
─ 40 ─

は
じ
め
に

　

一
九
五
六
年
の
出
版
に
な
る
井
島
勉
氏
の
『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
で
は
、

当
時
の
書
に
お
け
る
鑑
賞
教
育
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る注①
。

書
に
関
心
の
乏
し
か
っ
た
一
般
人
は
も
と
よ
り
、
書
家
や
書
の
趣
味
を
自

負
す
る
人
々
で
さ
え
も
、
書
の
美
の
正
し
い
姿
を
会
得
で
き
て
い
る
と
は

思
わ
れ
ぬ
場
合
も
、
案
外
に
少
な
く
な
い
。
他
の
種
類
の
伝
統
芸
術
の
愛

好
者
た
ち
、
否
、
一
般
に
芸
術
の
愛
好
を
自
負
す
る
人
々
の
間
に
も
、
し

ば
し
ば
見
か
け
る
よ
う
に
、
自
分
の
目
を
見
開
い
て
、
真
の
美
を
見
出
そ

う
と
は
し
な
い
で
、
或
る
捉
わ
れ
た
る
美
的
態
度
や
、
作
品
に
か
ら
ま
る

知
識
的
理
解
や
、
伝
承
的
偏
見
に
没
頭
し
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
場
合
が
多
い

こ
と
を
、
改
め
て
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。

書
家
や
書
の
愛
好
者
等
、
書
に
理
解
の
あ
る
人
々
の
間
で
も
「
書
の
美
の
正
し

い
姿
」、
す
な
わ
ち
「
真
の
美
」
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、「
捉
わ
れ

た
る
美
的
態
度
」「
作
品
に
か
ら
ま
る
知
識
的
理
解
」「
伝
承
的
偏
見
」
と
い
っ

た
因
習
的
な
鑑
賞
態
度
や
方
法
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年

に
出
版
さ
れ
た
名
児
耶
明
氏
の
『
書
の
見
方注②
』
で
は
、
書
を
め
ぐ
る
問
題
点
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

現
代
は
戦
前
の
毛
筆
の
世
界
と
は
異
な
り
、
日
常
に
お
け
る
肉
筆
に
よ
る

仕
事
の
減
少
、書
や
筆
と
の
接
触
の
減
少
な
ど
、実
用
性
の
延
長
上
に
あ
っ

た
芸
術
の
、
実
用
部
分
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
で
は
ほ
か

書
の
鑑
賞
に
関
す
る
一
考
察
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の
美
術
と
比
べ
る
と
以
前
よ
り
さ
ら
に
一
般
の
理
解
者
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
は
、
教
育
現
場
で
の
書
の
鑑
賞
教

育
の
貧
困
、
一
般
的
な
書
の
鑑
賞
法
の
普
及
不
足
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

現
在
も
同
様
で
、
書
の
美
を
や
さ
し
く
説
明
す
る
術
は
、
美
術
界
で
も
貧

弱
で
あ
る
。

「
一
般
的
な
書
の
理
解
者
の
減
少
」
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
、教
育
現
場
の
「
書

の
鑑
賞
教
育
の
貧
困
」、
一
般
の
「
書
の
鑑
賞
法
の
普
及
不
足
」、
お
よ
び
戦
前

に
比
べ
書
の
実
用
の
減
少
を
原
因
に
挙
げ
、
社
会
に
お
け
る
鑑
賞
の
在
り
方
に

つ
い
て
問
題
提
起
し
て
い
る
。

　

両
氏
の
指
摘
は
五
十
年
以
上
の
開
き
が
あ
り
、
こ
れ
は
書
の
鑑
賞
の
問
題
が

課
題
と
し
て
持
ち
こ
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
両
氏

の
指
摘
を
比
較
す
る
と
次
の
二
つ
の
事
柄
が
浮
か
び
上
が
る
。

①
書
の
鑑
賞
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
質
的
な
変
化
。

②
書
の
鑑
賞
に
関
す
る
研
究
の
状
況
。

①
は
、
井
島
氏
が
書
の
鑑
賞
に
お
け
る
方
法
そ
の
も
の
を
問
題
視
し
た
の
に
対

し
、
名
児
耶
氏
は
書
の
実
用
性
の
低
下
と
い
う
社
会
的
要
因
に
加
え
、
教
育
現

場
お
よ
び
一
般
に
お
け
る
書
の
鑑
賞
の
教
育
と
普
及
不
足
を
問
題
視
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
特
に
教
育
面
に
お
け
る
普
及
不
足
は
井
島
氏
の
頃
か
ら
続
く
課

題
で
あ
り
、
そ
こ
に
新
た
に
実
用
性
の
低
下
と
い
う
問
題
が
加
わ
る
こ
と
で
、

よ
り
一
層
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

②
は
、
約
五
十
年
の
間
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
例
え

ば
、
高
等
学
校
の
芸
術
科
書
道
で
は
平
成
二
十
一
年
三
月
九
日
公
示
の
『
学
習

指
導
要
領
』
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
鑑
賞
」
の
重
要
性
は
そ
れ
以
前
に
も

増
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
鑑
賞
教
育
の
充
実
を
図
る
目
的
の
も

と
、
高
等
学
校
と
大
学
が
連
携
し
た
鑑
賞
教
育
の
取
り
組
み
や
、
鑑
賞
に
特
化

し
た
授
業
の
実
践
等
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
今
後
さ
ら
な
る
進
展
が
期
待
さ
れ

る注③
。
一
方
、
学
校
教
育
以
外
、
広
く
一
般
の
書
の
愛
好
者
を
対
象
と
し
た
場
合

で
は
、
鑑
賞
の
入
門
書
の
出
版
や
、
美
術
館
で
の
鑑
賞
講
座
の
開
催
な
ど
が
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
学
校
教
育
に
お
け
る
芸
術
教
育
は
そ
の
目

的
や
意
義
が
明
確
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
般
の
書
の
愛
好
者
に
対
し
て
は
、
具

体
的
な
目
的
や
意
義
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
唯
一
共
通
す
る
要
素
と
し
て
は

各
自
の
学
習
段
階
に
合
わ
せ
た
鑑
賞
方
法
を
提
示
し
、
書
へ
の
親
し
み
を
湧
か

せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
鑑
賞
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
中
で
、
書
に
お

け
る
鑑
賞
の
位
置
付
け
も
更
に
見
直
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

か
つ
て
今
井
凌
雪
氏
が
「
受
け
て
の
養
成注④
」
を
説
い
た
よ
う
に
、
書
を
後
世

に
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
鑑
賞
の
充
実
は
重
要
で
あ
る
。
国
際
化
、
情
報
化
が

進
む
社
会
の
中
で
、
今
後
一
層
書
の
実
用
性
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
中
、
そ
の

方
法
論
の
確
立
、
お
よ
び
普
及
は
教
育
現
場
に
お
け
る
美
術
教
育
、
一
般
の
書

の
愛
好
者
お
よ
び
専
門
家
に
と
っ
て
も
等
閑
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
そ
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
書
に
お
け
る
「
鑑
賞
」
と
は
何
か
、
そ
の
目
的
と
意
義
に
つ
い
て
考
察

す
る
。一

．
鑑
賞
に
つ
い
て

　

は
じ
め
に
「
鑑
賞
」
の
概
念
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
鑑
賞
」
に
は
、
そ

の
他
に
も
「
観
照
」「
観
賞
」
等
の
類
似
す
る
概
念
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
も
併
せ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
は
じ
め
に
『
広
辞
苑
』
の
解
説
を
以

下
に
列
記
し
て
み
よ
う
。

　
【 

鑑
賞 

】

　
　

・
芸
術
作
品
を
理
解
し
、
味
わ
う
こ
と
。

　
【 

観
照 

】

　

・ 

美
を
直
接
的
に
認
識
す
る
こ
と
。（
美
の
）
直
観
。
美
意
識
の
知
的
側
面

の
作
用
を
表
示
す
る
概
念
。

　
【 

観
賞 

】

　
　

・
見
て
楽
し
む
こ
と
。
見
て
賞
翫
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
全
て
に
共
通
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
感
覚
を
通
じ
て
対
象
を
認
識
す
る
こ

と
で
あ
り
、書
な
ど
の
視
覚
芸
術
は
見
る
こ
と
に
よ
り
鑑
賞
が
成
立
す
る
。「
鑑

賞
」
の
対
象
は
芸
術
作
品
で
あ
り
、「
理
解
」
し
「
味
わ
う
」
こ
と
を
内
容
と
す
る
。

次
の
「
観
照
」
は
対
象
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
美
」
を
対
象
と
し
、

