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は
じ
め
に

現
在
、「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
概
念
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
美
」
と
い
う
漢

字
を
も
っ
て
言
い
表
さ
れ
る
。
美
術
・
美
人
・
美
男
子
・
美
容
・
美
貌
・
美
味
・

美
食
・
美
香
・
美
感
・
美
化
・
美
称
・
美
談
・
仏
像
美
・
自
然
美
・
優
美
な
ど
で

あ
る
。
し
か
し
、
古
代
中
国
に
お
い
て
「
美
」
と
い
う
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
意

味
を
考
え
て
み
る
と
、
具
体
的
な
美
人
や
自
然
美
な
ど
の
感
性
的
意
味
と
い
さ
さ

か
抽
象
的
な
美
才
・
美
言
・
美
的
生
活
な
ど
の
「
美
」
の
意
味
が
混
じ
っ
て
い
る
。

「
美
」
の
他
に
、
同
じ
発
音
の
「
眉
」「
媚
」
な
ど
の
「
う
つ
く
し
い
」
を
象
徴
す

る
よ
う
な
漢
字
も
あ
る
。「
美
」
字
の
意
味
を
観
察
し
、さ
ら
に
「
美
」
以
外
の
「
う

つ
く
し
い
」
を
意
味
す
る
漢
字
を
調
べ
、
そ
れ
ら
の
調
査
の
中
か
ら
初
源
の
「
う

つ
く
し
い
」
を
意
味
す
る
漢
字
が
何
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

１
．「
美
」
字
に
つ
い
て

「
美
」
は
甲
骨
文
を
「　
　

」「　
　

 

」
に
つ
く
り
、
金
文
は
「　

 　

」
に
つ

く
る
。
い
ず
れ
も
上
部
は「
羊
」の
形
で
下
部
の
部
分
は「
大
」の
形
で
あ
る
。「
美
」

は
『
説
文
解
字
』（
以
下
は
『
説
文
』
と
記
す
）
四
上
に
「
甘
也
、
从
羊
从
大
、

羊
在
六
畜
、
主
給
膳
也
（
甘
き
な
り
、
羊
は
六
畜
に
在
り
て
、
主
と
し
て
膳
に
給

す
る
も
の
な
り
）」
と
あ
り
、
羊
の
美
味
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
説
文
』

に
は
「
从
羊
从
大
」
と
あ
り
、会
意
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、白
川
静
博
士
は
「
美

は
羊
の
角
か
ら
後
脚
ま
で
の
全
体
を
写
し
た
形
で
、
成
熟
し
た
羊
の
肥
美
の
状
を

示
す
」（

1
）と
解
釈
し
、
象
形
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
李
孝
定
は
『
説
文
』
か
ら
解

釈
し
て
「
謂
羊
大
則
肥
美
（
謂お
も

え
ら
く
、
羊
大
則
ち
肥
美
也
）」（

2
）と
し
肥
え
て

い
る
羊
の
姿
が
う
つ
く
し
い
こ
と
が
「
美
」
の
意
味
だ
と
し
て
い
る
。「
美
」
の

字
源
に
つ
い
て
は
、
白
川
博
士
や
李
孝
定
の
よ
う
に
羊
の
肥
美
や
『
説
文
』
の
美

味
な
ど
の
解
釈
が
あ
る
が
、
羊
が
美
味
で
あ
る
か
ら
こ
そ
犠
牲
獣
と
し
て
用
い
ら

れ
る
羊
の
姿
が
肥
美
な
の
で
、
肥
美
と
美
味
が
根
元
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

姚
孝
遂
は
「
按
甲
骨
文
、
金
文
『
美
』
字
均
不
从
『
羊
』。
其
上
為
頭
飾
。
羊

大
則
肥
美
，
乃
據
小
篆
形
體
附
會
之
談
。（
按
ず
る
に
甲
骨
文
、
金
文
の
「
美
」

字
は
均ひ

と

し
く
「
羊
」
に
従
が
わ
ず
。
其
の
上
は
頭
飾
と
為
る
。
羊
大
は
則
ち
肥
美

な
り
。
乃す
な
わち
小
篆
の
形
體
に
據
り
こ
れ
と
附
會
す
と
談
ず
」（

3
）と
し
、「
美
」
を

白
川
博
士
と
同
様
、
象
形
と
し
て
い
る
。

古
代
中
国
の
「
美
」
の
概
念
に
つ
い
て

張　
　
　
　
　
　
　
　

莉



古
代
中
国
の
「
美
」
の
概
念
に
つ
い
て

二

白
川
博
士
よ
る
と
、「
た
つ

」
と
い
う
字
が
あ
り
、こ
の
字
の
「
大
」
は
羊
の
足
で
、

そ
こ
か
ら
子
が
生
ま
れ
る
様
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
字
は
「
達
（
小
篆
：　

