口
角
辺
の
気
配
を
察
せ
ら
れ
る
絶
妙
の
進
行
は
ま
さ
し
く
文

人
茶
会
の
名
指
揮
者
と
言
え
よ
う
。

　コ
ロ
ナ
禍
と
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
茶
会

さ
て
、
私
も
一
人
一
本
の
掛
幅
を
持
ち
寄
る
趣
味
の
書
画
会（
無
花
果（
壱

軸
）会
）を
密
か
に
催
し
て
い
る
。
あ
る
時
、
宗
家
が
当
会
で
吊
る
し
て
い
た

「
濁
風
」
旗
に
興
味
を
寄
せ
ら
れ
た
。
本
来
、
売
茶
翁
が
野
外
で
茶
席
を
設

け
た
際
に
、
木
の
枝
に
掛
け
た「
清
風
」
な
る
茶
旗
を
由
緒
と
す
る
。
ち
な

み
に
、
こ
の
旗
は「
清
風
・
通
仙
亭
」（
上
下
）、「
負
郭
占
楼
地 

緑
林
致
茗
筳
」

（
右
左
）と
記
さ
れ
た
も
の
で
、
野
外
茶
席
の
告
知
板
を
兼
ね
た
風
流
な
る
一

品
で
あ
る
。

こ
の「
清
風
」
と
い
う
感
覚
に
対
し
て
、
虫
損
甚
だ
し
い
書
画
を
披
露
す

る
の
だ
か
ら
、「
濁
風
・
蟲
邨
亭
」「
珍
品
占
楼
地 

為
奇
人
設
席
」
と
す
る
パ

ロ
デ
ィ
ー
精
神
で
自
作
し
た
も
の
だ
。

折
か
ら
、
世
界
を
コ
ロ
ナ
禍
が
覆
い
尽
く
し
、
我
が
国
で
も
今
年
四
月
七

日
に
非
常
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
五
月
二
五
日
に
解
除
宣
言
が
出
さ
れ
る
ま

で
、
ま
さ
し
く
全
国
民
が
未
曾
有
の
状
況
を
経
験
し
た
が
、
未
だ
収
束
の
兆

し
は
不
透
明
な
ま
ま
だ
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た「
自
娯
」
の
世
界
を
取
り
戻
し
た
い
と
宗

家
か
ら
連
絡
を
受
け
た
。
い
つ
か
見
た「
濁
風
」
旗
を
使
い
、
清
に
対
し
て

濁
、
本
流
に
対
す
る
亜
流
と
い
う
観
点
か
ら

茶
会
を
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
の
ご
提
案

で
あ
る
。

世
界
が
閉
ざ
さ
れ
、
個
々
の
人
々
が
気
鬱
な

状
態
に
あ
る
今
こ
そ
、
文
人
茶
会
の「
自
娯
」

の
感
覚
が
重
要
だ
と
気
付
か
さ
れ
た
。

と
は
言
え
、
茶
会
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
茶
室
で

数
寄
者
が
肩
寄
せ
あ
っ
て
掛
幅
や
茶
器
を
鑑
賞

し
、
饗
応
さ
れ
る
料
理
を
娯
し
む
一
味
同
心
の

場
で
あ
る
。
非
常
事
態
宣
言
下
、
全
て
の
営
み

が
抑
制
さ
れ
、
密
集
を
避
け
社
会
的
な
距
離
を

保
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
、
密
の
代
表
と
も
言
え
る

茶
会
を
ど
う
実
践
す
れ
ば
良
い
か
。

か
く
し
て
、
始
ま
っ
た
の
が
Z
O
O
M
茶
会
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
煎
茶
会（
事
前
の
申
込
み
制
）だ
が
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
茶
事
に
必
須

の
煎
茶
と
そ
の
手
技
を
如
何
に
配
信
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
手
と

り
足
と
り
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
師
匠
と
弟
子
の
間
に
濃
密
に
繰
り