「
審
美
観
照
」「
美
的
観
照
」
の
よ
う
に
美
学
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
主
に
美
術
・
芸
術
を
対
象
と
す
る
。
三
番
目
の
「
観
賞
」
は
楽
し
む
こ
と

に
重
点
が
置
か
れ
、
対
象
は
必
ず
し
も
芸
術
と
は
限
ら
な
い
。

　

次
に
、『
美
学
辞
典注⑤
』
の
「
鑑
賞
」
の
解
説
を
確
認
す
る
。

観
照
と
い
う
語
は
一
般
に
は
し
ば
し
ば
知
的
な
意
味
に
お
け
る
観
察
の
作

用
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
美
的
観
照
の
概
念
は
美
学
上
、
美
的

享
受
と
同
様
に
美
意
識
に
お
け
る
受
動
的
側
面
を
さ
す
も
の
と
し
て
用
い

ら
れ
る
。
…
な
お
観
照
と
い
う
語
は
鑑
賞
（appreciation

）
と
混
同
さ

れ
や
す
い
か
ら
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
鑑
賞
と
い
う
の
も
受
容
的
美
意

識
を
さ
す
こ
と
は
観
照
や
享
受
と
同
様
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
芸
術
の
場

合
に
適
用
さ
れ
、
か
つ
特
に
対
象
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
価
値
認
識
の
意

味
を
ふ
く
む
も
の
で
、
厳
密
な
美
学
上
の
用
語
と
し
て
は
あ
ま
り
使
用
さ

れ
な
い
。

『
美
学
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
鑑
賞
」「
観
照
」
の
共
通
点
は
受
容
的
（
受
動
的
）

側
面
で
あ
り
、
相
違
点
は
「
観
照
」
が
知
的
観
察
作
用
で
あ
る
の
に
対
し
、「
鑑

賞
」
は
積
極
的
な
価
値
認
識
の
意
味
を
含
む
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
鑑
賞
」
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は
美
意
識
に
お
い
て
受
容
的
で
あ
り
な
が
ら
、
積
極
的
に
芸
術
的
価
値
を
認
識

す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。

　

続
い
て
、『
漢
語
大
詞
典
』
の
解
説
を
確
認
す
る
。『
漢
語
大
詞
典
』
に
は
「
鑑

賞
」
の
項
に
次
の
三
つ
の
解
釈
を
載
せ
て
い
る
。

　
　

①
識
別
・
弁
別
と
同
じ

　
　

②
賞
識
を
言
う
。

　
　

③
鑑
定
、
欣
賞
。
多
く
芸
術
品
、
文
物
な
ど
に
用
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
③
の
解
釈
で
あ
り
、
そ
の
用
例
に
元
末
・
明
初
の
陶
宗
儀

『
輟
耕
録
』
の
一
説
を
引
く
。

淳
化
閣
帖
、
鑑
賞
に
精
し
か
ら
ざ
る
者
は
、
能
く
其
の
真
偽
を
弁
ず
る
こ

と
莫
し
。

（
淳
化
閣
帖
、
非
精
於
鑑
賞
者
、
莫
能
弁
其
真
偽
。）

「
集
帖
の
祖
」
と
称
さ
れ
る
《
淳
化
閣
帖
》
に
つ
い
て
述
べ
た
一
説
で
、
鑑
賞

に
精
通
し
て
い
な
い
人
は
そ
の
真
偽
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
鑑
賞
」
は
、
対
象
の
美
を
味
わ
う
こ
と
よ
り
も
、
対
象
の
真
偽
や

優
劣
の
判
断
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
も
そ
も
、「
鑑
」は「
識

別
す
る
、
認
識
す
る
」、「
賞
」
は
「
め
で
る
、
た
の
し
む
」
の
意
で
あ
り
、
そ

の
字
義
か
ら
し
て
も
、「
対
象
の
真
偽
を
見
分
け
、
そ
の
良
さ
を
味
わ
う
こ
と
」

と
解
釈
で
き
る
よ
う
に注⑥
、
少
な
く
と
も
対
象
を
理
解
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
三
例
の
比
較
に
よ
っ
て
も
「
鑑
賞
」
の
解
釈
に
は
若
干
の
違
い
が
確
認

さ
れ
る
。
こ
れ
は
主
に
西
洋
、
東
洋
に
お
け
る
解
釈
の
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
が

書
に
も
影
響
し
て
い
る
。
例
え
ば
高
等
学
校
芸
術
科
書
道
の
『
学
習
指
導
要

領注⑦
』
で
は
次
の
よ
う
に
「
鑑
賞
」
を
定
義
し
て
い
る
。

「
鑑
賞
」
と
は
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
特
性
、
表
現
効
果
、
価
値
な
ど
を
、

――

――
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美
に
対
す
る
感
受
性
や
知
的
理
解
の
面
か
ら
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。
書
の

場
合
は
、
表
現
さ
れ
た
文
字
の
造
形
的
な
美
し
さ
や
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ

た
筆
者
の
心
を
見
て
楽
し
む
と
と
も
に
、
作
品
の
筆
者
・
時
代
・
内
容
な

ど
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

高
等
学
校
芸
術
科
書
道
に
お
け
る
鑑
賞
の
特
徴
は
、「
造
形
的
な
美
し
さ
」（
形

式
）、「
筆
者
の
心
」（
内
容
）
に
加
え
、「
作
品
の
筆
者
・
時
代
・
内
容
」
と
い
っ

た「
知
的
理
解
」を
定
義
に
含
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
芸
術
科
書
道
で
は「
表
現
」

と「
鑑
賞
」の
二
領
域
を
中
心
に
理
論
指
導
も
行
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
表

現
」
と
「
鑑
賞
」
の
指
導
を
通
し
て
理
論
指
導
を
行
う
の
が
実
態
で
あ
り
、
鑑

賞
指
導
に
も
知
的
理
解
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
「
知
的
理
解
」
に
つ
い
て
、
先
述

の
『
美
学
辞
典
』
で
は
「
観
照
」
の
概
念
に
含
ま
れ
、『
広
辞
苑
』、『
漢
語
大

詞
典
』
で
は
「
鑑
賞
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鑑
賞
の
語
は
広
く
一
般

的
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
概
念
は
一
定
し
て
い
な
い
。

　

鑑
賞
に
お
け
る
知
的
理
解
に
つ
い
て
、
井
島
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る注⑧
。

芸
術
作
品
の
美
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
内
容
を
見
失
う
こ
と
さ
え

な
け
れ
ば
、
鑑
賞
は
作
品
の
美
の
把
捉
で
あ
る
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。

そ
し
て
、
作
品
の
美
が
捉
え
ら
れ
れ
ば
、
俗
に
い
う
作
品
が
わ
か
っ
た
こ

と
に
も
な
る
。
し
か
も
わ
か
る
こ
と
が
理
解
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
理

解
は
鑑
賞
の
一
つ
の
場
合
、
も
し
く
は
同
じ
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
。

け
れ
ど
も
、
い
ま
少
し
厳
密
に
考
え
て
、
理
解
と
い
う
こ
と
ば
に
い
く
ら

か
で
も
概
念
的
な
は
た
ら
き
の
意
味
を
こ
め
て
解
す
る
と
、
鑑
賞
と
理
解

と
は
や
は
り
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
。
鑑
賞
が
、
あ
く
ま

で
美
的
・
直
観
的
に
作
品
の
中
に
生
き
こ
み
、
作
品
の
美
を
把
捉
す
る
作

用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
理
解
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
把
捉
さ
れ
た
美
を

概
念
的
に
認
識
す
る
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
鑑
賞
は
、

作
品
の
美
の
美
的
・
直
観
的
な
把
捉
、理
解
は
、把
捉
さ
れ
た
美
の
知
的
・

概
念
的
な
解
明
な
の
で
あ
る
。

鑑
賞
と
理
解
の
共
通
性
を
認
め
な
が
ら
も
区
別
す
る
こ
と
を
訴
え
、
理
解
は
鑑

賞
に
よ
っ
て
美
的
・
直
観
的
に
捉
え
ら
れ
た
作
品
の
美
を
知
的
・
概
念
的
に
解

明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、
鑑
賞
と
知
的
理
解
を
区
別
し
て
捉
え