 

）」

の
右
側
に
使
わ
れ
て
い
る
。「
達
」
は
停
滞
す
る
こ
と
な
く
順
調
に
前
に
進
む
こ

と
を
意
味
す
る
が
、『
詩
経
』
大
雅
・
生
民
に
「
先
生
如
達
（
先
ず
生
ま
る
る
こ

と
達
の
如
し
）」
と
あ
り
、
も
と
も
と
は
生
れ
て
か
ら
の
子
供
の
発
達
の
こ
と
を

言
う
の
だ
ろ
う
。「
羔こ

う

」
は
上
部
が
羊
で
、
下
部
は
足
が
四
本
、
す
な
わ
ち
、
羊

の
子
が
生
ま
れ
て
初
め
て
四
本
の
足
で
立
っ
た
時
の
感
動
を
字
源
と
す
る
漢
字
で

あ
る
。「
羔
」・「

」
は
「
美
」
と
同
じ
字
形
構
造
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、
白
川

博
士
の
言
う
よ
う
に
「
美
」
は
羊
の
体
全
体
を
表
す
象
形
文
字
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。（

4
）

古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
羊
は
美
味
な
も
の
の
代
表
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も

に
、
性
質
が
穏
や
か
で
角
が
立
派
で
見
栄
え
も
良
い
の
で
、
羊
そ
の
も
の
が
神
に

捧
げ
ら
れ
る
う
つ
く
し
い
対
象
物
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
白
川
博
士

よ
る
と
、「
義
」
は
金
文
を
「　
　

」
に
つ
く
り
、
羊
と
我
に
従
が
う
字
で
、
羊

を
鋸

の
こ
ぎ
りで
切
り
分
け
神
に
そ
な
え
る
犠
牲
と
す
る
こ
と
を
表
す
。
犠
牲
と
し
て
の
羊

が
神
に
供
え
る
の
に
欠
陥
が
な
く
、
神
意
に
か
な
う
も
の
と
し
て
「
義た

だ

し
い
」
の

意
味
と
な
る
。（

5
）う
つ
く
し
い
羊
を
捧
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
神
の
加
護
に
よ
り
幸

福
が
得
ら
れ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
羊
は
祥
・
不
祥

の
観
念
に
も
そ
の
字
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
祥
」
は
羊
を
神
に
供
え
る
こ
と
を
意

味
す
る
字
で
『
説
文
』
一
上
に
「
福
也
」
と
あ
り
、「
美
」
の
概
念
は
同
じ
羊
の

字
形
を
含
む
「
祥
」
に
近
い
福
の
概
念
を
あ
わ
せ
も
つ
。「
福
」
は
金
文
を
「　
　

」

に
つ
く
り
、
神
に
酒
を
捧
げ
る
こ
と
で
人
が
福
を
得
よ
う
と
す
る
考
え
が
字
形
に

現
れ
て
い
る
。「
羊
肉
の
美
味
」と「
酒
の
美
味
」も
共
通
し
た
美
味
で
あ
る
点
で
、

「
美
」
は
「
福
」
と
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。「
美
」
は
神
に
守
ら
れ
た
安
心
し
た

生
活
、
飢
え
の
な
い
豊
富
な
財
力
の
あ
る
生
活
、
い
つ
も
美
味
し
い
も
の
が
食
べ

ら
れ
る
生
活
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
代
中
国
の
「
美
」
字

が
も
つ
概
念
は
、
羊
の
姿
態
が
う
つ
く
し
い
と
い
う
視
覚
的
な
概
念
か
ら
味
覚
に

お
け
る
美
味
を
包
括
的
に
含
む
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
人
間
に
と
っ
て
吉
祥
な
も

の
や
幸
福
に
意
味
が
拡
張
し
て
い
る
。

２
．「
美
」
字
と
味
覚
の
関
係
に
つ
い
て

「
美
」
は
『
説
文
』
四
上
に
は
「
甘
也
」
と
あ
る
。「
甘
」
は
『
説
文
』
五
上
に

「
美
也
。
从
口
含
一
、一
道
也（
美
な
り
。
口
の
一
を
含
む
に
従
ふ
。
一
は
道
な
り
）」

と
あ
る
。
古
代
中
国
の
五
味
は
五
行
で
は
酸
味
・
苦
味
・
甘
味
・
辛
味
・
塩
味
で

あ
る
。
五
味
の
中
で
一
番
お
い
し
い
味
は
甘
味
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、甘
い
は「
う

