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開
中
生
活
を
送
る
顔
之
推

顔
之
推
は
そ
の
人
生
回
顧
の
作
で
あ
る
親
我
生
賦
の
末
尾
で

予
一
生
而
三
化
、
備
茶
苦
而
翠
辛

と
一
詠
い
、
後
に
は
諦
観
に
淵
ち
た
と
も
言
う
べ
き
数
句
を
連
ね
た

の
み
で
完
結
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
句
の
下
に
挿
ん
だ
自
注
で

は.

在
揚
都
、

値
侯
景
殺
筒
文
而
纂
位
(
五
五
一
)
、

於
江
陵
逢
孝
元

覆
滅
(
五
五
四)、

至
此
(
斉
亡
五
七
七
)

市
三
箆
亡
閤
之
人
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
誠
に
白
期
的
と
も
紹
宰
的
と
も
言
え
る

言
葉
で
あ
ろ
う
。

彼
は
梁
武
帝
の
中
大
通
三
年
(
五
三
一
)
に
生
れ
、

惰
文
帝
の
開
皇
十
一
年
(
五
九
一
)

7
「
拙
稿
、
北
蹴
問
書
文
苑
伴
内
顔
之
推
附
悼
の
で

て
F

一
節
に
つ
い
て
、
名
大
論
集
史
皐
M

」 頃
に
浸
し
た
と
思
わ
れ
る
の

北
端
円
が
亡
び
た
時
(
五
七

炉ムー・

子

宮

清

都

七
〉
は
、
そ
の
壮
年
の
末
期
凡
そ
四
十
六
才
の
時
に
嘗

っ
て
い
る
。

叉
彼
が
北
湾
朝
下
の
人
と
な

っ
た
の
は
、
観
我
生
賦
内
の
自
注
や
本

俸
の
記
事
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
丙
子
の
年
(
五
五
六
)
或
は
そ
の
明

年
初
頭
の
こ
と
だ

っ
た
ら
し
い
の
で
(
酬
糊
)
、
凡
そ
廿
玉
、
六
才
の

か
く
て
彼
が
北
斉
朝
下
で
活
躍
し
た
の
は
、
そ
の
主
円
壮
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年
に
嘗
る
。

年
期
の
廿
年
間
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
北
斉
王
朝
に
劃
し
て
、
否
一
般

に
六
朝
士
大
夫
の
一
人
と
し
て
、
凡
そ
王
朝
政
権
な
る
も
の
に
封
し

て
、
ど
の
よ
う
な
評
債
と
態
度
を
執

っ
て
い
た
か
は
、
別
に
究
明
を

要
す
る
一
つ
の
問
題
で
は
あ
る
が
、

と
に
か
く
彼
が
そ
の
青
壮
年
期

の
全
精
力
を
か
た
む
け
て
、
北
湾
王
朝
下
に
お
い
て
公
的
活
躍
に
捧

げ
つ
く
し
た
こ
と
は
、
観
我
生
賦
や
本
俸
に
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
が

多
大
の
感
慨
を
こ
め
て
、
そ
の
人
生
回
顧
の
歌
、
観
我
生
賦
を
作
っ

た
の
は
、
前
掲
の
句
と
そ
の
自
注
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼



の
荷
停
身
の
活
動
の
場
だ
っ
た
北
斉
朝
が
亡
び
、
心
な
ら
ず
も
開
中
に

移
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
直
後
の
、
失
意
の
ど
ん
底
の
時

代
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
作
意
は
寧
ろ
北
費
時
代
或
は
そ
れ

以
前
の
時
期
の
意
欲
に
満
ち
た
活
躍
の
履
歴
を
語
る
に
あ

っ
た
の
で

は
な
く
、
反
針
に
、
正
に
始
ま
ら
ん
と
し
て
い
た
不
満
不
快
な
闘
中

生
活
に
射
す
る

(酬
醐
)、
彼
の
心
の
準
備
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と

一
口
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
失
意
の
歌
」
と
も
言
え

考
え
て
よ
い
。

る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

顔
氏
家
訓
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
心
境
に
あ
る
時
代
に
も
猶
、
書

き
綴
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
現
寅
に
針
す
る
失
意
と
は
全
く

無
関
係
に
、

彼
が

六
朝
士
大
夫
の

一
人
と
し
て
抱
懐
し
績
け
て
い

た
、
政
治

・
祉
曾
・
皐
問

・
倫
理

・
塾
術

・
宗
教
と
言
っ
た
よ
う
な

人
間
活
動
の
諸
分
野
に
お
け
る
、
あ
る
べ
き
人
間
像
を
確
乎
と
し
て

把
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
に
も
闘
ら
ず
、
少
し

く
細
や
か
に
家
訓
を
讃
む
と
、

凡
そ
開
中
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
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が
明
ら
か
に
裏
づ
け
ら
れ
る
燦
々
に
は
、
確
か
に
一
つ
の
特
異
な
色

彩
が
出
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
色
彩

は
家
訓
を
謹
む
者
が
、

不
知
不
識
の
聞
に
感
づ
か
さ
れ
る
、
極
め
て

強
い
も
の
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
特
異
な
色
彩
は

や
は
り
、
彼
の
失
意
の
心
境
と
は
決
し
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
私
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
れ
ば
適
切
で
は
な
い

か
と
想
う
。

生
活
に
お
い
て

一
般
に
現
貫
的
な
困
惑
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
。

人
生
を
退
場
し
よ
う
と
す
る
人
の
暗
欝
で
退
隠
的
な
気
分
が
濃
厚
で

あ
る
。
紹
撃
に
近
い
気
持
ち
の
人
で
な
け
れ
ば
、
容
易
に
護
想
し
得

な
い
よ
う
な
ユ

ー
モ
ア
が
あ
る
。
身
濯
に
は
知
友
に
乏
し
く
、
孤
影
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粛
然
た
る
姿
が
想
見
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
孤
濁
の
人