て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
鑑
賞
に
お
け
る
知
的
理
解
の
位
置
付
け
に
よ
っ
て
は
、
鑑

賞
態
度
お
よ
び
方
法
論
に
も
影
響
す
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
鑑
賞
の
普
及
お

よ
び
方
法
論
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
鑑
賞
に
お
け
る
知
的
理
解
の
位

置
付
け
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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二
．
書
の
鑑
賞
の
歴
史

　

次
に
、
伝
統
的
な
書
の
歴
史
に
お
い
て
鑑
賞
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た

か
、
そ
の
概
略
を
確
認
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
の
鑑
賞
は
便
宜
的
に
「
視
覚
的

に
対
象
を
捉
え
、
そ
の
美
を
味
わ
う
こ
と
」
と
し
て
お
く
。

　

書
を
鑑
賞
す
る
行
為
は
古
い
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
中
国
の
歴
史
書
で

あ
る
『
漢
書注⑨
』
に
、

陳
遵
性
書
を
善
く
す
、
人
に
尺
牘
を
与
え
、
主
に
皆
蔵
し
去
り
以
て
栄
と

為
す
。

（
陳
遵
性
善
書
、
与
人
尺
牘
、
主
皆
蔵
去
以
為
栄
。）

と
あ
り
、
陳
遵
の
書
（
手
紙
）
を
受
け
取
っ
た
人
々
は
そ
れ
を
大
切
に
保
存
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
彼
の
書
に
特
別
な

価
値
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
頃
す
で
に
書
が
文
字
を
伝
達
す
る
と
い
う
実
用
性
を

越
え
た
美
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

後
漢
の
趙
壱
が
著
し
た
『
非
草
書
』
に
は
、
早
く
書
く
と
い
う
書
体
の
本
質
が

見
失
わ
れ
て
流
行
し
た
草
書
を
非
難
し
、
本
来
の
姿
に
か
え
る
こ
と
を
主
張
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
当
時
の
人
々
が
書
に
備
わ
る
美
し
さ
を
享
受
し

て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
内
容
が
確
認
で
き
る注⑩
。

　

日
本
で
は
、
室
町
時
代
以
降
、
茶
室
の
床
の
間
に
墨
蹟
（
禅
僧
の
書
）
を
掛

け
て
鑑
賞
す
る
こ
と
が
習
慣
化
す
る
。
元
々
茶
と
禅
が
深
い
関
係
に
あ
り
、
茶

席
に
禅
僧
の
書
を
掛
け
る
こ
と
で
、
書
を
通
じ
て
禅
僧
の
高
い
精
神
性
を
鑑
賞

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る注⑪
。
そ
の
後
、
墨
蹟
の
他
、
古
筆
な
ど
も
掛
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
鑑
賞
の
対
象
は
広
が
り
を
み
せ
る
。
ま
た
、
安
土
桃
山
時
代
に

な
る
と
「
古
筆
手
鑑
」
の
よ
う
な
鑑
賞
形
式
が
登
場
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
美
を
味
わ
う
行
為
と
し
て
の
鑑
賞
は
、
書
の
芸
術
性
が

自
覚
さ
れ
る
と
と
も
に
発
展
し
、
文
化
や
時
代
の
嗜
好
に
合
わ
せ
て
変
化
し

て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
行
為
の
本
質
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、
書
論
に

は
「
鑑
賞
」
の
語
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
を
鑑
賞
と
は
称
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
、
鑑
賞
が
西
洋
の
文
化
が
大
量
に
流
入
し
た
大
正
時
代
以
降
に
美
術
用
語

の
一
種
と
し
て
広
ま
っ
た
新
し
い
術
語
だ
か
ら
で
あ
る注⑫
。
つ
ま
り
、「
鑑
賞
」

（appreciation

）
は
西
洋
の
芸
術
思
想
お
よ
び
、
美
学
の
概
念
の
応
用
で
あ
る
。

一
方
、
先
に
引
い
た
『
漢
語
大
詞
典
』
の
よ
う
に
、
元
々
、
漢
語
に
は
鑑
賞
の

語
が
存
在
し
、
鑑
賞
に
は
東
洋
独
自
の
芸
術
観
や
書
の
見
方
が
あ
り
、
東
西
の

芸
術
観
、
お
よ
び
書
の
本
質
を
踏
ま
え
た
「
鑑
賞
」
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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三
．
鑑
賞
の
方
法　

―
知
的
理
解
の
位
置
付
け
―

　

書
の
鑑
賞
の
際
、
鑑
賞
者
の
書
に
対
す
る
興
味
関
心
や
専
門
的
知
識
は
大
き

く
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
般
の
書
の
愛
好
者
お
よ
び
書
教
育

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
鑑
賞
に
求
め
ら
れ
る
も
の
も
異
な
り
、
ま
た
、
鑑
賞

の
対
象
と
な
る
書
も
、
古
典
の
よ
う
な
用
美
一
体
の
も
の
か
ら
、
現
代
作
品
の

よ
う
に
芸
術
性
を
追
求
し
た
も
の
、
ま
た
は
歴
史
的
、
文
化
的
資
料
と
し
て
の

付
加
価
値
が
高
い
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
。
以
下
、
知
的
理
解
を
ど
の
よ
う
に

位
置
付
け
る
か
に
注
目
し
、
書
に
お
け
る
鑑
賞
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

る
か
「
視
覚
性
」「
文
学
性
」「
教
養
」「
形
式
と
内
容
」
の
順
に
考
察
す
る
。

（
一
）
鑑
賞
に
お
け
る
視
覚
性

　

作
品
は
作
者
の
創
造
的
活
動
が
形
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
品

が
存
在
す
る
こ
と
で
鑑
賞
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
、「
表
現
」
は
自
発
的

で
あ
り
、
鑑
賞
は
受
容
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
鑑
賞
は
「
追
体

験
す
る
こ
と
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
作
品
を
通
し
て
、
作
者
の
表
現
の
過
程

を
た
ど
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
創
造
的
、
自
発
的
活
動
で

あ
る
。
西
洋
の
美
学
を
基
盤
に
書
の
鑑
賞
を
説
い
た
井
島
氏
は
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る注⑬
。

正
し
い
鑑
賞
と
は
、
自
己
を
生
命
な
き
鏡
の
表
面
に
し
て
し
ま
っ
て
、
単

に
対
象
の
感
性
的
映
像
を
受
容
す
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
彼
は
、
潑
刺
と
自
己
を
生
き
抜
き
つ
つ
、
対
象
の
美
と
し
て
表
現
さ
れ

た
生
命
的
自
覚
の
中
に
生
き
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
き
お
い
、
鑑
賞
に
も
、

個
性
や
独
創
性
や
歴
史
性
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
見
「
受
容
的
」

と
も
見
え
る
鑑
賞
で
は
あ
る
が
、
そ
の
底
に
は
、
常
に
自
発
的
な
創
造
的

契
機
を
横
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

鑑
賞
の
根
底
に
「
自
発
的
な
創
造
的
契
機
を
横
た
え
て
い
る
」
と
、
単
に
受
容

す
る
だ
け
で
な
く
能
動
的
な
活
動
と
指
摘
す
る
点
は
、先
述
し
た
『
美
学
辞
典
』

と
同
様
で
あ
る
。「
鑑
賞
」
に
お
い
て
井
島
氏
が
最
も
重
視
す
る
こ
と
、
そ
れ

は
鑑
賞
者
の
個
性
・
独
創
性
を
背
景
と
し
て
書
に
お
い
て
は
と
か
く
陥
り
が
ち

な
「
捉
わ
れ
た
る
美
的
態
度
」「
知
識
的
理
解
」「
伝
承
的
偏
見注⑭
」
を
払
拭
し
、

自
発
的
に
鑑
賞
が
な
さ
れ
「
自
分
の
目
を
見
開
い
て
、真
の
美
を
見
出
す
こ
と
」

で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
井
島
氏
は
「
鑑
賞
」
と
「
理
解
」
を
厳
密
に
区
別
す
る
。

し
か
し
、
知
識
や
理
解
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
井

島
氏
の
見
解
は
「
鑑
賞
」
は
個
性
、
独
創
、
歴
史
な
ど
を
背
景
に
自
発
的
に
対

象
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
要
素
は
「
理
解
」

と
し
て
区
別
さ
れ
る
と
い
う
点
に
特
色
が
あ
る
。
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（
二
）
書
に
お
け
る
文
学
性
と
鑑
賞