ま
い
」
と
も
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
甘
い
」
を
意
味
す
る
英
語
の
「sw

eet

」

が「
う
ま
い
・
お
い
し
い
」を
も
意
味
す
る
の
と
感
覚
的
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。「
味
」

は
『
説
文
』
二
上
に
「
滋
味
也
、
从
口
未
声
（
滋
味
な
り
、
口
に
従
い
未
の
聲
）」

と
あ
る
。「
滋
味
」
と
は
栄
養
が
あ
っ
て
お
い
し
い
こ
と
を
言
う
。「
未
」
は
『
史

記
』律
書
に「
未
は
萬
物
皆
成
り
、み
ん
な
滋
味
あ
る
を
言
う
な
り
」と
あ
り
、「
味
」

と
「
未
」
の
音
声
的
な
関
連
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
ミ
」
と
い

う
音
声
に
既
に
味
を
意
味
す
る
言
語
的
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
美
」

に
は
美
味
の
意
味
が
あ
り
、呉
音
の
「
ミ
」
も
音
声
的
及
び
意
味
的
関
連
が
あ
る
。

羊
は
食
べ
て
美
味
な
る
が
故
に
神
に
献
じ
ら
れ
る
動
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
立

派
に
成
長
し
た
羊
を
神
に
献
じ
る
こ
と
が
幸
福
の
概
念
と
し
て
「
美
」
の
概
念
に

結
実
し
て
い
る
。
そ
れ
と
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
物
の
中
で
も
羊
肉
が
極
め
て
美
味
し
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い
と
い
う
選
び
ぬ
か
れ
た
味
覚
の
感
受
性
に
対
し
て
美
味
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

「
旨
」
は
金
文
を
「　

 　

」
に
つ
く
り
、
白
川
博
士
に
よ
れ
ば
「
氏
と
曰
（
器

中
に
も
の
の
あ
る
形
）
に
従
う
…
…
氏
を
も
っ
て
器
中
の
肉
を
切
っ
て
食
す
る

意
」（

6
）で
あ
り
、『
説
文
』
五
上
に
「
美
也
」
と
あ
る
。

「
旨
」
は
味
覚
義
の
「
美
」
の
ほ
か
に
、主
旨
や
論
旨
の
よ
う
に
、「
む
ね
、考
え
」

の
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
も
、「
旨
」
の
味
覚
義
の
「
美
」
の
完
成
さ
れ
た
味
か
ら

完
成
さ
れ
た
究
極
の
論
や
考
え
に
意
味
が
拡
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
で

も
「
う
ま
い
」
は
「
旨
い
」・「
美
味
い
」
や
「
上
手
い
」「
巧
い
」
の
意
味
が
あ
り
、

語
の
意
味
に
古
代
中
国
の
漢
字
と
同
様
な
意
味
の
拡
張
が
見
ら
れ
る
。

３
．
五
感
と
美
の
関
係
に
つ
い
て

五
感
と
は
視
覚
・
聴
覚
・
味
覚
・
嗅
覚
・
触
覚
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
の
五
感
の

中
で
は
触
覚
の
根
源
性
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
一
七
五
四
年
の
発
表
さ

れ
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
感
覚
論
』
の
中
で
、『
触
覚
』
は
『
単
独
で
外
部
の

対
象
を
判
断
す
る
唯
一
の
感
覚
』（Condilyac[11

」p.89]

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
聴
覚
、
視
覚
、
味
覚
、
嗅
覚
は
、
そ
れ
自
体
魂
の
変
容
に
す
ぎ
ず
、
感

覚
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
な
る
外
部
の
対
象
と
は
い
か
な
る
関
係
も
も
ち
え
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
感
覚
が
外
部
の
対
象
と
関
係
を
も
つ
の
は
、
触

覚
の
教
え
に
よ
る
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
結
論
付
け
て
い
る
」（

7
）。
五
感
の
視
覚
・

聴
覚
・
味
覚
・
嗅
覚
は
そ
の
根
源
に
触
覚
が
働
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま

た
、
五
感
の
根
元
で
は
共
感
覚
が
働
い
て
い
る
。
共
感
覚
と
は
「（synesthesia

）

一
つ
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
語
幹
の
根
源
に
あ
る
触
覚
を
媒
介
と
し
て
そ
れ
に
対
応

す
る
感
覚
（
例
え
ば
聴
覚
）
と
そ
れ
以
外
の
多
種
の
感
覚
（
例
え
ば
視
覚
）
と
が

同
時
に
生
ず
る
現
象
」（

8
）と
さ
れ
て
い
る
。「
美
」
に
つ
い
て
の
共
感
覚
は
五
感

の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
以
下
そ
の
様
子
を
記
す
。

「
香
」
の
正
字
は
黍
と
曰
の
会
意
字
で
あ
り
、小
篆
を
「　

 　