広
げ
ら
れ
る
手
技
は
文
字
や
映
像
だ
け
で
は
伝
え
き
れ
ぬ
部
分
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
こ
そ
が
芸
道
に
お
け
る
相
伝
の
極
意
と
言
え
る
も
の
で
、
今
忌
避

さ
れ
る
密
閉
、
密
集
、
密
接
の
三
密
に
よ
っ
て
の
み
熟
成
さ
れ
る
世
界
だ
か

濁風旗



4

ら
こ
そ
難
し
い
。

手
探
り
で
始
ま
っ
た

Z
O
O
M
茶
会
は
、
出

席
者
が
然
る
べ
き
コ
ロ

ナ
対
策
を
施
し
な
が
ら

茶
会
を
進
行
し
た
の
だ

が
、
時
に
映
像
が
中
断

し
、
音
が
途
絶
え
る

な
ど
予
期
せ
ぬ
事
態

の
連
続
で
あ
っ
た
。
限
定
的
な
状
況
の
な
か
、
若
き
宗
家
嫡
承
梓
央
氏
の
裏

方
に
徹
す
る
努
力
に
よ
っ
て
、
文
人
茶
会
は
映
像
と
音
声
を
同
時
配
信
す
る

前
人
未
到
の
領
域
に
入
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
五
月
に
実
施
さ
れ
た
Z
O
O
M
茶
会
で
の
案
内
状
を
ご
覧
い
た

だ
こ
う
。

「
清
風
茶
会
」

─『
蘭
』
を
見
る
・
鄭
板
橋
と
木
村
蒹
葭
堂
─

一
茶
庵
九
如
艸
堂
に
て
、
鄭
板
橋
と
木
村
蒹
葭
堂
の『
蘭
』
を
掛
け
、

現
代
の
浪
華
の
文
人
達
と
文
會
を
開
い
て
い
ま
す

皆
様
に
、そ
こ
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
加
わ
っ
て
い
た
だ
く
形
の
茶
会
で
す
。

参
加
の
浪
速
の
文
人　

中
谷
伸
生（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
爪
節
也（
大
阪
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
尾
圭
造（
大
阪
商
業
大
学
准
教
授
）

亭
主　
　
　
　
　
　
　

佃
一
輝　
（
一
茶
庵
宗
家
）

「
濁
風
茶
会
」

─
大
坂
・
大
阪
の
今
昔
─

一
茶
庵
九
如
艸
堂
に
て
、
大
坂
・
大
阪
に
関
わ
る
名
品
珍
品
の
数
々

を
見
な
が
ら
、
現
代
の
浪
華
の
聞
人
た
ち
と
広
き
に
わ
た
っ
て
論
じ

て
い
ま
す
。

皆
様
に
、そ
こ
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
加
わ
っ
て
い
た
だ
く
形
の
茶
会
で
す
。

参
加
の
浪
華
の
聞
人　

口
八
丁
法
蓮
斎　

先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽
雀
塗
荘（
攝
津
爺
）　

先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

蟲
邨
亭
攝
派　

先
生

亭
主　
　
　
　
　
　
　

景
董
山

「
清
風
茶
会
＆
濁
風
茶
会
」
は
本
来
の
一
茶
庵
茶
会
参
加
者
へ
の
発
信
の

み
な
ら
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
未
知
の
数
寄
者
に
向
け
て
の
発
信
で
も