　

次
に
、
書
の
鑑
賞
に
お
け
る
文
字
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
明
石
春

浦
氏
は
書
の
鑑
賞
の
問
題
点
に
言
及
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る注⑮
。

鑑
賞
者
に
は
純
粋
な
感
覚
で
接
し
て
も
ら
う
こ
と
を
希
望
す
る
わ
け
だ
が
、

概
し
て
作
者
の
名
前
に
よ
っ
て
判
断
を
左
右
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
多
く

見
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
芸
術
全
般
に
わ
た
っ
て
の
鑑
賞
の
問
題
点
で

あ
る
が
、
書
に
は
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
が
あ
る
。「
書
は
文
字
を
媒
体

と
し
た
造
形
芸
術
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
媒
体
と
し

て
の
文
字
の
素
材
を
多
く
詩
的
語
句
に
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
文
学
的
要

素
と
関
連
付
け
て
鑑
賞
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
発
生
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
書
の
造
形
美
と
文
学
性
を
合
せ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
は
よ
い

こ
と
で
は
あ
る
が
、
書
に
と
っ
て
文
学
性
は
あ
く
ま
で
も
二
次
的
要
素
で

あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、「
読
め
な

い
と
書
は
鑑
賞
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、

文
字
文
化
の
異
な
る
外
国
の
人
た
ち
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
常
文
字

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
篆
書
、
隷
書
、
草
書
や
変
体
仮
名
、
ま
し
て

や
古
代
の
文
字
で
あ
る
金
文
や
甲
骨
文
を
用
い
た
作
品
と
な
る
と
、
日
本

人
で
す
ら
鑑
賞
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
…
な
ま
じ
字
が
読
め
た

り
す
る
も
の
だ
か
ら
。
観
念
と
し
て
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
字
形
と
、
鑑

賞
作
品
の
表
現
と
を
比
較
し
た
り
、
書
か
れ
て
い
る
語
句
の
内
容
ま
で
知

る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
の
資
料
と
し
て
し
ま
う
。
も
し
、
悪
い
意
味
の
語

句
が
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
造
形
表
現
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
、
あ
ま
り
良
い
評
価
は
下
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

書
本
来
の
姿
だ
け
を
見
つ
め
な
い
で
、
そ
の
背
景
か
ら
眺
め
る
か
ら
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
書
と
は
あ
く
ま
で
も
造
形
表
現
を
主

体
に
見
、
そ
し
て
感
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
鑑
賞
に
臨
む
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

明
石
氏
が
指
摘
す
る
鑑
賞
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
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① 

「
作
者
の
名
前
に
よ
っ
て
判
断
を
左
右
さ
せ
る
」
―
芸
術
全
般
に
共
通

　
　

②
「
文
学
的
要
素
と
関
連
付
け
て
鑑
賞
さ
れ
る
」
―
書
の
特
性

明
石
氏
は
書
の
鑑
賞
に
あ
た
り
、
純
粋
な
感
覚
で
接
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
造

形
表
現
を
主
体
と
し
て
見
、
感
じ
る
こ
と
と
言
っ
て
い
る
。「
純
粋
」
な
感
覚

と
は
知
的
理
解
に
因
ら
な
い
直
観
的
態
度
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
造
形
表
現

を
主
体
と
す
る
こ
と
は
視
覚
性
を
意
味
し
て
お
り
、
井
島
氏
の
鑑
賞
態
度
に

近
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
②
の
問
題
に
つ
い
て
「
書
本
来
の
姿
」、
つ
ま
り
、

造
形
性
を
第
一
と
し
、
書
の
文
学
性
を
「
背
景
」（
二
次
的
要
素
）
に
位
置
付

け
る
こ
と
で
書
の
正
し
い
鑑
賞
が
成
立
す
る
と
説
く
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
文
学
性
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
学
的
要
素

を
媒
介
と
し
て
知
識
的
理
解
に
進
む
こ
と
に
よ
り
、
純
粋
な
鑑
賞
が
妨
げ
ら
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
鑑
賞
に
お
け
る
「
文
字
性
」
に
つ
い
て
、
増
田
孝
氏
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る注⑯
。

戦
後
か
な
り
早
い
時
期
に
は
や
り
始
め
た
、
書
と
い
う
も
の
へ
の
さ
ま
ざ

ま
な
新
し
い
試
み
の
結
果
と
し
て
作
ら
れ
た
領
域
で
の
「
作
品
」
類
は
た

し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
鑑
賞
法
で
十
分
な
の
か
も
知
れ
ぬ
。「
作
品
」
の

墨
の
付
い
た
部
分
と
余
白
の
白
い
部
分
と
で
構
成
さ
れ
る
線
や
平
面
を
観

る
だ
け
な
ら
、
読
む
と
い
う
行
為
は
む
し
ろ
必
要
で
は
な
く
、
た
だ
眺
め

て
い
る
だ
け
で
も
鑑
賞
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
方
で
、
千
年
以
上
も
の
長
い
間
、
書
と
い
う
も
の
は
そ
う
い

う
方
法
で
観
賞
さ
れ
て
は
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
新
し
い
試
み
」
と
は
、
戦
後
流
行
し
た
西
洋
の
芸
術
観
に
基
づ
い
た
作
品
制

作
の
こ
と
で
あ
る
。
増
田
氏
は
作
者
の
制
作
意
図
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も

の
を
「
作
品
」、
実
用
の
延
長
に
あ
る
も
の
を
「
書
」
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
、

戦
後
の
「
新
し
い
試
み
」
に
よ
る
作
品
の
鑑
賞
は
読
む
こ
と
を
要
し
な
い
、
造

形
性
の
み
を
対
象
と
し
た
鑑
賞
法
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る注⑰
。

つ
ま
り
読
ま
れ
る
と
い
う
行
為
の
み
に
よ
っ
て
書
は
理
解
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
読
む
こ
と
こ
そ
が
、
書
の
鑑
賞
法
の
第
一
段
階
だ
っ
た
と
い
え
る
。

実
用
的
な
書
を
と
り
あ
げ
た
場
合
、
少
な
く
と
も
読
め
な
く
て
は
機
能
を

果
た
さ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

書
を
読
ん
で
鑑
賞
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
く
。

た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
書
を
読
ま
ず
に
鑑
賞
で
き
る
方
法

は
残
念
な
が
ら
無
い
の
で
あ
る
。
書
を
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
ま
ず

書
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
段
階
で
あ
る
。
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造
形
性
中
心
の
鑑
賞
法
は
書
に
親
し
み
の
な
い
人
々
に
対
し
、
自
由
な
鑑
賞
を

可
能
に
し
た
と
言
え
る
。
書
の
造
形
性
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
そ
の
特
徴
か

ら
し
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
用
か
ら
発
展
し
た
書
芸
術
の
本
質
か

ら
言
え
ば
、
古
典
に
代
表
さ
れ
る
近
代
以
前
に
書
か
れ
た
書
の
ほ
と
ん
ど
は
用

美
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
書
は
造
形
性

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
多
く
の
要
素
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

の
要
素
を
切
り
離
し
た
鑑
賞
は
本
当
の
意
味
で
書
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
性
を
は
じ
め
、
書
を
構
成
す
る
様
々
な
要
素
を
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
点
で
「
鑑
賞
」
に
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
石
川
九
楊
氏
は
書
の
文
字
性
と
造
形
性
を
共
に
重
視
し
た
鑑
賞
法
を

提
起
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る注⑱
。

書
は
「
言
葉
の
書
き
ぶ
り
・
書
か
れ
ぶ
り
」
の
表
現
で
あ
り
、
書
を
鑑
賞

す
る
と
は
、
こ
の
「
言
葉
の
書
き
ぶ
り
・
書
か
れ
ぶ
り
」
を
鑑
賞
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。「
言
葉
の
書
き
ぶ
り
・
書
か
れ
ぶ
り
」
の
一
方

は
文
学
と
文
体
に
広
が
り
、
同
じ
く
一
方
が
書
と
書
体
に
広
が
っ
て
い
ま

す
。
書
は
美
術
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
文
学
的
な
出
来
事
な
の
で
す
。