」
に
つ
く
る
。『
説

文
』
七
上
に
「
芳
也
。
从
黍
从
甘
、
春
秋
曰
、
黍
稷
馨
香
（
芳
な
り
。
黍
に
従
い

甘
に
従
が
ふ
。
春
秋
に
曰
く
、
黍
稷
の
馨
香
な
り
）」
と
あ
る
。『
説
文
』
の
解
釈

に
従
う
な
ら
、
黍
の
甘
い
香
り
が
「
香
」
の
原
義
で
あ
り
、
夕
餉
の
ご
飯
の
香
り

が
台
所
か
ら
匂
っ
て
く
る
風
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。「
芳
」は『
説
文
』一
下
に「
香

艸
也
（
香
艸
な
り
）」
と
あ
り
、「
香
」
と
「
芳
」
は
互
訓
に
近
い
も
の
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、『
説
文
』
の
時
代
に
す
で
に
植
物
の
花
の
香
り
が
「
香
」

の
代
表
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
美
香
」
と
い
う
語
か
ら

見
れ
ば
、匂
う
快
楽
は
美
と
さ
れ
て
い
る
。
香
水
の
に
お
い
も
美
的
感
覚
で
あ
り
、

嗅
覚
に
お
け
る
「
美
」
も
ま
た
共
感
覚
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

聴
覚
に
お
い
て
は
「
楽が

く

」
が
「
美
」
の
共
感
覚
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
白
川
博

士
に
よ
る
と
、「
楽
」
は
甲
骨
文
を
「　

  　

」
に
つ
く
り
、
両
手
に
も
つ
手
鈴
を

表
し
て
お
り
、そ
の
楽
音
を
も
っ
て
神
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。（

9
）「
楽
」

は
後
に
引
伸
し
て
「
楽ら

く

」
の
意
に
な
り
、
礼
楽
思
想
の
中
の
主
要
概
念
と
も
な
っ

た
。
ま
た
、「
龢
」
は
甲
骨
文
を
「　

 　

」
に
つ
く
り
、『
説
文
』
二
下
に
「
調
也
、

从
龠
禾
聲
、讀
與
和
同
（
調
な
り
、龠
に
従
い
禾
の
聲
。
讀
み
て
和
と
同
じ
う
す
）」

と
あ
る
。「
龠
」
は
三
つ
の
孔
の
あ
る
管
楽
器
で
あ
り
、
農
業
祭
祀
に
際
し
て
神

を
喜
ば
せ
る
た
め
に
龠
を
演
奏
す
る
こ
と
を
言
う
字
で
あ
る
。「
楽
」
は
音
楽
の

心
地
よ
さ
、「
龢
」
は
音
楽
の
ハ
ー
モ
ニ
ィ
の
心
地
よ
さ
を
言
う
字
で
あ
り
、
ど

ち
ら
も
音
楽
を
聴
く
こ
と
に
よ
る
快
楽
を
言
う
。
ま
た
、「
喜
」
も
神
に
祈
る
と

き
に
神
を
楽
し
ま
せ
る
意
で
あ
り
、美
的
な
概
念
を
意
味
す
る
。「
楽
」「
龢
」「
喜
」



古
代
中
国
の
「
美
」
の
概
念
に
つ
い
て

四

も
ま
た
、
美
的
な
性
質
を
も
つ
共
感
覚
で
あ
る
。

味
覚
・
嗅
覚
・
聴
覚
に
よ
る
美
的
感
覚
は
、
五
感
に
も
た
ら
さ
れ
る
快
楽
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
美
」
と
い
う
共
感
覚
の
概
念
で
く
く
ら
れ
る
の
は
、
視
覚

に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
た
美
を
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
に
五
感
の
根
源
に
あ

る
触
覚
を
通
じ
て
共
感
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。（
こ
の
こ
と
は
九

頁
に
詳
述
す
る
。）
そ
れ
ら
は
快
楽
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
幸
福
感
と
そ
の
快

楽
が
感
性
を
極
め
た
先
に
あ
る
も
の
と
い
う
意
味
に
よ
っ
て
「
美
」
と
し
て
感
受

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

４
．「
眉
」「
媚
」
字
に
つ
い
て

「
眉
」
は
甲
骨
文
を
「　
　

」「　
　

」
に
つ
く
り
、『
説
文
』
四
上
に
「
目
上

毛
也
、
从
目
象
眉
之
形
、
上
象
額
理
也
、
凡
眉
之
属
皆
从
眉
（
目
の
上
の
毛
な
り
。

目
に
従
ひ
、
眉
の
形
に
象
る
。
上
は
額ひ

た
いの
理す
ぢ

に
象
る
な
り
）」
と
あ
り
、
額
の
下

に
あ
る
眉
の
形
に
象
る
も
の
と
し
て
い
る
。
白
川
博
士
は
「
卜
文
の
字
形
に
よ
る

と
、
字
の
上
部
は
、
呪
的
な
目
的
で
加
え
ら
れ
て
い
る
眉
飾
の
形
で
、
お
そ
ら
く

巫ふ
じ
ょ女
な
ど
が
、
眼
の
呪
飾
を
加
え
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
」（
10
）と
述
べ
て
い
る
。