の
み
が
求
め
る
、
霊
魂
の
救
済
と
安
ら
ぎ
の
世
界
へ
の
傾
斜
が
強
く

見
ら
れ
る
。
今
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
貼
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
貼

検
し
て
見
ょ
う
と
思
う
。

生
活
に
お
い
て
現
賓
的
な
困
惑
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
篠
々
と
は
、

次
に
引
く
例
な
ど
で
あ
る
。

鄭
卒
之
後
J

見
徒
入
開
。
思
魯
嘗
謂
吾
日

「朝
無
除
位
、
家
無

積
財
、
首
嬢
筋
力
、
以
申
供
養
。
毎
被
謀
篤
、
勤
勉
刀
経
史
、
未
知
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魚
子
可
得
安
乎
?
」
吾
命
之
日
、
「
子
賞
以
養
魚
心
、
父
嘗
以
事
詩

数
。
使
汝
棄
同
学
術
財、

製
吾
衣
食
、
食
之
安
得
甘
?

衣
之
安
得

暖
?

若
務
先
王
之
道
、
紹
家
世
之
業
、

務
糞
綿
褐
、
我
自
欲
之
」

こ
れ
は
彼
の
一
家
が
北
湾
滅
亡
後
(
五
七
七
〉
、
宇
強
制
的
に
開
中

移
住
を
命
ぜ
ら
れ
、

も
の
で
あ
ろ
う
。

心
な
ら
ず
も
始
め
ら
れ
た
開
中
生
活
の
直
後
の

彼
は
最
後
ま
で
周
軍
に
抵
抗
す
る
姿
勢
を
執
っ

た
の
だ
か
ら

(
停
、
賦
)
、

開
中
移
住
後
も
北
周
朝
か
ら
官
職
を
得

て
、
生
活
の
保
誼
と
す
る
こ
と
は
望
む
べ

く
も
な
か

っ
た
し
、
彼
自

身
も
恐
ら
く
墓
む
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る

(酬
糊
)。
も
っ

と
も
本
博
に
よ
れ
ば
北
間
の
大
象
末
(
五
八
O
)
に
御
史
上
士
に
任

ぜ
ら
れ
た
旨
が
記
る
さ
れ
て
い
る
が

周
惰
鼎
革
の
進
行
し
つ
つ
あ

る
混
乱
の
際
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
任
官
の
確
貫
性
な
と
は
保
誼
の

限
り
で
は
な
い
。

惰
書
の
惇
え
る
と
こ
ろ
で

は
、
開
皇
二
年
(
五
八
二
)
に
な

っ
て
も
猶
、
彼
の
肩
書
は
湾
黄
門

「
臨
附
番
立
回
出
棋
士
山

J
o

侍
郎
な
の
で
あ
る

(中
、
各
十
四
)

恐
ら
く
彼
は
入
閲
嘗
初
の
数
年

間
は
、
殆
ど
官
職
ら
し
い
官
職
に
も
つ
い
て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、

る
。
だ
か
ら
嘗
時
彼
の
一
家
に
は
、
衣
食
に
も
窮
し
た
情
況
が
存
在

し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
彼
の
長
男
思
魯
は
、
か
か
る
上

は
農
耕
第
働
に
専
心
し
て
、

一
家
の
危
急
を
救
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
感

じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
僚
は
買
は
、
そ
の
よ
ら
な
生
活
上
の

困
惑
を
問
題
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

反
射
に
、

人
は
否
士
大
夫

は
、
如
何
な
る
境
遇
に
陥
ろ
う
と
も
、
象
聞
の
研
讃
を
怠
る
べ
き
で

な
く
、
人
た
る
者
の
父
も
、
人
た
る
者
の
子
も
、
人
た
る
道
を
究
め

る
た
め
に
こ
そ
の
衣
食
だ
か
ら
、

衣
食
は
た
と
え

充
分
で
な
く
て

も
、
先
ず
人
の
父
と
し
て
、
人
の
子
と
し
て
立
つ
た
め
の
皐
聞
を
し

ょ
う
で
は
な
い
か
と
言
う
激
し
い
心
情
を
吐
露
し
た
一
保
な
の
で
あ

る
。
に
も
開
ら
ず
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
生
活
の
現
賓
の
困
惑
が

明
々
白
々
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
現
実
の
生
活
上
の
困
惑
は
、
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開
中
生
活
に
お
レ
て
は
、
最
早
終
生
の
も
の
だ

っ
た
。
岬
枠
制
篇
で
彼

は
、
父
母
の
墳
墓
の
改
修
を
希
望
-
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
寅
現
困
難
な

事
情
を
訴
え
て
、

今
雌
混
一

、
家
道
馨
窮
、
何
由
排
此
奉
営
責
費
?

と
言
っ
て
い
る
。
誠
に
家
計
窮
乏
は
顔
家
に
と
っ
て
は
、
す
で
に

恒
久
的
紋
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
移
制
篇
と
言
え
ば
、
こ
の
篇
も
勿

論
彼
の
開
中
生
活
の
末
期
、
殆
ど
死
の
直
前
に
書
か
れ
た
も
の
、
私

は
か

つ
て
彼
の
混
年
を
論
じ
て
、

(酬
糊
)。
終
制
篇
と
は
紛
れ
も
な
い
彼
の
遺
言
の
書
で
あ
り
、
全
鐙
は

踏
欝
を
極
め
た
色
調
で
ぬ
り
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
概
略
は
、
鴨

」
の
黙
に
鯛
れ
た
こ
と
が
あ
る



に
人
生
を
退
場
せ
ん
と
す
る
に
首

っ
て
、
波
澗
高
丈
だ
っ
た
一
生
を

回
顧
し
つ
つ
、
現
在
の
粛
僚
た
る
身
浅
の
朕
況
と
、
不
本
意
な
が
ら

緩
け
ら
れ
て
い
る
開
中
生
活
の
理
由
な
ど
を
述
べ

、
葬
儀
と
墓
制
の

黙
に
就
い
て
細
々
と
記
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
暗
欝
の
気
に
ぬ
り
こ