石
川
氏
は
、
書
を
「
文
学
的
出
来
事
」
と
し
て
、「
書
き
ぶ
り
」「
書
か
れ
ぶ
り
」

は
文
字
と
文
体
、
書
と
書
体
に
広
が
り
、
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
さ
ら
に
、
文
学
性
と
い
う
観
点
を
踏
ま
え
、
書
の
構
造
を
次
の
よ
う
に
説

明
す
る注⑲
。

点
画
が
集
ま
っ
て
、
偏
や
旁
な
ど
の
字
画
ブ
ロ
ッ
ク
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に

そ
れ
ら
の
字
画
ブ
ロ
ッ
ク
が
集
ま
っ
て
、
ひ
と
つ
の
文
字
が
生
ま
れ
、
い

く
つ
か
の
文
字
が
集
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
詩
文
が
生
ま
れ

て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
「
書
き
ぶ
り
・
書
か
れ
ぶ
り
」
が
書
の
世

界
を
つ
く
り
上
げ
て
い
ま
す
。
…
こ
の
点
画
の
元
素
を
仮
に
「
筆
蝕
」
と

名
づ
け
る
と
、
ひ
と
つ
の
書
で
も
あ
る
詩
文
は
、

筆
触
→
点
画
→
字
画
ブ
ロ
ッ
ク
（
偏
・
旁
な
ど
）
→
文
字
→
一
行
文
字
群

→
多
数
行
文
字
群
→
詩
文

と
い
う
過
程
と
構
造
か
ら
成
立
し
て
い
ま
す
。
こ
の
→
は
単
な
る
過
程
だ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
構
成
か
ら
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
…
こ
の
過
程
と
構
造
を
逐
一
、
ま
た
全
体
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と

が
、
書
を
鑑
賞
す
る
こ
と
だ
と
言
う
結
論
に
な
り
ま
す
。

こ
の
「
筆
触
」
か
ら
「
詩
文
」
ま
で
の
過
程
は
言
葉
を
書
く
と
い
う
意
識
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
構
造
は
書
を
書
く
と
い
う
意
識
を
踏
ま
え
た
も
の
と
言

え
る
だ
ろ
う
。「
字
画
ブ
ロ
ッ
ク
」
や
文
字
単
位
と
い
っ
た
過
程
や
構
造
を
鑑
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賞
す
る
の
は
文
字
、
つ
ま
り
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
な
い
と
見
過
ご

さ
れ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
知
的
理
解
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る注⑳
。

ほ
ん
と
う
に
書
の
世
界
の
奥
深
く
ま
で
分
け
入
っ
て
書
を
鑑
賞
す
る
た
め

に
は
、
書
の
基
準
を
知
る
こ
と
と
、
書
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
…
こ
の
基
準
を
知
る
事
が
、
書
の
理
解
の
近
道
で
あ
り
、
こ
れ
と

無
縁
の
書
の
鑑
賞
な
ど
は
、
現
代
書
に
つ
い
て
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。

石
川
氏
は
、
鑑
賞
に
「
基
準
」
と
「
歴
史
」
が
欠
か
せ
な
い
と
述
べ
る
。
ま
た
、

「
基
準
」「
歴
史
」
と
い
っ
た
知
的
要
素
は
「
現
代
書
」
の
鑑
賞
に
お
い
て
も
求

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
当
然
、
古
典
に
代
表
さ
れ
る
実
用
か
ら
発
展
し

た
書
に
お
い
て
も
必
要
な
観
点
で
あ
る
。「
古
典
」
と
「
現
代
書
」
を
同
じ
視

点
か
ら
鑑
賞
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
基
準
」「
歴
史
」
を
挙
げ
て
い
る
点
は

特
筆
さ
れ
る
。

　
「
文
学
性
」
お
よ
び
「
基
準
」「
歴
史
」
と
い
っ
た
要
素
は
、
西
洋
の
美
学
を

背
景
と
し
た
視
点
に
立
て
ば
「
知
的
理
解
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
鑑
賞

の
本
質
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
書
の
本
質
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ら

の
要
素
は
理
解
を
促
進
す
る
部
分
と
、
直
接
的
で
は
な
い
に
し
て
も
表
現
に
関

係
す
る
も
の
が
あ
り
、
石
川
氏
が
指
摘
し
た
「
文
体
」
は
造
形
性
に
も
関
与
す

る
要
素
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
三
）
教
養
と
鑑
賞

　

中
国
の
著
名
な
書
画
鑑
定
家
で
あ
る
史
樹
青
氏
は
鑑
賞
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る注㉑
。

書
画
を
鑑
賞
す
る
際
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
者
の
経
歴
と
作
品
制
作
の
背

景
を
理
解
し
て
お
く
の
が
望
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら
作
品
に
対
す
る
感
銘
や

想
像
・
体
験
・
鑑
別
な
ど
の
一
連
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
、
作
品
の
思
想

や
芸
術
効
果
を
重
層
的
に
深
め
て
認
識
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

作
品
の
「
思
想
」
や
「
芸
術
効
果
」
は
作
品
側
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
鑑
賞
者
側
は
作
品
に
対
す
る
「
感
銘
」「
想
像
」「
体
験
」「
鑑
別
」
な
ど

の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
深
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
作

者
の
「
経
歴
」
と
「
制
作
の
背
景
」
と
い
っ
た
要
素
は
作
者
自
身
の
こ
と
で
あ

り
、
作
品
と
は
直
結
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
鑑
賞
を
深
め
る
手
立
て
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
知
的
理
解
と
鑑
賞
が
不
可
分
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
『
漢
語
大
詞
典
』
の
用
例
同
様
、
中
国
の
伝
統
的
な
文
芸
観
を
背

景
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
井
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る注㉒
。
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書
の
理
解
は
本
能
だ
け
で
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
高
い
文
化
の
上
に
成

り
立
っ
た
芸
術
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
の
劉
鉄
雲
の
「
老
残
遊
記
」
に
、
文

学
は
人
間
感
情
の
表
現
だ
が
、
鳥
の
声
の
よ
う
に
本
能
に
直
結
し
た
も
の

で
は
な
く
、
理
智
的
で
高
度
な
も
の
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
っ

た
。
書
も
同
様
で
、
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
文
字
に
対
す
る
深
い

理
解
と
鋭
い
感
性
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
養
う
の
に
は
教

育
が
必
要
で
あ
る
。

今
井
氏
は
ま
ず
、書
の
芸
術
的
特
色
を
「
高
い
文
化
の
上
に
成
り
立
っ
た
芸
術
」

と
定
義
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
教
育
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
「
文
字
に

対
す
る
深
い
理
解
」
と
「
鋭
い
感
性
」
が
欠
か
せ
な
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た注㉓
、

書
の
鑑
賞
は
、
直
観
的
に
、
白
紙
で
作
品
に
対
す
る
の
が
よ
い
こ
と
は
前

述
の
と
お
り
で
す
が
、
手
が
か
り
が
全
然
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
鑑
賞
は
直
観
的
に
す
る
と
同
時
に
、
系
統
立
て
て
、
分
析
的
に
行
っ

て
こ
そ
完
全
に
な
り
ま
す
。

鑑
賞
の
手
が
か
り
も
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
三
つ
と
は
、「
誰
が

書
い
た
か
」「
何
が
書
い
て
あ
る
か
」「
ど
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
か
」で
す
。

書
の
鑑
賞
が
時
と
し
て
混
乱
す
る
の
は
、
人
に
よ
っ
て
こ
の
三
者
の
取
扱

い
の
軽
重
に
相
違
が
あ
る
場
合
で
す
。
純
粋
に
書
を
鑑
賞
す
る
場
合
は
、

三
つ
の
手
が
か
り
の
三
番
め
、
つ
ま
り
、「
ど
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
か
」

が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
書
の
お
も
し
ろ

さ
と
む
ず
か
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
書
を
鑑
賞
す
る
場
合
は
、
こ

の
三
者
に
ど
の
よ
う
な
比
重
を
置
い
て
観
る
か
と
い
う
立
場
を
、
は
っ
き

り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
作
者
の
側
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で

す
。

書
の
鑑
賞
法
と
し
て
「
直
観
」「
分
析
」
の
段
階
を
提
示
し
、
分
析
的
な
鑑
賞

法
と
し
て
「
誰
が
」「
何
が
」「
ど
の
よ
う
に
」
の
手
が
か
り
を
示
し
て
い
る
。

純
粋
に
書
を
鑑
賞
す
る
場
合
、「
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ

る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
書
の
特
徴
で
も
あ
る
と
い
う
よ

う
に
、
鑑
賞
者
の
見
方
に
軽
重
の
差
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
同
時