あ
っ
た
。

「
清
風
茶
会
」
に
お
い
て
は
本
姓
で
、「
濁
風
茶
会
」
で
は
衣
装
を
着
替
え
つ

つ
雅
号
を
名
乗
る
演
出
の
凝
り
よ
う
だ
。

淹
れ
ら
れ
る
茶
は
勿
論
の
こ

と
、
掛
幅
も
変
え
な
が
ら
、
二
部

構
成
で
都
合
三
時
間
に
及
ぶ
茶

会
と
な
っ
た
。

現
代
の
文
人
・
聞
人
と
は
お
こ

が
ま
し
い
気
も
す
る
が
、
江
戸
期

に
出
版
さ
れ
た
人
物
誌（『
浪
花
郷

友
録
』）に
も「
文
人
」・「
聞
人
」（
名

が
聞
こ
え
た
知
識
人
）の
項
目
が
見

て
取
れ
る
。
我
々
参
加
者
が
、
果

た
し
て
そ
の
任
を
全
う
せ
る
や

否
や
。
因
み
に
私
こ
と「
蟲
邨
亭

摂
派（
道
人
）」
は
虫
損
甚
だ
し
い

書
画
を
蒐
集
す
る
摂
津
辺
り
に

住
ま
う
道
半
ば
の
人
を
意
味
し

て
い
る
。

オンライン対応中の嫡承梓央氏

清風茶会の愉快な面々
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「
濁
風
茶
会
」
に
つ
い
て

さ
て
、
濁
風
旗
を
掲
げ
る
茶
会
も
七
月
、
九
月
と
回
を
重
ね
て
三
回
目
と

な
っ
た
。益
々
、清
に
対
し
て
濁
の
部
分
が
強
調
さ
れ
て
き
た
感
も
あ
る
が
、

宗
家
の
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
清
濁
を
貫
く
一
本
の
道
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思

う
。初

回
は
大
阪
に
関
す
る
名
品
珍
品
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
第
二
回
の
清

風
茶
会
は「
と
り
あ
え
ず
船
場
派
」
と
題
し
、
大
阪
四
条
派
を
代
表
す
る
西

山
芳
園
・
完
瑛
親
子
の
代
表
的
な
作
品
を
取
り
上
げ
た
。

し
か
し
、
今
ま
で
違
和
感
を
抱
き
な
が
ら
使
っ
て
い
た「
大
阪
四
条
派
」

が
気
に
入
ら
ぬ
。い
つ
ま
で
経
っ
て
も
四
条
派（
京
都
）の
大
阪
支
店
の
感↓

が
拭
え
な
い
か
ら
だ
。
芳
園
・
完
瑛
を
主
と
す
る
主
要
な
画
家
が
船
場
周
辺

に
住
居
す
る
こ
と
か
ら「
船
場
派
」と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
と
盛
り
上
が
り
、

「
と
り
あ
え
ず
船
場
派
」
と
名
付
け
た
次
第
で
あ
る
。

上
品
な
作
品
が
並
ん
だ
清
風
に
対
し
て
、
濁
風
に
お
け
る
完
瑛
の
怪
し
き

振
り
返
り
美
人
が
興
味
深
か
っ
た
。
花
街
に
関
す
る
風
俗
資
料
を
交
え
つ

つ
、
同
図
の
画
賛
に
四
苦
八
苦
し
て
い
た
が
、
ズ
ー
ム
参
加
者
か
ら
出
典
の

ご
指
摘
を
受
け
た
。
ま
さ
し
く
オ
ン
ラ
イ
ン
な
ら
で
は
の
臨
場
感
を
感
じ
た

も
の
だ
。

ま
た
、
第
三
回
の
清
風
茶
会
は
大
坂
に
お
け
る
文
人
画
の
巨
匠「
十
時
梅

厓
」
を
取
り
上
げ
た
。
伊
勢
長
島
藩
の
藩
儒
に
し
て
文
人
画
家
で
あ
り
木
村

蒹
葭
堂
と
も
所
縁
の
深
い
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
大
坂
で
も
人
気
が
あ
り
多

く
の
作
品
が
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、真
贋
定
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
多
い
。