め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
次
の
一
僚
も
又
壮
年
活
気
に
満
ち
た
時
期
を
越
え
て
、
漸
く
初

老
期
に
入
っ
て
行
こ
う
と
す
る
人
ら
し
い
護
言
で
あ
ろ
う
。

仕
官
稿
泰
、

不
過
鹿
在
中
品
。
前
診
一
主
十
人
、
後
顧
五
十
人
、
足

以
克
恥
辱
、
無
傾
危
也
。
高
此
者
便
嘗
罷
謝
、
僅
仰
私
庭
。
吾
一近

魚
黄
門
郎
、
己
可
牧
退
。
嘗
時
国
開
放
、
曜
擢
誘
議
、
思
魚
此
計
、

僅
未
暇
爾
。
云
々
。

こ
れ
は
止
足
篇
の
一
文
だ
が
、
彼
が
黄
門
郎
に
な

っ
た
の
は
、
観

我
生
賦
に
よ
れ
ば
文
林
館
が
設
立
さ
れ
た
武
卒
四
年
(
五
七
三
)
の

直
後
ら
し
い
。
右
の
文
中
で

「
五
口
近
震
黄
門
郎
」
と
言
っ
て
る
の
い

は
、
疑
い
も
な
く
北
賛
末
期
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の

一
僚
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
彼
の
開
中
移
住
後
の
こ
と
に
ち

が
い
な
い
。
文
中
の
「
嘗
時
蕗
放
云
ん
こ
と
言
う
語
は
、

そ
う
し
た
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時
間
的
な
間
隔
を
物
語
る
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。
彼
の
北
開
門
に
お

け
る
生
活
は
正
に
部
開
放
と
言
う
に
は
債
い
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

脇
中
生
活
は

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
麗
僚
と
言
う
に
は
遭
わ
し
く
な

く
、
強
制
的
な
移
住
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
彼
の
場
合
に
限

っ
て
は
、

「
前
掲
J

。

停
因
と
さ
え
言
う
べ
き
不
本
意
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る

(拙
稿
)

右
の
一
線
は
止
足
と
言
う
徳
を
敬
訓
す
る
も
の
で
は
あ
る
が、

同
時

に
政
治
の
現
貫
に
甚
だ
し
レ
不
満
感
、を
齢
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
、
彼

自
身
の
立
場
の
理
論
化
で
も
あ

っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
に

」
の
よ
う
な
退
隠
の
気
持
ち
が
濃
厚
で
あ
れ
ば
、

さ
ら
ぬ
だ
に
佐
伯
疑

の
心
晴
れ
や
ら
ぬ
開
中
政
権
の
方
で
も
、
彼
に
劃
す
る
信
任
が
生
じ

惰
霊
長
志
中
(
附
十
)

て
来
る
は
ず
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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四
)
に
よ
る
と
、

開
皇
二
年
(
五
八
二
)
斉
黄
門
侍
郎
顔
之
推
上
言
、
「
雄
山
肌
繁
壊
、

其
来
自
久
。

今
太
常
雅
繁
並
用
胡
盤
。

請
鴻
梁
園
蓄
事
、

考
尋

古
典
」
。
高
祖
不
従
目
、
「
梁
祭
亡
園
之
音
、
奈
何
遣
我
用
邪
?
」

な
る
一
文
が
見
え
る
。
首
時
猶
依
然
と
し
て
北
斉
の
官
職
名
で
呼

ば
れ
て
い
る
顔
之
推
で
あ
る
。
勿
論
卒
民
の
扱
い
で
は
な
い
に
し
て

も
、
新
興
惰
朝
で
彼
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
レ
た
か
は
想
像
に
難

く
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
上
奏
も
彼
と
し
て
は
、
相
嘗
に
思

い
切
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
惰
の
文
帝
か
ら
は
全
く
に
べ
も

な
く
、
退
け
ら
れ
て
し
ま

っ
た
恰
好
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
風
に
扱
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わ
れ
て
は

立
場
上
の
魔
悟
は
出
来
て
い
て
も
、
誰
し
も
毒
舌
の

つ
も
吐
い
て
臆
酬
し
た
く
な
る
と
こ
ろ
、
た
ろ
う
。
だ
が

「
士
大
夫
の

み
だ
し
な
み
」

(
風
操
篇
の
語
〉
を
厳
し
く
子
孫
に
教
訓
し
て
い
る

彼
と
し
て
は

し
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
風
操

そ
う
は
出
来
な
い
。

篇
で
彼
は
、
こ

ん
な
場
合
に
役
立
つ

ユ
ー
モ
ア

に
つ
い
て
記
し
て
い

る
。近

在
議
曹
、
共
卒
章
百
官
秩
除
。
有

一
頼
貴
、
嘗
世
名
臣
、
意
嫌

所
議
過
厚
。
湾
朝
有

一
雨
士
族
文
皐
之
人
、
謂
此
貴
日
「
今
日
天

下
大
問
、

須
潟
百
代
典
式
、

量
得
向
作
開
中
醤
意
?