に
、
書
に
様
々
な
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
鑑
賞
者

の
見
方
の
幅
と
、
書
の
多
様
さ
の
中
で
「
教
育
」
と
「
経
験
」
が
多
い
人
、
言

い
換
え
れ
ば
教
養
の
高
さ
が
的
確
な
価
値
判
断
を
下
す
上
で
重
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
書
が
ど
の
よ
う
な
芸
術
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
伝
統
的
な
価
値

観
に
基
づ
い
た
捉
え
方
を
し
て
い
る
場
合
、鑑
賞
態
度
と
し
て
は「
鑑
賞
」と「
知

的
理
解
」
は
不
可
分
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
立
場
で
あ
れ
ば
、
用
美
一
体
の
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書
の
古
典
で
も
、
現
代
的
な
書
作
品
で
も
鑑
賞
の
図
式
が
成
立
す
る
と
言
え
よ

う
。

（
四
）
形
式
と
内
容

　

続
い
て
、
書
の
「
形
式
」
と
「
内
容
」
か
ら
、
分
析
的
に
鑑
賞
を
説
く
も
の

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
尹
旭
氏
は
伝
統
的
書
法
観
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る注㉔
。

わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の
書
法
作
品
を
鑑
賞
す
る
に
は
、
す
な
わ
ち
各
方
面
の

法
則
を
用
い
て
、
そ
の
相
応
す
る
各
面
、
た
と
え
ば
、
筆
画
の
形
は
相
応

す
る
筆
法
に
か
な
っ
て
い
る
か
、
字
の
結
体
は
結
構
法
に
合
致
し
て
い
る

か
、
全
篇
の
布
局
は
章
法
に
合
致
し
て
い
る
か
を
、
評
定
す
べ
き
で
あ
る
。

意
境
の
面
か
ら
言
う
と
、
す
な
わ
ち
一
幅
の
書
法
作
品
の
美
の
内
容
と
形

式
は
、完
全
な
統
一
に
到
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。…

書
法
作
品
を
鑑
賞
す
る
に
は
、
規
律
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
意
境
を

も
見
る
べ
き
で
、
二
者
の
中
、
ど
の
一
つ
を
欠
い
て
も
い
け
な
い
が
、
後

者
の
方
が
と
り
わ
け
大
事
で
あ
る
。
法
則
と
意
境
に
従
っ
て
、
は
じ
め
て

よ
く
作
品
が
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
美
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
作
品
の
美
に
対
す
る
認
識
は
、
ま
た
そ
の
形
式
及
び
意

境
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

尹
氏
は
書
の
鑑
賞
に
お
い
て
「
規
律
」（
法
則
）
と
「
意
境
」
を
見
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
す
る
。「
規
律
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
筆
法
」「
結
構
法
」「
章
法
」

で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
書
法
美
の
「
形
式
」
に
該
当
す
る
。
一
方
、「
意
境
」
と

は
書
法
美
の
「
内
容
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
双
方
が
独
立
す
る
、

ま
た
は
欠
け
る
の
で
は
な
く
、
完
全
に
統
一
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、

よ
り
重
要
な
の
は
「
意
境
」
つ
ま
り
「
内
容
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
書
が
「
内
容
」
と
「
形
式
」
か
ら
成
立
し
、
そ
れ
ら
が
統
一
し
た
と

こ
ろ
に
書
の
美
が
表
現
さ
れ
、
な
お
か
つ
、「
内
容
」
を
重
視
す
る
の
は
中
国

の
伝
統
的
文
芸
観
に
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

鑑
賞
者
に
と
っ
て
は
直
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
は
「
書
法
美
」
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
「
内
容
」「
形
式
」
の
「
法
則
」
に
照
ら
し
て
深
め
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
特
に
「
形
式
」
に
つ
い
て
、
法
則
＝
造
形
の
原
理
に
基
づ
き
分

析
す
る
の
は
美
学
的
手
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
美
の
内
容
は
、
造
形

的
な
原
理
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
難
し
く
、
知
的
理
解
が
こ
れ
を
補
助
的
に
可

能
に
す
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
伊
井
見
中
氏
の
鑑
賞
論
を
見
て
み
よ
う注㉕
。

書
が
造
形
芸
術
の
一
で
あ
る
か
ら
は
、
こ
の
美
的
形
式
原
理
に
即
す
る
も

の
が
ど
う
か
の
詮
索
は
是
非
と
も
肝
要
と
思
う
。
高
村
光
太
郎
氏
が
何
十

年
か
も
前
に
既
に
『
美
に
つ
い
て
』
の
中
で
「
書
は
も
と
よ
り
造
形
的
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
根
本
原
理
と
し
て
造
形
芸
術
共
通
の
公
理
を
持

つ
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
点
を
吾
々
は
見
逃
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
思

う
。「
造
形
芸
術
共
通
の
公
理
を
持
つ
」
と
は
造
形
芸
術
の
美
的
形
式
原

理
に
據
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日
書
道
界

に
こ
の
こ
と
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
気
運
の
見
ら
れ
な
い
の
は
嘆
か
わ

し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

書
美
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
、
そ
の
最
高
極
地
に
在
る
も
の
と
し
て
気
韻

な
る
も
の
に
触
れ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
東
洋
的
美
の
最
後
的
の

も
の
で
西
洋
美
学
で
は
扱
っ
て
い
な
い
範
疇
で
あ
っ
て
、
東
洋
で
は
古
来

こ
れ
を
形
而
上
の
精
神
の
高
さ
に
求
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
精
神
の
高

さ
は
崇
高
な
る
人
格
か
ら
の
み
生
れ
出
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を

「
品
」と
言
っ
た
り「
気
品
」と
言
っ
た
り「
気
韻
」と
言
っ
た
り
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
恰
も
花
に
お
け
る
香
気
の
如
き
も
の
で
手
段
に
よ
っ
て
描

く
こ
と
も
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
一
番
決
定
的
な
感
動
を
与
え
る
も
の
で
、
何
も
の
に
も

代
え
ら
れ
難
い
貴
重
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

伊
井
氏
は
、東
西
美
学
を
比
較
し
、東
洋
の
美
に
お
け
る「
精
神
の
高
さ
」を「
決

定
的
な
感
動
を
与
え
る
も
の
」
と
し
て
最
上
位
に
位
置
づ
け
、
そ
の
特
徴
を
論

じ
て
い
る
。
そ
の
最
も
象
徴
的
な
「
気
韻
」
に
つ
い
て注㉖
、

「
気
韻
」
が
そ
う
し
た
先
天
的
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
気
韻
は
限
ら
れ

た
天
才
に
よ
っ
て
の
み
生
み
出
せ
る
も
の
で
、
吾
々
凡
庸
の
企
て
及
ば
な

い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
気
韻
が
崇
高
な
る
人
格
の
発
露
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
崇
高
な
る
人
格
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
具
わ
る
も

の
で
は
な
く
、
各
人
の
修
養
に
ま
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
気
韻
は
天
性
に
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よ
る
も
の
で
は
な
く
精
神
の
琢
磨
修
養
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
と
す
れ
ば
気
韻
生
動
な
る
も
の
は
吾
々
凡
人
の
到
底
至

り
得
な
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
来
る
。

更
に
「
気
韻
」
は
崇
高
な
る
人
格
や
高
邁
な
る
精
神
の
み
の
特
産
で
は
な

い
こ
と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
人
格

的
に
傑
れ
た
人
の
書
は
悉
く
が
生
動
し
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、

な
か
な
か
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
人
格
や
精
神
だ
け
で
は
芸
術
上
の
気
韻
は

出
て
来
な
い
。
精
神
と
相
俟
っ
て
技
術
が
伴
わ
な
け
れ
ば
芸
術
上
の
気
韻

と
は
な
ら
な
い
。

伊
井
氏
は
「
精
神
」
と
「
技
術
」
と
が
伴
い
、「
気
韻
」（
生
動
）
が
備
わ
る
と

述
べ
て
い
る
。「
気
韻
」
は
「
一
番
決
定
的
な
感
動
を
与
え
る
も
の
」
で
あ
り
、

「
何
も
の
に
も
代
え
ら
れ
難
い
貴
重
な
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
東
洋

美
学
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
気
韻
」
は
各
人
の
修
養
に
ま
つ
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
天
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
精
神
の
琢
磨
修
養
に
よ
っ
て
実