「
媚
」
は
甲
骨
文
を
「　

  　

」
に
つ
く
り
、『
説
文
』
十
二
下
に
「
説
也
（
説
よ
ろ
こ

ぶ
な
り
）」
と
あ
る
。
神
を
喜
ば
す
意
味
で
あ
ろ
う
。「
媚
」
は
先
に
で
き
た
「
眉
」

に
「
女
」
を
加
え
た
字
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
甲
骨
文
一
期
に
存
在
す
る
字
で
あ

る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
眉
」に
す
で
に
女
性
で
あ
る
巫
女
の
眉
の
意
味
が
あ
り
、

ま
た
女
性
の
う
つ
く
し
さ
と
し
て
の
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
額
の
下
に
あ
る

「
眉ま

ゆ

」
の
概
念
と
差
別
化
す
る
た
め
に
で
き
た
字
と
見
ら
れ
る
。「
媚
」
は
甲
骨
文

を
「　

    

」
に
つ
く
り
、
眉
飾
り
を
し
た
巫
女
の
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
相
手
を

呪
う
呪
儀
で
あ
る
「
巫ふ

こ蠱
媚び

道ど
う

」
と
呼
ば
れ
る
呪
詛
の
法
を
行
う
巫
女
の
こ
と
で

あ
る
。「
蔑
」
は
戦
争
で
勝
っ
た
国
の
媚
女
を
殺
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

眉
目
秀
麗
・
眉
目
清
秀
な
る
語
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
現
在
で
は
容
貌
の
う
つ
く

し
い
男
性
の
こ
と
を
言
う
が
、
眉
目
は
眉
が
き
り
っ
と
整
っ
た
男
女
の
美
し
さ
を

言
う
。目
の
周
り
を
飾
る
こ
と
は
現
在
で
も
ア
イ
ラ
イ
ン
や
眉
の
形
を
整
え
た
り
、

眉
を
描
い
た
り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
眉
と
目
は
女
性
の
美
を
化
粧
し
て

美
し
く
見
せ
る
顔
の
最
も
重
要
な
パ
ー
ツ
で
あ
る
。
古
代
中
国
の
「
眉
」「
媚
」

も
女
性
の
眉
飾
り
を
す
る
こ
と
に
よ
り
女
性
を
よ
り
凛
凛
し
く
美
し
く
見
せ
る
こ

と
を
言
っ
た
字
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
美
人
の
方
が
呪
術
も
効
果
が
大
き
い

よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
媚
」
は
上
記
の
よ
う
な
意
味
合
い
か
ら
女
性

美
を
表
す
漢
字
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
眉
」
の
象
形
か
ら
の
比
喩
で
あ
り
、
視
覚

的
な
美
で
あ
る
。「
眉
」「
媚
」は
視
覚
に
よ
る
美
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。「
眉
」

は
「
媚
」
に
先
行
し
て
で
き
た
字
で
あ
り
、「
媚
」
は
「
眉
」
に
女
偏
を
付
け
る

こ
と
に
よ
り
女
性
の
セ
ク
シ
ャ
ル
な
美
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
字
で
あ
る
。

「
色
」
は
小
篆
を
「　
　

」
に
つ
く
り
、『
説
文
』
に
「
顔
気
也
（
顔
気
な
り
）」

と
あ
り
、
顔
色
の
こ
と
を
言
う
字
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
人
と
卩せ

つ

に
従
う
字

で
、
小
篆
の
形
か
ら
見
る
と
人
の
上
に
人
が
乗
っ
て
い
る
形
で
男
女
の
交
わ
り
を

表
す
字
と
さ
れ
て
い
る
。「
顔
」
か
ら
顔
色
の
意
味
が
出
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