梅
厓
に
詳
し
い
羽
雀
塗
荘
こ
と
橋
爪
節
也
氏
に
よ
れ
ば
、
長
島
藩
致
仕
後

は
生
活
の
為
か
、
癸
亥（
享
和
三
年
＝
一
八
〇
四
）年
記
の
作
品
が
多
く
、
ま

さ
し
く「
書
画
地
獄
」
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

研
究
者
の
間
で
は
、「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
風
こ
そ
梅
厓
の
真
骨
頂
」
と
す

る
意
見
と「
い
や
緻
密
な
作
品
こ
そ
重
要
で
、
本
来
儒
者
で
あ
る
彼
の
画
賛

に
注
目
す
べ
き
」
と
す
る
意
見
も
あ
る
。

何
れ
劣
ら
ぬ
梅
厓
好
き
が
集
ま
っ
た
茶
会
で
、
互
い
が
持
ち
寄
っ
た
作
品

を
褒
め
て
貶
し
て
終
始
議
論
が
尽
き
よ
う
は
ず
も
な
く
、
宗
家
も
含
め
た
談

論
風
発
は
、
往
時
の
文
人
茶
会
も
か
く
や
あ
り
な
ん
と
思
わ
れ
た
。
た
だ
、

反
省
す
べ
き
は
オ
ン
ラ
イ
ン
茶
会
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど
娯
し
み
す
ぎ

た
こ
と
で
、
こ
の
点
、
大
い
に
反
省
す
る
こ
と
然
り
。

何
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
試
み
は
新
た
な
展
開
を
促
す
契
機
と
な
る
だ

ろ
う
。
一
茶
庵
で
は
、
世
上
の
動
向
を
見
な
が
ら
、
清
風
・
濁
風
茶
会
に
限

ら
ず
通
常
茶
会
も
対
面
式
と
Z
O
O
M
茶
会
を
併
用
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト

型
の
茶
会
を
進
め
ら
れ
て
い
る
。
未
だ
治
ら
ぬ
コ
ロ
ナ
禍
の
地
平
に
対
す
る

宗
家
と
嫡
承
の
挑
戦
に
微
力
な
が
ら
尽
力
し
た
い
。

と
は
言
え
、
義
務
感
に
苛
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
全
て
の
事
象
を
娯
し
む
感

覚
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
文
人
茶
会
を
含
め
、

大
坂
文
人
画
の
普
及
を「
事
後
」（
終
わ
っ
た
も
の
）に
す
る
こ
と
な
く
、
か

と
い
っ
て
中
途
半
端
に「
自
悟
」（
分
か
っ
た
よ
う
な
振
り
）に
陥
る
こ
と
も
な

く
、
あ
く
ま
で
も「
自
娯
」
に
徹
し
て
暮
ら
し
て
行
き
た
い
も
の
だ
。

（
本
学
公
共
学
部
准
教
授
）

西山完瑛「美人図」（個人蔵）

十時梅崖「墨蘭図」（個人蔵）
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研
究
所
動
静

研
究
経
過

　

筆
者
は
、
本
学
着
任
前
の
20
年
間
近
く
、
東
京
都

の
中
小
企
業
研
究
・
経
営
支
援
機
関
に
勤
務
し
、
中

小
企
業
に
関
す
る
研
究
と
と
も
に
、
中
小
企
業
診
断

士
の
資
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
多
く
の
企

業
の
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
携
わ
っ
て
き
た
。

　

研
究
面
で
は
、
理
美
容
業
か
ら
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
業

に
至
る
幅
広
い
業
種
を
包
含
す
る

「
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
関
心
が
あ
り
、

サ
ー
ビ
ス
業
の
業
態
分
類
、
業
態
特

性
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
。

　