陶
朱
公
大
見
耳
。
」
彼
此
歓
笑
、
不
以
震
嫌
。

明
公
定
是

こ
の

一
僚
は
明
ら
か
に
隔
の
統
一
が
寅
現
し
た
時
代
(
五
八
九
〉
以

後
の
も
の
で

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
執
筆
は
こ
れ
又
彼
の
緩
め

て
晩
年
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
営
時
彼
は
惰
朝
に
出

仕
し
て
、
何
か
の
官
職
に
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は

一
つ
は
「
子

孫
の
資
騒
を
作

っ
て
お
く
た
め
」
で
あ
り
、
一
つ
は
「
北
方
政
教
巌

切、

全
無
隠
退
者
」
放
で
も
あ

っ
た
(
鵬
制
)
。
だ
が
、
こ
の
文
中
の

議
曹
な
る
官
聴
で
彼
が
如
何
な
る
資
格
で
曾
議
に
列
席
し
て
い
た
か

は
全
く
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
文
章
の
感
じ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
官

聴
に
お
け
る
曾
議
の
席
上
で
の
彼
は
、

権
勢
を
か
さ
に
き
た

品
百
八
」

「且貝
」

即
ち
お
え
ら
方
の
横
暴
な
言
僻
を
苦
々
し
く
思
い
つ

ペコ

遠
癒
勝
ち
に
ひ
か
え
て
い
る
者
の
姿
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ

ぅ
。
偶
々
山
東
皐
士
の
放

っ
た
ユ
ー
モ
ア
に
、

ホ
ッ
と
救
わ
れ
た
気

分
と
な

っ
た
彼
が
、
緊
張
し
た
苦
々
し
い
場
面
を
解
放
す
る
ユ
|
モ

ア
の
素
晴
ら
し
い
効
果
と
慣
値
と
を
ひ
し
と
悟
ら
さ
れ
て

の

僚
の
教
訓
を
綴

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
一
候

を
物
す
る
心
境
は
決
し
て
唯
単
純
に
、

ユ
ー
モ
ア
の
功
徳
を
数
訓
す

る
と
言

っ
た
貼
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く

い
わ
ゆ
る
世
に
時
め
か

な
い
地
位
に
あ
る
人
の
屈
折
し
た
心
境
で
こ
そ
、
設
見
で
き
る
岡
県
質

F
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が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。

四

要
す
る
に
彼
の
開
中
生
活
は
、
経
済
的
に
は
困
惑
に
満
ち
、
政
治

的
祉
禽
的
に
は
退
隠
の
気
に
満
ち
、

か
た
が
た
老
は
漸
く
に
し
て
迫

っ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
身
過
に
肉
親
は
少
く
、
孤
影
粛

然
た
る
孤
猫
も
叉
彼
を
苦
し
め
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
の
身
迭
に
肉

親
が
少
な
か

っ
た
の
は
、
彼
が
五
五
四
年
の
江
陵
陥
波
以
来
、
或
は

停
囚
と
し
て
或
は
亡
命
者
と
し
て

そ
し
て
又
少
く
も
彼
の
主
観
的

ー寸

顛

な
気
持
ち
で
は
、
停
囚
に
近
い
強
制
移
住
者
と
し
て
、
首
時
の
中
園



の
東
西
南
北
を
穂
々
流
浪
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
開
中
に
は
、
す

で
に
し
て
五
五
四
・
五
年
以
来
兄
の
顔
之
儀
が
存
在
し
て
い
た
け
れ

ド

ζ
J
h
u

、

」
の
兄
と
は
殆
ど
何
の
交
渉
も
な
か
っ
た
如
く
、
何
も
記
る

し
て
は
い
ず
、

叉
他
に
記
載
し
た
資
料
も
残

つ
て
は
い
な
い
。
そ
の

上
之
儀
そ
の
人
は
周
朝
に
お
い
て
は
重
用
さ
れ
た
が
、
晴
文
帝
か
ら

は
そ
の
稗
譲
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
非
常
な
不
興
を
被
り
幸
い
に
し
て

庭
刑
こ
そ
菟
れ
た
け
れ
ど
も
、
之
推
が
開
中
生
活
を
始
め
て
漸
く
落

ち
つ
い
た
頃
に
は
、
之
儀
は
或
は
遠
郡
の
太
守
と
し
て
、
叉
漫
境
州

の
刺
史
と
し
て
長
安
に
は
レ
な
か

っ
た
。
開
皇
六
年
(
五
八
六
)
に

退
官
し
た
け
れ
ど
も
、
傍
記
の
本
文
か
ら
す
れ
ば
開
皇
十
年
(
五
九

O
)
ま
で
は
、

や
は
り
長
安
に
は
い
な
か

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し

て
十
一
年
(
五
九
一
)
に
は
渡
し
て
い
る
(
話
器
顔
)
。
恐
ら
く
之

推
は
唯
一
の
現
在
の
兄
と
も
、
親
し
い
交
渉
を
生
ず
る
機
舎
を
持
た

な
か

っ
た
と
見
る
の
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
肉
親
と
の
交
歓
が
な

か
っ
た
こ
と
は
、
確
か
に
彼
の
生
活
を
寂
涼
た
る
も
の
に
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
彼
を
孤
濁
の
苦
し
み
に
陥
れ
た
と

思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
彼
は
殆
ど
交
友
と
言
う
べ
き
も
の
を

喪
失
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
貼
で
あ
る
。
彼
の
俸
を
見
て
も
、
家
訓
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を
検
し
て
も
、
従
来
の
奮
友
と
の
か
〈
友
は
殆
ど
停
止
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
が
開
中
生
活
の
中
で
新
に
得
た
と
見
ら
れ

一
名
も
護
見
出
来
な
い
。
家
訓
の
中
に
出
て
来
る
彼

の
同
時
代
人
は
、
全
部
北
費
生
活
と
そ
れ
以
前
の
時
代
の
人
々
に
限

る
友
の
名
は
、

ら
れ
て
い
る
。
彼
の
開
中
生
活
は
四
十
六
才
か
ら
略
六
十
一
才
の
初

め
に
わ
た

っ
て
い
る
。
こ
の
十
五
年
間
は
、
北
膏
時
代
の
廿
年
間
、

江
陵
時
代
の
大
鐙
出
生
以
来
の
略
廿
五
年
間
(
江
州
に
も
、
し
ば
ら

く
は
い
た
で
あ
ろ
う
)
に
比
べ
て
、
必
ず
し
も
甚
だ
し
く
短
か
い
と

は
言
え
な
レ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
闘
ら
ず
、

」
の
期
間
に
お
い
て

彼
が
唯
一
人
の
新
し
い
友
人
も
、

」
の
地
の
生
活
に
お
い
て
見
出
し

-151一

得
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
彼
の
生
活
が
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
推
測
す
る
場
合
、
重
要
な
デ
ー
タ