意
味
が
拡
張
さ
れ
て
顔
彩
な
ど
の
色
の
意
味
が
出
て
き
た
よ
う
に
、「
色
」
に
は

女
性
の
性
的
魅
力
を
表
す
容
色
や
そ
の
拡
張
議
と
し
て
の
神
羅
万
象
の
色
を
表
す

意
味
が
あ
る
。「
色
」
か
ら
見
ら
れ
る
セ
ク
シ
ャ
ル
で
触
覚
的
な
快
楽
義
か
ら
視

覚
的
な
色
の
概
念
が
出
て
き
た
の
と
同
じ
構
造
で
、
セ
ク
シ
ャ
ル
な
女
性
美
を
も

つ
「
媚
」
は
視
覚
的
な
美
し
き
魔
女
の
意
味
を
内
包
し
て
い
る
。
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５
．
真
善
美
に
お
け
る
美
の
概
念

「
真
」
は
知
性
に
よ
る
認
識
、「
善
」
は
倫
理
の
認
識
及
び
そ
の
実
践
、「
美
」

は
感
性
に
よ
る
審
美
能
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
美
」は
五
感
に
関
わ
る
が
、「
真
」

と
「
善
」
は
意
識
、
す
な
わ
ち
心
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

『
説
文
』
四
上
「
美
」
に
は
「
美
與
善
同
意
（
美
と
善
は
同
意
な
り
）」
と
あ
る
。

こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
や
や
違
和
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
て
み
た
い
。

以
下
、白
川
博
士
『
字
統
』
に
よ
る
解
釈
を
述
べ
る
。「
善
」
は
正
字
を
「　
　

」

に
つ
く
り
、
金
文
を
「　
　

」
に
つ
く
る
。
金
文
で
の
羊
は
解か

い
た
い

と
呼
ば
れ
る
羊

に
似
た
神
聖
な
野
獣
の
こ
と
で
あ
る
。「

」は
原
告
と
被
告
が
解

を
前
に
置
き
、

裁
判
し
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。「
言
：
金
文
（　
　

）」
は
入
れ
墨
用
の
針

を
意
味
す
る
辛
と
祝
禱
を
収
め
る
器
で
あ
る
「 　
（
サ
イ
）」
よ
り
成
る
字
で
、

訴
訟
に
あ
た
っ
て
神
に
噓
を
つ
か
ず
誠
実
で
あ
る
こ
と
を
誓
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
の
う
え
で
、裁
判
を
し
て
善
否
を
決
す
る
の
で
あ
る
。（
11
）『
説
文
』三
上「
善
」

に
「
吉
也
。
从

从
羊
、
此
與
美
同
意
（
吉
な
り
。

に
従
い
羊
に
従
う
。
此
れ

美
と
同
意
な
り
）」
と
あ
る
。「
善
」
は
『
説
文
』
で
は
、
白
川
博
士
の
よ
う
に
裁

判
に
関
す
る
字
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
ず
に
「
吉
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

『
説
文
』
の
時
代
に
は
既
に
「
善
」
の
原
意
は
伝
わ
っ
て
い
な
く
て
、
意
味
が
拡

張
さ
れ
た
「
吉
」
が
「
善
」
の
主
た
る
意
味
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

白
川
博
士
に
よ
る
と
「
善
」
は
最
初
裁
判
用
語
で
あ
っ
た
が
「
の
ち
す
べ
て
神
意

に
か
な
う
こ
と
を
善
と
い
う
」（
12
）と
述
べ
て
い
る
。『
説
文
』
当
時
の
「
善
」
と
は
、

神
に
か
な
う
行
動
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
得
ら
れ
る
「
吉
」
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
上
述
の
「
福
」「
吉
」
を
意
味
す
る
「
美
」
の
意
味
と
同
じ
概
念
に
な
る
。

「
福
」も
ま
た「
美
」と
通
じ
る
意
を
も
つ
こ
と
は
先
述
し
た
。「
福
」は『
説
文
』

一
上
に
「
祐
也
（
祐た
す

く
る
な
り
）」
と
あ
る
。
笠
原
仲
二
は
「
所
謂
吉
・
福
と
は
、

人
間
の
行
為
が
そ
の
様
な
神
意
に
か
な
っ
た
と
き
、
神
に
よ
っ
て
是た
だ

し
い
行
為
―

善
―
と
し
て
嘉よ

み納
さ
れ
た
こ
と
の
證し
る

佐し

と
し
て
惠
與
さ
れ
る
も
の
、
佑
と
は
そ
の

様
な
神
助
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」（
13
）と
述
べ
て
お
り
、「
福
」

と
「
善
」
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

西
田
幾
多
郎
は
「
美
と
は
物
が
理
想
の
如
く
に
實
現
す
る
場
合
に
感
ぜ
ら
れ
る

る
の
で
あ
る
。
理
想
の
如
く
實
現
す
と
い
う
の
は
物
が
自
然
の
本
性
を
發
揮
す
る

謂
で
あ
る
。
そ
れ
で
花
が
花
の
本
性
を
現
ん
じ
た
る
時
最
も
美
な
る
が
如
く
、
人

間
が
人
間
の
本
性
を
現
ん
じ
た
時
は
美
の
頂
上
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
善
は
則
ち