実
務
面
で
は
、
中
小
商
店
や
そ
れ

ら
が
集
積
し
た
商
店
街
の
経
営
に
触

れ
る
機
会
に
多
く
恵
ま
れ
た
。
特

に
、
1
9
8
0
年
代
は
大
型
店
出
店

紛
争
が
激
化
し
た
時
期
で
あ
り
、
筆

者
も
大
型
店
と
差
別
化
し
う
る
中
小

商
店
の
経
営
や
商
店
街
活
動
に
つ
い
て
、
商
店
経
営

者
や
商
店
街
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
膝
を
突
き
合
わ
せ

て
思
案
す
る
日
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
流
通
政
策

や
小
売
業
経
営
に
つ
い
て
本
格
的
に
研
究
す
る
こ
と

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
実
務
家
と
し
て
経
営
の
現
場

に
没
入
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

本
学
着
任
後
、
じ
っ
く
り
と
研
究
を
す
す
め
る
機

会
を
得
た
た
め
、
実
務
べ
っ
た
り
の
世
界
と
は
少
し

距
離
を
置
く
こ
と
を
心
掛
け
、
中
小
小
売
店
や
商
店

街
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
流
通
政
策
に
つ
い

て
、
冷
静
な
目
で
研
究
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

わ
が
国
の
流
通
政
策
は
、大
規
模
小
売
店
舗
法（
大

店
法
）な
ど「
大
型
店
出
店
規
制
政
策
」
と
、
商
店
街

活
動
の
支
援
な
ど「
地
域
商
業
振
興
政
策
」
が
車
の

両
輪
の
よ
う
な
形
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の

流
通
政
策
が
小
売
業
の
構
造
変
化
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
の
か
、
そ
の
政
策
の
効
果
に
つ
い
て
検

証
し
て
み
た
い
と
考
え
た
。
幸
い
、わ
が
国
で
は「
商

業
統
計
」
と
い
う
世
界
的
に
も
類
を
見
な
い
極
め
て

詳
細
な
統
計
が
1
9
5
2
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
お

り
、
規
模
、
業
種
、
業
態
、
立
地
、
卸
売
業
の
仕
入

れ
・
販
売
の
実
態
な
ど
を
詳
細
に
把
握
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

　

そ
の
成
果
は
、
2
0
0
3
年
お
よ
び
2
0
1
3
年

に
2
冊
の
単
著
と
し
て
出
版
し
、
そ
れ
ら
を
も
と

に「
小
売
商
業
構
造
の
変
化
過
程
に
お
け
る
流
通
政

策
の
役
割
に
関
す
る
研
究
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
晩

学
な
が
ら
経
済
学
の
学
位
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

本
書
執
筆
の
動
機
と
本
書
の
概
要

　

現
代
の
わ
が
国
の
流
通
政
策
は
、
2
0
0
0
年
に

大
店
法
が
廃
止
さ
れ
、
大
型
店
出
店
に
対
す
る
経
済

的
規
制
が
な
く
な
る
一
方
で
、
地
域
商
業
の
疲
弊
が

す
す
み
、「
地
域
商
業
振
興
政
策
」
の
効
果
を
見
出
す

こ
と
は
、
も
は
や
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に

「
商
業
統
計
」
も
、
2
0
0
7
年
に
実
施
さ
れ
た
後

は
、
調
査
対
象
の
カ
バ
ー
率
と
い
う
点
で
少
々
問
題

が
残
る
2
0
1
4
年
調
査
を
最
後
に
、
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

流
通
政
策
が
小
売
業
構
造
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
統
計
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
た

め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
ひ
と
区
切
り
を
つ
け
、
小

売
業
態
間
競
争
に
着
目
し
た
小
売
業
態
構
造
の
変
化

に
研
究
の
焦
点
を
移
す
こ
と
と
し
た
。
そ
の
成
果

が
、
こ
こ
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く『
日
本
の
小
売

業
態
構
造
研
究
』
で
あ
る
。

　

本
書
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
次
の
と
お
り
で

大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
研
究
叢
書
第
19
巻

日
本
の
小
売
業
態
構
造
研
究

（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
）

自著紹介

南
方
建
明
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あ
る
。
第
一
に
、
百
貨
店
や
総
合
ス
ー
パ
ー
な
ど
の