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

そ
も
そ
も
彼
は
幼
い
時
代
か
ら
、
甚
だ
し
く
交
友
の
生
活
に
悦
び

を
見
出
し
て
い
る
人
で
あ

っ
た
。
序
致
篇
に
、
彼
は
少
年
時
代
の
生

活
を
回
想
し
な
が
ら
、

頗
篤
凡
人
之
所
陶
染
、
建
欲
軽
言
、
不
備
遊
幅
。

と
言
っ
て
い
る
。
叉
本
俸
の
一
句
に
は
、
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好
飲
酒
、
多
任
紗

不
修
港
幅
、
時
論
以
此
少
之
。

と
も
あ
る
。
風
儀
の
よ
く
な
い
貴
族
少
年
の
群
に
混

っ
て
飲
酒
高

談
し
つ
つ
、
世
論
の
非
難
を
あ
び
る
ほ
ど
の
無
棋
の
生
活
を
迭

っ
て

い
た
こ
と
へ
の
悔
恨
で
あ
る
が
、

「
凡
人
の
た
め
に
陶
染
せ
ら
れ
る
」

と
は
、
即
ち
そ
の
交
友
生
活
の
描
潟
に
他
な
ら
な
レ
で
あ
ろ
う
。
だ

が
彼
が
十
八
、
九
才
を
過
ぎ
て
世
の
荒
飢
期
に
出
禽
す
る
と
共
に
、

「序
致
J

人
生
に
針
す
る
自
費
が
生
れ
る
が
(
筒
で
そ
れ
以
後
で
も
彼
が

交
友
を
好
む
性
格
に
は
根
本
的
な
愛
化
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

吾
生
於
凱
世
、

賢
、
未
嘗
不
心
酔
魂
迷
、
向
慕
之
也
。

長
於
戎
馬
、

流
離
播
越
、

聞
見
己
多
。
所
値
名

と
は
慕
賢
篇
の

一
節
で
あ
る
が
、
最
早
や
分
別
な
き
少
年
時
代
と

は
異
っ
て
、
十
九
才
で
江
陵
の
幕
府
乃
至
元
帝
の
朝
廷
に
出
仕
し
て

以
来
は
(間
一
)、

交
友
は
彼
に
と

っ
て
は
、
人
間
と
し
て
の
進
歩
を

計
る
た
め
の
媒
介
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

彼
は
、
そ
の
到
る
慮
の
す
べ
て
、
居
る
虚
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
多

く
の
交
友
群
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

_._ 
l' 

彼
の
交
友
群
は
大
き
く
言

っ
て
、
江
陵
時
代
と
鄭
時
代
に
分
類
で

き
る
で
あ
ろ
う。

江
陵
時
代
の
交
友
群
は
主
と
し
て
、
湘
東
王
緯
の

幕
府
又
は
後
に
こ
の
人
、か
即
位
し
て
梁
の
元
帝
と
な

っ
た
、
そ
の
朝

廷
の
サ

ロ
ン
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
観
我

生
賦
の
中
に
次
の
旬
、が
見
え
る
。

濫
充
選
於
多
士
、
在
参
戎
之
盛
列
。
意
四
白
之
調
護
、
厨
六
友
之

談
説
。
難
形
就
而
心
和
、
匪
余
懐
不
所
説
。

」
れ
は
含
蓋
の
句

或
は
自
己
不
満
の
句
と
言
う
べ
き
一
節
だ

カi

買
は
こ
の
句
は
緯
の
サ

ロ
ン
の
こ
と
を
詠
じ
た
も
の
で
は
な

ぃ
。
こ
れ
は
鰐
の
第
二
子
で
世
子
と
な

っ
た
方
諸
が
、
中
撫
軍
将
軍
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と
し
て
部
州
に
出
鎖
す
る
こ
と
に
な

っ
た
時
、
そ
の
幕
府
に
聞
か
れ

「賦
内
J

た
サ
ロ
ン
の
こ
と
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
(
自
注
)
。
右
に
掲
げ
た
句

下
の
自
注
に
叉
、

時
遷
中
撫
軍
外
兵
参
軍
、
掌
管
記
、
興
文
珪

・
劉
民
英
等
、
興
世

子
遊
慮
。

と
あ
る
の
は
、
之
推
が
中
撫
軍
と
し
て
部
州
に
出
鎖
し
た
方
諸
の

幕
下
の
参
軍
に
陣
出
し
た
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
之
推

は
こ
こ
で
文
珪

・
劉
民
英
ら
と
若
冠
十
五
才
の
少
年
将
軍
を
中
心
と

し
て
(問
自
)、
サ
ロ
ン
の
交
友
を
行

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
賞
は

之
推
を
始
め
と
し
て
、

文
珪

・
劉
民
英
ら
も

元
は
言
う
ま
で
も
な



く
、
緯
ハ
元
帝
)
の
サ
ロ
ン
の
交
友
だ
っ
た
と
考
え
て
差
し
っ
か
え

な
い
。
文
珪
と
か
劉
民
英
の
こ
と
は
、
他
に
停
え
た
も
の
が
見
首
ら

な
い
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
観
我
生
賦
の
「
或
校
石
渠
之
文
」

の
句
下
に
あ
る
自
注
に
よ
る
と
、
江
陵
の
宮
廷
圃
書
館
で
書
籍
を
校

訂
整
理
し
た
、
周
弘
正
・
彰
借
朗
・
王
珪
・
戴
陵
・
王
褒
・
宗
懐
正

-
顔
之
推
・
劉
仁
英
・
股
不
筈

・
王
孝
純
・
都
釜

・
徐
報
・
庚
信
・

王
国
・
宗
菩
業
・
周
確
と
言
う
人
々
の
中
に
見
え
る
王
珪
と
劉
仁
英

は
、
恐
ら
く
文
珪
と
劉
民
英
で
、
文
は
王
の
誤
で
あ
ろ
う
し
、
仁
は

唐
諒
に
よ
っ
て
民
を
仁
に
代
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
宮
廷
書
籍
校
訂
者
た
ち
は
何
れ
も
蛍
時
の