美
で
あ
る
」（
14
）と
述
べ
て
い
る
。
西
田
氏
に
よ
る
と
、「
美
」
と
は
理
想
を
極
め

つ
く
し
た
頂
点
で
あ
り
、
ま
た
本
性
で
あ
る
と
も
い
う
。「
善
」
も
ま
た
自
然
の

本
性
の
究
極
に
通
じ
る
ゆ
え
に
美
と
概
念
が
重
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
西

田
氏
の
言
う
「
善
」
は
古
代
中
国
の
「
善
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
「
真
」
と
「
美
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

白
川
博
士
に
よ
れ
ば
、「
真
」
は
「
旧
字
を
眞
に
作
り
、
匕か

と
県
に
従
う
。
匕か

は
「
化
」
の
初
文
で
、
死
者
の
形
。
県
は
「
県
＋
巛
」
で
、
首
の
倒
形
。
合
わ
せ

て
顚て

ん
し死
の
人
を
い
う
。」（
15
）顚て
ん
し死
と
は
非
業
の
死
者
で
あ
り
、
そ
の
怨
霊
は
恐
る

べ
き
呪
霊
を
も
つ
の
で
、
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
神
に
祈
り
鎮
魂
す
る
。
奈
良
市

に
あ
る
御
霊
神
社
は
菅
原
道
真
・
井
上
皇
后
・
藤
原
広
嗣
・
早
良
親
王
な
ど
非
業

の
死
を
遂
げ
た
霊
を
祭
り
、
白
川
博
士
の
言
う
「
真
」
の
概
念
に
通
じ
て
い
る
。

そ
の
様
な
霊
を
祭
り
、
鎮
魂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
通
で
は
得
ら
れ
な
い
強
力
な



古
代
中
国
の
「
美
」
の
概
念
に
つ
い
て

六

助
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
白
川
博
士
に
よ
れ
ば
、「
眞
と
は
死
者
、

そ
れ
は
も
は
や
化
す
る
こ
と
の
な
い
者
で
あ
る
か
ら
、
永
遠
に
し
て
真
実
の
意
と

な
る
」（
16
）と
あ
る
。
死
せ
る
世
界
を
永
遠
と
み
な
す
と
こ
ろ
か
ら
、
後
に
存
在
の

根
源
や
宇
宙
の
摂
理
の
意
味
に
な
る
。
西
田
氏
は
「
我
々
が
或
藝
術
の
作
品
に
對

し
美
と
感
ず
る
と
き
、
單
に
之
に
對
し
快
感
を
有
つ
の
で
は
な
く
、
客
観
的
生
命

を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
純
粋
視
覺
の
世
界
に
於
け
る
眞
理
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

此
意
味
に
於
て
美
は
卽
ち
眞
で
あ
る
」（
17
）と
述
べ
て
い
る
。
知
性
（
認
識
能
力
）・

意
志
（
倫
理
実
践
認
識
能
力
）・
感
性
（
審
美
感
知
能
力
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
完
成

さ
れ
た
認
識
が
真
善
美
で
あ
る
。「
美
」
の
理
が
「
善
」
の
理
・「
真
」
の
理
に
通

じ
て
い
る
こ
と
が
真
善
美
の
三
者
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
真
」
は
思
考

的
な
も
の
で
あ
り
、「
善
」
は
思
考
的
か
つ
理
性
的
・
感
性
的
で
あ
る
が
、「
美
」

は
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
。「
美
」を
極
め
る
こ
と
は
感
性
を
極
め
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
真
善
美
は
人
間
認
識
の
究
極
の
も
の
と
し
て
互
い
に
通
じ
た
概
念
で
あ

る
と
言
え
る
。

荘
子
に
「
天
地
有
大
美
而
不
言
，
四
時
有
明
法
而
不
議
，
萬
物
有
成
理
而
不
說
。

聖
人
者
，
原
天
地
之
美
而
達
萬
物
之
理
。（
天
地
大
美
有
る
も
言
わ
ず
、
四
時
（
一

年
の
四
つ
の
季
節
）
明
法
有
る
も
議
せ
ず
、
萬
物
成
理
有
る
も
説
か
ず
。
聖
人
は

天
地
の
美
を
原た

ず

ね
て
萬
物
の
理
に
達
す
）（
18
）」
と
あ
る
。
一
般
的
に
は
真
善
美
は

理
解
し
得
な
い
が
、
天
地
の
美
を
洞
察
す
る
聖
人
の
あ
く
な
き
探
求
に
よ
っ
て
理

解
せ
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
真
善
美
に
は
人
の
認
識
の

至
る
こ
と
が
で
き
る
至
高
の
境
地
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
真
善
美
の
よ
う
な
広
い