『
総
合
店
』、
限
定
さ
れ
た
分
野
で
は
総
合
的
な
分
野

を
扱
う
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど

の『
部
分
総
合
店
』、
限
定
さ
れ
た
分
野
を
扱
う『
専

門
店
チ
ェ
ー
ン
』
の
小
売
業
態
間
競
争
に
つ
い
て
概

観
し
た
。

　

第
二
に
、
食
品
に
注
目
し
、
卸
売
業
も
含
め
た
流

通
構
造
の
変
化
、
さ
ら
に
外
食
・
中
食
・
内
食
に
区

分
す
る
形
で
食
市
場
の
構
造
変
化
に
つ
い
て
分
析
し

た
。

　

第
三
に
、『
部
分
総
合
店
』
で
あ
る「
ド
ラ
ッ
グ
ス

ト
ア
」「
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
」「
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
」「
均
一
価
格
店
」
の
成
長
過
程
に
つ
い
て
小
売
業

態
間
競
争
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
し
た
。

　

第
四
に
、「
専
門
店
チ
ェ
ー
ン
」
の
成
長
過
程
に
基

づ
い
て
、
業
種
の
類
型
化
を
試
み
た
。

　

第
五
に
、
小
規
模
小
売
店
の
売
場
効
率
と
労
働
生

産
性
か
ら
み
た
存
立
可
能
性
に
つ
い
て
業
種
別
に
分

析
す
る
と
と
と
も
に
、
中
小
小
売
店
が
集
積
し
て
い

る「
商
店
街
」の
存
続
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

第
六
に
、
統
計
か
ら
み
た
消
費
者
の
購
買
行
動
の

変
化
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

　

本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
政
府
統
計
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
信
頼
し
う
る
民
間
統
計
や
調
査

を
含
む
で
き
る
だ
け
多
く
の
資
料
を
収
集
し
、
か

つ
可
能
な
限
り
過
去
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
分
析

し
て
い
る
。

今
後
の
課
題

　

2
0
2
0
年
春
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
が
皆
無
と
な
り
、
百
貨
店
を
始
め
と
し
た

店
舗
小
売
業
に
大
き
な
影
響
が
及
ぶ
一
方
で
、
電
子

商
取
引
が
増
加
す
る
な
ど
、
小
売
業
を
取
り
巻
く
環

境
変
化
は
激
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
一

時
的
な
現
象
も
あ
れ
ば
、
今
後
の
小
売
業
態
構
造
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
予
測
さ
れ
る
現
象
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
分
析
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
本
書

で
は
小
売
業
態
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
、
大
き
な
不

連
続
要
因
の
な
い
2
0
1
8
年
ま
で
の
デ
ー
タ
を
用

い
て
書
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
自
負
し
て
い
る

（
で
き
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の
2
0
1
9
年
ま
で
の
デ
ー

タ
を
用
い
て
分
析
で
き
れ
ば
ベ
ス
ト
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
…
…
）。

　

他
方
で
、
流
通
研
究
の
世
界
で
は
、
な
ぜ
新
し
い

小
売
業
態
が
生
ま
れ
る
の
か
、
小
売
業
態
の
盛
衰
を

い
か
に
説
明
す
る
か
に
つ
い
て
、
様
々
な「
小
売
業

態
仮
説
」
が
提
案
さ
れ
て
き
た
。「
小
売
の
輪
仮
説
」

「
真
空
地
帯
仮
説
」「
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
仮
説
」
な
ど

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
れ
も
が
小
売
業
態
の
成

長
過
程
や
盛
衰
を
十
分
に
説
明
で
き
る
ま
で
に
は
到

達
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

　

ひ
と
り
の
流
通
研
究
者
と
し
て
、
た
と
え
わ
が
国

に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
小
売
業
態
構
造
の
変
化
を

説
明
し
う
る「
小
売
業
態
仮
説
」
を
構
築
し
た
い
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
浅
学
な
筆
者
の
力
の
及
ぶ
と
こ