現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
先
掲
の
尹
氏
に
同
様
、精
神（
内

容
）
と
技
術
（
形
式
）
の
両
面
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
精
神
が
よ
り
重
要
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
修
養
が
必
要
と
す
る
。

　

ま
た
、『
中
国
書
法
鑑
賞
大
典注㉗
』
も
書
の
「
形
式
」
と
「
内
容
」
か
ら
鑑
賞

を
説
く
が
、
鑑
賞
者
側
に
「
準
備
段
階
」
と
「
鑑
賞
段
階
」
と
い
う
二
つ
の
段

階
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
ず
「
準
備
段
階
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。こ

れ
は
主
に
鑑
賞
者
が
書
と
関
連
す
る
知
識
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
書
の
歴
史
（
書
法
芸
術
発
展
の
歴
史
お
よ
び
こ
れ
と
関

連
す
る
歴
史
的
背
景
）、
関
連
す
る
文
学
的
知
識
、
書
法
や
書
写
の
技
法
、

各
字
体
の
特
徴
、
個
人
の
芸
術
修
養
な
ど
を
含
み
、
全
て
書
の
鑑
賞
の
過

程
と
細
か
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

続
く
、「
鑑
賞
段
階
」
に
つ
い
て
次
の
六
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。

　
（
１
）
気
韻
生
動

　
（
２
）
形
と
意
の
合
一

　
（
３
）
点
・
線
・
面
の
結
構
の
美

　
（
４
）
筆
墨
融
合
の
線
の
形
態
の
美

　
（
５
）
虚
実
相
生
の
章
法
の
美

　
（
６
）
詩
、
書
共
に
美
し
い
文
彩
の
美

「
準
備
段
階
」に
お
け
る「
書
の
歴
史
」「
文
学
的
知
識
」「
書
法
や
書
写
技
法
」「
字

体
の
特
徴
」「
芸
術
修
養
」
は
「
教
養
」
と
も
言
い
換
え
う
る
。『
中
国
書
法
鑑
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賞
大
典
』
の
特
徴
は
、
こ
の
段
階
に
至
ら
な
け
れ
ば
真
の
鑑
賞
に
至
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
明
確
に
知
識
・
教
養
を
前
提
と
す
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
鑑
賞

者
に
そ
れ
だ
け
の
土
壌
が
無
け
れ
ば
鑑
賞
自
体
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
結
構
の
美
」「
形
態
の
美
」「
章
法
の
美
」と
い
っ
た「
形
」や「
意
」、

さ
ら
に
詩
と
書
が
一
体
と
な
っ
た
「
文
彩
」、
ま
た
は
全
体
か
ら
生
じ
る
「
気

韻
」
が
理
解
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、「
鑑
賞
段
階
」
に
お
い
て
〈
気
韻
生
動
〉

す
な
わ
ち
〈
意
境
〉
を
第
一
に
挙
げ
る
と
と
も
に
「
文
彩
の
美
」
と
し
て
文
学

的
要
素
を
挙
げ
て
い
る
点
も
教
養
や
知
識
を
重
ん
じ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

西
洋
美
学
の
視
点
に
基
づ
く
井
島
氏
も
鑑
賞
に
お
け
る
「
形
式
」
と
「
内
容
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る注㉘
。

芸
術
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
作
品
の
内
部
に
ど
の
よ
う
な
内
容

が
あ
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
形
式
づ
け
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
作
品
の
鑑
賞
は
、
そ
の
よ
う
な
内

容
を
も
つ
形
式
を
、
そ
の
作
品
独
特
の
美
し
さ
と
し
て
、
直
観
的
に
捉
え

る
の
で
あ
る
。
…
個
々
の
芸
術
作
品
の
中
に
は
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に

も
、
宗
教
や
道
徳
や
、
自
然
や
知
識
や
、
民
族
や
社
会
や
時
代
や
、
制
作

し
た
人
間
の
本
来
的
な
生
命
ま
で
も
が
、
正
に
そ
の
作
品
の
形
式
を
通
じ

て
発
言
し
て
い
る
が
、
鑑
賞
は
、
そ
の
個
々
に
つ
い
て
は
耳
を
傾
け
な
い

に
は
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
合
奏
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
の
作

品
独
特
の
美
と
し
て
直
観
す
る
の
で
あ
る
。

「
直
観
」
を
前
提
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
芸
術
は
「
内
容
が
ど
の
よ
う
に
形

式
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
」
で
あ
り
、「
形
式
」
よ
り
も
「
内
容
」
が
重
視
さ
れ

る
の
は
芸
術
の
本
質
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
東
西
共
通
の
理
解
と
捉
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　

鑑
賞
に
言
及
す
る
近
現
代
の
書
論
か
ら
、「
視
覚
性
」「
文
学
性
」「
教
養
」「
形

式
と
内
容
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
井
島
、
明
石
氏
の
西
洋
の
芸
術
理
論
に
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基
づ
く
鑑
賞
は
、
書
の
造
形
性
を
主
と
し
て
、
そ
の
美
を
直
観
的
に
味
わ
う
こ

と
が
目
的
で
あ
り
、
知
的
要
素
は
純
粋
な
鑑
賞
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
、
明
確

に
区
別
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
東
洋
の
伝
統
的
な
芸
術
理
論
に
基
づ
く
鑑
賞
は
、

造
形
性
を
主
体
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
偏
る
こ
と
な
く
、
文
学
性
を
は
じ
め

と
す
る
様
々
な
書
の
構
成
要
素
も
含
め
た
も
の
で
あ
り
、
知
的
理
解
や
価
値
判

断
は
鑑
賞
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

五
．
お
わ
り
に

　

鑑
賞
の
概
念
を
確
認
し
、
現
在
の
書
に
お
け
る
鑑
賞
の
状
況
お
よ
び
、
そ
の

方
法
に
つ
い
て
、
近
現
代
の
論
説
を
中
心
に
考
察
し
た
。
特
に
鑑
賞
に
お
け
る

「
知
識
」
や
「
理
解
」
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
は
上
述
の
と
お

り
で
あ
る
。

　

東
西
の
芸
術
観
に
根
ざ
し
た
鑑
賞
の
相
違
に
つ
い
て
、
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
を
西

洋
的
鑑
賞
法
、
伝
統
的
鑑
賞
法
と
す
る
な
ら
ば
、
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
書
は

西
洋
的
鑑
賞
法
、
古
典
に
代
表
さ
れ
る
用
美
一
体
の
書
は
、
伝
統
的
鑑
賞
法
に

よ
る
こ
と
で
成
立
す
る
。
し
か
し
、
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
書
を
伝
統
的
鑑
賞

法
で
、
ま
た
は
、
古
典
の
書
を
西
洋
的
鑑
賞
法
で
鑑
賞
し
た
場
合
は
対
象
に
対

す
る
方
法
の
組
み
合
わ
せ
が
本
来
の
性
質
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
享
受
さ
れ
る
内
容
は
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
人
に

よ
っ
て
鑑
賞
さ
れ
る
内
容
が
異
な
る
と
い
っ
た
問
題
と
は
性
質
が
違
い
、
長
年

問
題
と
さ
れ
て
き
た
鑑
賞
の
方
法
論
と
い
う
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の

弊
害
を
取
り
除
く
た
め
に
、
東
西
双
方
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
直
観
と
分
析
の
視
点
を
併
せ
、

「
内
容
」
と
「
形
式
」
の
面
か
ら
、
書
に
備
わ
る
多
様
な
要
素
を
総
合
的
に
捉

え
る
こ
と
で
あ
る
。
書
の
鑑
賞
の
対
象
は
古
典
か
ら
作
品
ま
で
広
く
設
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
伝
統
的
鑑
賞
法
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
に
よ

り
、
書
に
内
包
さ
れ
る
様
々
な
要
素
を
含
め
て
対
象
の
美
を
正
し
く
享
受
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
知
的
理
解
を
加
え
る
こ
と
で
鑑
賞
者
も
教
養

に
合
っ
た
段
階
的
鑑
賞
に
も
対
応
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
書
に
お
け
る
鑑
賞
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
具
体
的
な
方
法
論
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
っ
た
。

受
け
手
の
養
成
へ
と
繋
が
る
鑑
賞
の
充
実
の
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【 