鐸
々
た
る
経
撃
乃
至
文
史
の
同
学
者
た
ち
で
、
元
帝
を
中
心
と
す
る
サ

ロ
ン
の
有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
で
も
周
弘
正
や
王
褒
は

家
訓
の
中
に
も
現
わ
れ
て
来
る
。
王
褒
は
周
書
に
俸
が
あ
る
が
、
江

陵
陥
設
後
開
中
に
徒
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
開
中
で
之
推

H
Y

』交
友
が
復
活
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
人
は
書
家
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と
し
て
知
ら
れ
、
そ
う
し
た
謹
術
家
と
し
て
、
家
訓
に
は
二
度
出
て

い
る
(
糊
明
子
)
。
周
弘
正
は
陳
書
に
俸
が
見
え
る
。
周
易
の
大
家
で

併
数
々
理
に
も
通
じ
、
玄
皐
の
頭
梁
で
も
あ
り
、
梁
武
帝
の
玄
皐
愛

好
と
梁
末
玄
皐
再
流
行
の
中
で
、
武
帝
が
建
康
城
西
に
建
て
た
土
林

館
な
る
皐
林
に
お
い
て
、
玄
皐
愛
好
の
四
月
干
徒
に
講
述
し
、
そ
の
影
響

は
贋
く
朝
野
に
ひ
ろ
が
っ
た
と
言
う
。
本
来
は
江
陵
幕
下
の
人
で
は

な
か

っ
た
が
、
侯
景
の
凱
後
江
陵
の
元
帝
の
下
に
聞
し
た
。
建
康
時

代
の
活
躍
ぷ
り
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
仲
々
や
る
気
充
分
の
人
だ

っ
た
ら
し
く
、
王
褒
ら
と
共
に
建
康
還
都
を
策
し
た
が
、
江
陵
生
え

ぬ
き
の
人
々
の
反
割
に
出
曾
っ
て
失
敗
し
た
。
陳
の
太
建
五
年
(
主

七
三
〉
に
七
十
九
才
で
浸
し
た
か
ら
、
顔
之
推
よ
り
は
先
輩
に
嘗
る

が
、
そ
の
慶
尚
と
や
る
気
充
分
と
言

っ
た
強
い
性
格
は
、
之
推
の
印

象
に
強
く
残
っ
た
ら
し
く
、
家
訓
で
は
三
度
も
そ
の
名
が
出
て
来

「勉

ae
J、

一
度
は
梁
朝
末
期
の
玄
拳
再
興
者
と
し
て
(
篤
)
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る。

一
度
は
鰹

祭
文
史
の
大
家
と
し
て
(
団
)
、
そ
し
て
一
度
は
優
惰
な
梁
朝
士
大
夫

の
中
で
、
少
し
く
気
慨
あ
る
男
子
と
し
て
小
逸
話
の
主
人
公
と
な

っ

『
渉
務
J

L
る
(
篇
)
。
弘
正
の
弟
弘
譲
も
之
推
の
友
と
し
て
風
操
篇
に
名

が
見
え
る
の
で
、
や
は
り
江
陵
に
お
け
る
彼
の
交
友
群
中
の
一
人
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
江
陵
時
代
は
長
く
は
あ

っ
た
が
、
何
し
ろ
若
い
青
年
又
は
少

斧
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
間
形
成
に
刺
戟
と
な

っ
た
よ
う

な
活
躍
も
内
容
こ
そ
数
奇
で
あ
る
と
は
い
え
、
ま
だ
充
分
と
は
一
言
え

ず
、
交
友
群
も
彼
に
影
響
を
輿
え
る
程
の
人
は
、
そ
う
多
く
は
い
な
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か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
硯
我
生
賦
の
句
が
、
若
干
含
蓋
の

句
と
な
り
、
自
己
不
満
の
句
と
な

っ
て
い
る
の
も
、
嘗
時
を
回
顧
す

る
彼
の
い
つ
わ
り
な
い
感
想
で
あ
る
と
し
て
、
差
し
っ
か
え
な
い
だ

ろ
う
。部

時
代
は
先
に
も
言

っ
た
如
く
、
彼
の
活
力
に
満
ち
た
青
年
時
代

に
首
た
る
。
そ
こ
で
彼
は
不
安
定
乱
脈
な
政
界
の
紋
況
に
も
め
げ

ず
、
全
力
を
査
し
て
活
躍
し
た
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
彼
ら
し
い
周
到

細
密
な
用
心
と
、
深
く
心
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
勇
気
と
が
、
そ
の
活

動
の
底
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
体
、
賦
、

家
訓
の
僚
々
を
通
じ
て
、

充
分
に
う
か
が
え
る
。
そ
の
最
も
著
る
し
い
例
は
、
文
林
館
設
立
の

背
景
を
な
す
軍
人
動
貴
と
文
官
た
る
漢
人
士
大
夫
の
暗
闘
に
お
け
る

彼
の
態
度
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
は
直
接
働

た
だ
観
我
生
賦
や
北
斉
書
文
苑
停
の
序
に
も
あ

る
よ
う
に
、
商
末
文
林
館
が
設
立
さ
れ
る
と
、
こ
こ
を
主
宰
す
る
顔

れ
る
必
要
は
な
い
。

之
推
を
中
心
と
し
て
、
北
斉
朝
下
の
俊
秀
が
雲
の
如
く
集

っ
て
一
大

交
友
群
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
彼
の
人
生
の
中

で
も
、
最
も
華
々
し
く
最
も
本
懐
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
。
間
も