ろ
で
は
な
か
っ
た
。

　

本
書
は
、
わ
が
国
の
小
売
業
態
の
発
展
過
程
や
そ

の
盛
衰
に
つ
い
て
の
記
述
に
と
ど
ま
り
、
今
後
の
小

売
業
態
構
造
研
究
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
資
料
を
提

供
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
小
売
業
態
仮
説
」
の
構

築
は
、
筆
者
の
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
と
と
も

に
、
本
書
に
刺
激
を
得
た
若
い
研
究
者
が
、
わ
が

国
小
売
業
態
構
造
の
変
化
を
説
明
し
う
る
理
論
仮
説

の
構
築
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
れ

ば
、
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

（
本
学
総
合
経
営
学
部
教
授
）
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令
和
三
年
一
月
一
五
日
印
刷
発
行
　
編
集
発
行
　
大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
　
〒
五
七
七-

八
五
○
五
　
東
大
阪
御
厨
栄
町
四

｜

一

｜

一
○
　
☎
○
六（
六
七
八
五
）六
一
三
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

刷

所
　
株
式
会
社
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
　
〒
五
九
九

｜

八
二
三
四
　
大
阪
府
堺
市
中
区
土
塔
町
七
九

｜

四
　
☎
○
七
二
（
三
二
〇
）
七
五
〇
三

Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
活
動
報
告

◆�
日
本
学
術
振
興
会『
人
文
学
・
社
会
科
学
デ
ー
タ
イ
ン
フ

ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
構
築
推
進
事
業
』
継
続
助
成

　

２
０
１
８
年
度
に
日
本
学
術
振
興
会
よ
り
得
た
、『
人
文

学
・
社
会
科
学
デ
ー
タ
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
構
築
推

進
事
業「
拠
点
機
関
に
お
け
る
デ
ー
タ
共
有
基
盤
の
構
築
・

強
化
委
託
業
務
」』
の
助
成
は
、
今
年
度
も
継
続
し
て
採
択

さ
れ
た
。

　

本
業
務
で
は
、
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
の
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
活
か

し
、
広
く
人
文
学
・
社
会
科
学
系
研
究
者
の
研
究
基
盤
と
な

り
得
る
デ
ー
タ
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
構
築
の
重
要

拠
点
と
し
て
、
①
デ
ー
タ
ア
ー
カ
イ
ブ
機
能
の
強
化
、
②
海

外
発
信
・
連
携
機
能
の
強
化
、
③
デ
ー
タ
間
の
時
系
列
等
接

続
関
係
の
整
備
に
取
り
組
む
。

◆�

文
部
科
学
省
・
機
能
強
化
支
援
と
科
学
研
究
費
基
盤
Ａ
の

採
択

　

Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
２
０
１
６
年
度
か
ら

２
０
１
８
年
度
に
か
け
て
文
部
科
学
省
よ
り「
特
色
あ
る
共

同
研
究
拠
点
の
整
備
の
推
進
事
業
～
機
能
強
化
支
援
～
」
の

助
成
を
得
た
。
２
０
１
９
年
度
に
再
申
請
し
て
、
２
０
２
０

年
４
月
に
採
択
さ
れ
た
。
今
年
度
採
択
さ
れ
た
４
拠
点
の
う

ち
、
人
文
・
社
会
学
系
の
共
同
研
究
拠
点
は
、
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
研

究
セ
ン
タ
ー
の
み
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
科
学
研
究
費
基
盤
Ａ（
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
健

康
と
社
会
の
持
続
可
能
性
に
関
す
る
総
合
的
研
究
・
代
表 

岩
井
紀
子
）が
採
択
さ
れ
、
Ａ
票
と
Ｂ
票
の
２
種
類
の
調
査

票
を
用
い
る
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
‐
２
０
２
１
の
実
施
が
決
ま
っ
た
。