注 

】

①
井
島
勉
「
鑑
賞
の
指
導
に
つ
い
て
」（『
書
の
美
学
と
書
教
育
』）
二
二
〇
頁
。

② 

名
児
耶
明
『
書
の
見
方
―
日
本
の
美
と
心
を
読
む
』「
第
９
章 

日
本
文
化
と
仮
名

文
字
、
書
の
造
形
美
」
二
五
〇
頁
。

③ 
萱
の
り
子
「
表
現
と
鑑
賞
の
架
橋
―
書
の
実
践
を
通
し
て
の
鑑
賞
教
育
に
関
す
る

考
察
―
」（『
美
術
科
研
究
』
２
２
）
三
三
―

四
六
頁
参
照
。
下
田
章
平
・
齋
木
久
美

「
高
等
学
校
芸
術
科
書
道
に
お
け
る
鑑
賞
指
導
と
そ
の
展
開
」（『
茨
城
大
学
教
育
実
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践
研
究
』
32
）
二
〇
三
―

二
一
七
頁
参
照
。

④ 
今
井
凌
雪
「
現
代
書
へ
の
提
言
―
受
け
手
の
養
成
」（『
書
を
志
す
人
へ
』
Ⅰ
）

一
一
―

一
七
頁
参
照
。

　

 

こ
こ
で
の
主
旨
は
、
書
の
芸
術
活
動
に
お
け
る
健
全
な
発
展
を
望
み
、
閉
鎖
的
で

技
術
競
争
に
陥
っ
て
い
る
展
覧
会
、
お
よ
び
教
科
書
の
貧
困
さ
、
そ
れ
に
伴
い
書

く
こ
と
の
み
の
指
導
に
偏
っ
て
い
る
教
育
の
現
状
を
打
破
す
る
た
め
、
受
け
手
の

養
成
を
説
い
て
い
る
。

⑤
木
幡
順
、
一
六
六
頁
。

⑥ 

松
村
茂
樹
「
大
学
の
授
業
で
は
書
の
鑑
賞
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
」（『
墨
』

一
三
八
号
）
六
二
―

六
三
頁
参
照
。

⑦ 

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

芸
術
（
音
楽 

美
術 
工
芸 
書
道
）
編 

音
楽
編 

美

術
編
』
一
一
六
頁
。

⑧ 

井
島
勉
「
芸
術
の
世
界
」（『
芸
術
の
世
界
―
そ
の
鑑
賞
と
理
解
―
』）
二
五
〇
―

二
五
一
頁
。

⑨
『
漢
書
』「
陳
遵
伝
」（『
和
刻
本
正
史　

漢
書
（
影
印
本
）（
二
）』）
九
一
六
頁
。

⑩ 

張
壱
の
『
非
草
書
』
に
、張
芝
の
書
風
を
善
く
し
た
梁
孔
達
・
姜
孟
穎
の
書
を
慕
っ

た
当
時
の
人
々
の
様
子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
於
是
後
学
之

徒
競
慕
二
賢
、
守
令
作
篇
、
人
撰
一
巻
、
以
為
秘
玩
。」

⑪ 

『
南
方
録
』「
覚
書
」
に
、「
掛
物
ほ
ど
第
一
の
道
具
ハ
な
し
、
客
・
亭
主
共
ニ
茶

の
湯
三
昧
の
一
心
得
道
の
物
也
、
墨
跡
を
第
一
と
す
、
其
文
句
の
心
を
う
や
ま
ひ
、

筆
者
・
道
人
・
祖
師
の
徳
を
賞
翫
す
る
也
、
俗
筆
の
物
ハ
か
く
る
事
な
き
也
、・・・
」

と
あ
る
。

⑫ 

西
洋
の
概
念
に
基
づ
い
た
書
の
「
鑑
賞
」
理
論
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
有
田
光

甫
氏
の
「
古
典
の
臨
書
を
ど
う
と
ら
え
た
か
」（『
近
代
日
本
の
書
論
の
展
開
』

一
四
二
―

一
四
三
頁
）
に
詳
し
い
。
以
下
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　

 

古
今
の
名
跡
を
、
あ
る
い
は
書
の
古
典
（
碑
版
法
帖
）
を
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品

と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
は
、
過
去
に
お
い
て
も
当
然
な
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ

る
が
、
書
家
が
古
典
の
臨
書
に
あ
た
っ
て
、
鑑
賞
（
あ
る
い
は
観
照
）
と
い
う

美
術
的
用
語
が
、
書
道
界
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
う
古
い
こ

と
で
は
な
い
。
…
大
正
時
代
初
期
か
ら
書
道
界
に
も
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
…
こ
れ
ら
の
著
書
参
考
に
し
て
書
家
の
書
論
に
西
欧
芸
術
思
想
、
美
学

の
影
響
が
み
ら
れ
る
著
書
が
何
冊
か
出
版
さ
れ
、
そ
の
著
書
に
も
、
美
的
観
照
、

あ
る
い
は
鑑
賞
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
常
識
的
一
般
的
に
解

釈
さ
れ
、そ
の
書
論
も
学
術
的
に
取
り
あ
げ
る
ほ
ど
の
深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　

 

昭
和
八
年
、
比
田
井
天
来
門
下
の
新
進
気
鋭
の
若
き
書
家
た
ち
が
、
書
道
芸
術

運
動
を
お
こ
し
、
同
人
組
織
の
結
社
「
書
道
芸
術
社
」
を
結
成
、
雑
誌
『
書
道

芸
術
』
を
発
刊
し
た
。
西
欧
の
芸
術
理
論
を
導
入
し
て
、
書
論
の
近
代
化
を
は

か
り
、
鑑
賞
の
重
要
性
を
主
張
し
た
が
、
西
欧
の
美
術
用
語
に
十
分
の
理
解
を

も
た
ず
、
概
念
規
定
に
し
ば
し
ば
混
乱
を
ま
ね
い
た
。

　
　

 

美
的
観
照
あ
る
い
は
美
術
鑑
賞
に
お
け
る
、
眼
の
働
き
す
な
わ
ち
視
覚
に
つ
い



─ 58 ─

て
、
美
学
的
な
原
理
か
ら
書
芸
術
を
論
じ
た
の
は
、
井
島
勉
著
『
書
の
美
学
と

書
教
育
』（
昭
和
三
一
年
、
墨
美
社
）
で
あ
る
。

⑬
井
島
勉
「
鑑
賞
の
指
導
に
つ
い
て
」（『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
二
一
五
―

二
一
六
頁
。

⑭
前
注
①
書
、
二
二
〇
頁
。

⑮
明
石
春
浦
『
書
―
理
論
と
鑑
賞
―
』
七
五
―

七
六
頁
。

⑯
増
田
孝
「
書
を
「
読
む
」
と
い
う
鑑
賞
法
」（『
墨
』
一
三
八
号
）
五
六
―

五
九
頁
。

⑰
前
注
⑯
書
。
五
七
―

五
八
頁
。

⑱
石
川
九
楊
「
書
の
鑑
賞
の
第
一
歩
」（『
墨
』
一
三
八
号
）
六
―

一
一
頁
。

⑲
前
注
⑱
書
、
八
頁
。

⑳
前
注
⑱
書
、
九
頁
。

㉑ 

史
樹
青
著
・
大
野
修
作
訳「
中
国
書
画
の
見
か
た
」（『
中
国
書
画
の
世
界
』）六
―

七
頁
。

㉒
前
注
④
書
、
一
四
頁
。

㉓
今
井
凌
雪
「
鑑
賞
の
手
引
き
」（『
書
を
志
す
人
へ
』
Ⅰ
）
八
一
―

八
二
頁
。

㉔
澤
田
雅
弘
訳
、尹
旭
「
書
法
美
に
つ
い
て
」（『
中
国
書
道
全
集
』
第
七
巻
）
一
三
一
頁
。

㉕
伊
井
見
中
「
書
美
の
鑑
賞
に
つ
い
て
」（『
書
論
』
第
六
号
）
一
一
七
―

一
一
八
頁
。

㉖
前
注
㉕
書
、
一
一
八
頁
。

㉗ 

『
中
国
書
法
鑑
賞
大
典
』「
書
法
基
礎
巻
」
四
二
〇
―

四
二
二
頁
。

　

原
文
は
以
下
の
通
り
。

㉘
前
注
⑧
書
、
二
四
九
頁
。
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光
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・ 
史
樹
青
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／
大
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中
国
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の
世
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大
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日
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の
美
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心
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読
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一
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角
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学
芸
出
版