な
く
北
斉
は
亡
び
る
が
、
そ
の
時
彼
と
共
に
文
林
館
の
相
対
々
た
る
メ

γ
バ
ー
だ

っ
た
陽
休
之

・
隆
刑
入
・
艦
思
道

・
李
孝
貞
・
李
徳
林
・
辛

徳
源
・
陸
開
明
・元
行
恭
そ
の
他
十
八
名
の
人
々
は
、
開
中
に
集
園
を

な
し
て
移
動
す
る
こ
と
に
な

っ
た
(
刻
一
給
一
四
一裕一
体、

)。
こ
の
人
た

ち
は
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
陪
朝
に
お
い
て
活
躍
し
た
の
だ
が
、
開
中

時
代
の
顔
之
推
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
ど
れ
程
密
接
に
交
友
を
縫
績

し
た
か
に
つ
い
て
は、

除
り
記
し
た
も
の
が
な
い
。

た
だ
、
李
徳
林

と
は
非
常
に
密
接
な
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か

つ
て
述

べ
た
(
蜘
刷
)
。
又
周
法
高
氏
の
家
訓
業
注
付
録
二
に
引
か
れ
た
謬
銀

氏
の
顔
之
推
年
譜
に
よ
れ
ば
、
陸
法
言
等
撰
の
切
韻
の
編
纂
に
嘗

つ

て
は
、
右
に
述
べ
た
開
中
移
住
の
北
費
名
士
数
名
が
之
推
と
共
に
参
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加
し
て

い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
だ
、
か

こ
こ
で
も
最
早
や
彼

は
仕
事
の
主
人
公
で
は
な
い
。
法
言
は
買
に
陸
開
明
の
子
で
、
活
躍

「階
番
陸
災
停
J

。

の
世
代
は
一
代
更
新
し
た
形
で
あ
る
{
開
明
は
字

)

か

く
し
て
、

総
じ
て
、

そ
の
人
々
と
の
開
係
は
目
立
た
な
い
、
極
め
て
ひ
か
え
目

な
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
殆
ど
交
友
関
係
を
絶
つ
に
等
し
い
朕
態

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
彼
が
北
済
へ
脱
出
し
た
嘗
初
の
時
代
に
、
北
開
門
の
文
同
学

界
や
政
界
に
活
躍
し
て
い
た
人
に
貌
牧
が
あ
る
。
そ
の
十
才
年
長
の

先
輩
に
嘗
る
人
に
邪
部
が
い
る
。
そ
し
て
、
之
推
と
最
も
密
接
に
結

ば
れ
て
い
た
人
に
粗
孝
徴
が
あ
る
。
何
れ
も
己
に
北
斉
末
に
湿
し
た



人
で
北
斉
書
に
停
を
持
っ
て
い
る
が
、
邪
那
と
貌
牧
は
邪
説
と
な
ら

び
稀
さ
れ
る

一
世
の
文
人
で
あ
る
。
貌
牧
は
言
う
ま
で
も
な
く
北
貌

書
の
作
者
と
し
て
も
有
名
だ
が
、
家
訓
に
は
前
者
は
五
度
、
後
者
も

五
度
そ
の
名
が
見
え
る
。
そ
の
目
敏
か
ら
見
て
も
、
彼
が
如
何
に
こ

の
人
々
に
傾
倒
し
て
い
た
か
が
判
る
。
雨
人
は
彼
に
よ

っ
て
文
壇
の

『文
章
戸
。

大
御
所
だ
と
認
め
ら
れ
て
い
る

(篇

)

梁
に
沈
約

・
任
肪
の
雨
大

家
が
あ
っ
て
、
そ
の
優
劣
が
定
め
、
が
た
い
如
く
鄭
下
で
も
邪
貌
の
針

立
が
あ

っ
て
、
そ
の
優
劣
は
定
め
が
た
い

(
胴
)
。
邪
那
は
沈
約
の
崇

奔
者
だ

(胴
)。
叉
皐
に
文
章
作
家
と
し
て
秀
で
て
い
る
だ
け
で
な

「勉
翠
J

く
、
経
皐
史
開
門
干
に
お

レ
て
も
大
家
で
あ
る

一筋

)。
貌
牧
も
同
じ
く

「勉
aJ
J

経
皐
史
同
月
子
に
通
じ
、
そ
の
上
ナ
作
家
て
も
あ
る
一
第
)
。
詩
の
評
論

、
隣
人
文
章

J

家
と
し
て
は
、
之
推
と
意
見
を
異
に
し
て
し

T
一第

一。
だ
が
交
友

中
に
相
棒
盆
す
る
友
で
も
あ

っ
た
(
儲
設
)。
こ
れ
ら
の
燦
々
は
何
れ

も
、
之
推
と
の
密
接
な
交
友
関
係
の
中
で
、
彼
が
親
ら
桂
験
し
た
こ

と
ば
か
り
を
述
べ
て
レ
る
の
で
あ
る
。
邪
那
も
貌
牧
も
そ
の
博
記
に

よ
れ
ば
、
君
子
と
し
て
は
可
成
り
破
格
な
人
々
と
言
え
よ
う
。
雨
人
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の
性
格
は
甚
だ
し
く
針
照
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
奇
行
や
醜

怪
と
も
言
え
る
言
行
は
、
彼
ら
の
強
烈
な
個
性
を
語

っ
て
飴
り
が
あ

る
。
非
常
に
興
味
を
引
く
人
格
の
持
ち
主
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
人
々