◆�

Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
‐
２
０
２
１
の
実
施

　

２
０
２
０
年
４
月
に
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｓ（European Social 

Survey

）モ
ジ
ュ
ー
ル
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
係
る
研

究
課
題
を
公
募
し
た
。12

件
の
応
募
の
う
ち
８
件
を
採
択

し
た
。
こ
れ
ら
の
設
問
を
組
み
込
ん
で
全
国
２
０
～
８
９
歳

の
日
本
人
男
女
６
６
０
０
人（
４
４
０
地
点
）を
対
象
に
、

２
０
２
１
年
１
月
に
留
置
調
査
法
で
調
査
を
実
施
す
る
予
定

で
あ
る
。
Ａ
票
に
は
Ｅ
Ｓ
Ｓ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
み
込
み
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
日
本
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
人
々
の
生
活
と
意
識
に
与
え
て
い
る
影
響
を
把
握
し
、
各

国
の
政
策
や
そ
の
効
果
な
ど
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
を
行

う
。
Ｂ
票
に
は
韓
国
・
中
国
・
台
湾
チ
ー
ム
と
共
同
で
実
施

し
て
い
る
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｓ（East Asian Social Survey

）の

健
康
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
み
込
み
、
日
韓
中
台
の
人
々
の
健
康

状
態
・
行
動
お
よ
び
健
康
に
係
る
社
会
環
境
の
十
年
の
変
化

を
と
ら
え
、
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｓ 

２
０
１
０
の
デ
ー
タ
を
基
に
展
開

さ
れ
た
議
論
を
深
化
さ
せ
る
。

◆
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
最
新
報
告
書

『
日
本
版
総
合
的
社
会
調
査 
基
礎
集
計
表
・
コ
ー
ド
ブ
ッ
ク

Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
‐
２
０
１
８
』

『
日
本
版
総
合
的
社
会
調
査 

基
礎
集
計
表
・
コ
ー
ド
ブ
ッ
ク

Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
‐
２
０
１
８
Ｇ
』

◆�

新
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
研
究
員
の
紹
介

孔
　
栄
鍾（
ご
ん
　
よ
ん
じ
ょ
ん
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
：
韓
国
ソ
ウ
ル
出
身
。
佛
教
大
学
大
学
院
社

会
福
祉
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
2
0
2
0
年
4
月

よ
り
P
D
研
究
員
と
し
て
勤
務
。
専
門
は
障
害
者
福
祉
政

策
、
障
害
者
貧
困
問
題
。
J
G
S
S
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、

デ
ー
タ
の
作
成
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
公
開
準
備
な
ど
を
担
当

し
て
い
る
。

郭
　
凱
鴻（
か
く
　
が
い
こ
う
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
：
中
国
北
京
市
出
身
。
立
命
館
大
学
文
学
研

究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
修
了
。
2
0
2
0
年
4
月
よ
り

P
D
研
究
員
と
し
て
勤
務
。
専
門
は
G
I
S
と
都
市
空
間
研

究
。
J
G
S
S
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
デ
ー
タ
作
成
と
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
確
認
を
担
当
し
て
い
る
。
趣
味
は

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
撮
影
、
料
理
。

潘
　
建
秀（
は
ん
　
け
ん
し
ゅ
う
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
：
中
国
大
連
市
出
身
。
広
島
大
学
教
育
学
研

究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
2
0
2
0
年
4
月
よ
り
P
D
研

究
員
と
し
て
勤
務
。
専
門
は
比
較
国
際
教
育
学
。
J
G
S
S

研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
デ
ー
タ
の
作
成
と
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を

担
当
し
、
地
域
国
際
化
の
阻
害
要
因
を
研
究
し
て
い
る
。
趣

味
は
旅
行
と
芸
術
鑑
賞
。