と
深
く
交
友
じ
た
之
推
そ
の
人
の
人
格
の
幅
員
も
、
こ
の
人
た
ち
の

行
事
を
究
め
る
こ
と
で
一
層
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
全

く
同
じ
こ
と
が
、
も
う
一
人
の
親
友
組
孝
徴
の
場
合
に
つ
い
て
も
言

え
る
。
組
孝
徴
は
名
を
理
と
言
う
が
、
之
推
は
常
に
彼
を
字
で
呼
ん

で
い
る
。

そ
の
彼
之
推
と
の
闘
係
は
、

組
斑
惇
や
北
斉
書
文
苑
惇

序
、
観
我
生
賦
に
見
え
る
よ
う
に
、
友
人
で
あ
り
且
つ
パ
ト

ロ
ン
で

あ
る
。
家
訓
の
中
で
は
そ
の
名
は
四
度
現
わ
れ
る
。
君
子
の
身
だ
し

な
み
を
身
に
つ
け
た
人
と
し
て
、
よ
く
南
北
の
風
俗
に
通
じ
、
箱
書一

を
よ
く
し
(
鯛
操
)
、
文
民
干
の
評
債
に
一
家
言
あ
り
(
徽
章
)
、
若
い
土
大
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夫
た
ち
の
聞
に
人
気
が
あ

っ
た
(
制
操
)。
本
停
に
よ
れ
ば
彼
は
叉
、

極
め
て
奇
行
に
富
ん
だ
破
格
の
人
で
あ
り
、
強
烈
な
意
欲
と
不
屈
の

識
人
と
も
言
う
べ
き
策
謀
縦
横
の
人
で
あ
る
。

し
か
し
一
面
文
墜
を

解
し
緒
董
を
よ
く
し
、
語
祭
と
音
繁
に
も
通
じ
、
人
情
の
機
微
を
察

し
て
、
貴
族
青
年
の
聞
に
人
気
を
博
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が

顔
之
推
に
輿
え
た
印
象
と
影
響
は
、
決
し
て
少
な
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。
之
推
が
常
に
彼
を
孝
徴
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
並

並
な
ら
ぬ
敬
意
と
傾
倒
と
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

顔
之
推
の
北
費
時
代
に
お
け
る
生
活
は
、
以
上
の
様
に
交
友
に
恵

ま
れ
て
、
常
に
俊
秀
の
群
中
に
あ
り
、
活
気
に
満
ち
た
活
動
に
終
始
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し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

七

と
こ
ろ
が
、
毎
度
言

っ
た
よ
う
に

一
度
彼
が
開
中
の
人
と
な

っ

て
後
は
、
こ
れ
ら
の
嘗
友
が
必
ず
し
も
、
全
部
が
全
部
泣
く
に
い
る

わ
け
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
殆
ど
著
る
し
い
交
友
闘
係
を
持

っ
た
よ
う
に
見
え
な
い
。
た
と
え
幾
ら
か
の
開
係
が
あ
っ

た
と
思
わ

れ
る
人
も
、
最
早
や
嘗
時
の
彼
と
は
政
治
的
社
曾
的
に
地
位
の
格
差

h
ド
ル
山

r
IJ日
〆

が
大
き
く
聞
い
て
い
る
如
く
で
あ
る

一軒

ri
。
又
共
同
の
仕
事
を
し

〆
'tAf

、

た
に
し
て
も
、
そ
の
存
在
は
殆
ど
目
立
た
な
い
形
で
行
わ
れ
て
い
る

「切
制
の
編
第
や
百
官
J

(の
秩
鍛
卒
掌
な
ど

)。
そ
れ
は
言
わ
ば
老
境
に
向
う
失
意
の
人
の
孤

影
繍
然
た
る
姿
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
よ

う
な
時
に
嘗

つ
て
は
、
誰
し
も
現
世
の
生
活
を
離
脱
し
て
、
霊
魂
の
救

務
を
求
め
永
遠
の
魂
の
安
息
を
欲
す
る
に
至
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

ま
し
て
や
、
例
数
は
か
ね
て
か
ら
顔
家
の
侍
統
の
信
仰
で
あ

っ
た。

か
く
て
彼
は
彼
一
流
の
信
仰
論
を
彼

一
流
の
現
世
的
論
理
と
筆
法
で

蹄
心
篇
の
一
篇
に
展
開
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
信
仰
の
性
格
と
執

筆
さ
れ
た
時
期
の
つ
い
て
は
、
私
は
近
く
一
文
を
草
し
た
の
で
、
こ

「
顔
氏
家
訓
蹄
心
筋
究
J

。

こ
に
は
改
め
て
精
し
く
は
再
論
し
な
い

{書
名
大
論
集
史
事
時
)

だ

が
、
こ
の
一
篇
の
執
筆
の
時
代
は
、
彼
の
開
中
生
活
の
中
で
も
、
陪

開
皇
四
年
(
五
八
四
)
か
ら
開
皇
十
一
年
(
五
九
一
〉
に
至
る
期
間

の
中
期
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
略
確
質
で
あ
る
。
彼
の
併
数
信
仰

へ
の
傾
斜
は
相
首
に
強
く
、
時
に
は
家
訓
全
鐙
の
基
調
で
あ
る
、
儒

家
的
思
想
を
否
定
す
る
に
も
近
い
記
述
も
、
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
故
に
、
後
世
の
家
訓
愛
誼
者
の
中
に
は
、
こ
の
蹄
心
一
篇
を
家

訓
か
ら
放
逐
す
べ

し
と
考
え
た
人
も
無
い
と
は
言
レ
切
れ
な
い
欣
態
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で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
信
仰
は
言
わ
ば
風
俗
的
信
仰
に
近
い
も
の

で
、
知
的
哲
向
学
的
に
数
理
や
信
仰
の
本
質
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

ひ
た
す
ら
此
の
世
に
績
く
遠
く
の
は
て
に
串

土
を
求
め
て
い
た
、
嘗
時
の
俳
数
信
仰
的
ム
|
ト
に
多
分
に
同
調
し

た
所
に
信
仰
の
基
調
が
あ

っ
た
し
、

又
こ
の
よ
う
な
態
度
で
信
仰
生

活
を
論
ず
る
と
こ
ろ
に
、
如
何
に
も
現
貫
主
義
で
質
用
主
義
的
思
想

と
行
動
の
履
歴
を
持

っ
た
、
彼
ら
し
い
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

(
一
九
六
七

・
一
・
一
O
稿
)