普
遍
的
な
概
念
と
し
て
「
美
」
が
意
識
さ
れ
た
と
き
、「
美
」
は
感
性
的
快
楽
を

超
え
て
意
識
の
上
で
の
表
象
と
な
る
。
よ
く
真
善
美
が
究
極
の
概
念
と
し
て
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
三
者
が
と
も
に
完
全
性
・
究
極
性
の
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ

り
、
正
確
に
は
こ
の
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
意
味
を
も
つ
の
で
同
じ
概
念
で
は

な
い
。

６
．
馬
敍
倫
の
「
美
」
に
つ
い
て
の
解
釈

馬
敍
倫
は
「
う
つ
く
し
い
」
を
意
味
す
る
漢
字
の
初
源
に
つ
い
て
「
美
」「

」

「

」
字
の
考
察
か
ら
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
按
甘
為
含
之
初
文
。
詳
甘
字
下
甘
苦
字
當
作
𪏽
。
然
美
从
羊
大
而
訓
為
含
、為
𪏽
。

義
自
何
出
。
徐
鉉
謂
羊
大
則
美
。
亦
附
會
耳
。
□
謂
字
盖
从
大

聲
。

音
微
紐
。

故
美
音
無
鄙
切
。
周
禮
美
悪
字
皆
作

。
本
書
、

色
好
也
。
是

為

之
轉
注

異
體
。

轉
注
為

。

、从
女  　

聲
。
亦
可
證
美
之
从

得
聲
也
。

形
近
、

故
譌
羊
。
或
羊
古
音
本
如

。
故
美
从
之
得
聲
。
當
入
大
部
。
盖

之
初
文
。
从

大
猶
从
女
也
。
羊
在
以
下
校
語
。
字
見
急
就
篇
。
甲
文
作　
　

 　
　

 

。（
按
ず
る

に
甘
は
含
の
初
文
な
り
。
詳
甘
字
下
甘
・
苦
字
は
當
に
𪏽
に
つ
く
る
べ
し
。
然
る
に

美
は
羊
と
大
に
従
い
、
而
し
て
訓
は
含
と
為
り
、
𪏽
と
為
る
。
義
は
何
よ
り
出
ず

る
か
。
徐
鉉
謂
え
ら
く
羊
大
は
則
ち
美
な
り
。
亦
附
會
す
る
の
み
。
謂
え
ら
く
字

盖
し
大
に
従
い　

  

の
聲
な
り
。
羊
の
音
は
微
に
紐
ぶ
。
故
に
美
の
音
は
無
鄙
切

な
り
。
周
禮
、
美
悪
（
醜
の
意
味
）
の
字
、
皆
な

に
つ
く
る
。
も
と
の
書
で
あ

る

は
色
を
好
む
な
り
。
是
れ

は

の
轉
注
異
體
な
り
、

は
轉
注
し
て

と

な
り
、

は
女
に
従
い　

  

の
聲
な
り
。
亦
、
美
は
之
に
従
い
聲
を
得
る
と
證
す

べ
き
な
り
。

は

の
形
に
近
し
。
故
に
譌
り
て
羊
に
為
れ
る
な
り
。
或
い
は
羊

の
古
音
は
本

の
如
し
。
故
に
美
は
之
に
従
い
聲
を
得
、
當
に
大
の
部
に
入
る
。

盖
し

の
初
文
に
し
て
、
大
に
従
い
、
猶
女
に
従
う
な
り
。
羊
は
以
下
の
校
語
に
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在
り
。
字
は
急
就
篇
に
見
え
、
甲
文　
　

 　
　

 

に
作
る
）」（
19
）

笠
原
仲
二
氏
は
上
記
の
馬
敍
倫
の
文
章
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

勿
論
學
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
様
な
「
美
」
の
本
義
に
從
わ
な
い
も
の
も
あ
る
。

た
と
え
ば
馬
敍
倫
氏
の
如
き
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
即
ち
彼
に
よ
る
と
、「
美
」

が
前
述
の
様
に
「
羊
大
」
に
従
う
字
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
聲
が
ビ
無
鄙
切
と
讀

ま
れ
て
い
る
の
は
、「
美
」
が
周
禮
に
「

」
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
そ
れ
は
元
来
「
大
に
從
い

ビ
の
聲
」
の
字
で
あ
る
べ
き
だ
が
、「

」

と
「

」
と
形
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
譌
っ
て
「
羊
」
に
作
ら
れ
た
か
、
あ
る

い
は
「
羊
」
そ
の
も
の
の
古
音
が
「

」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

と
い
い
、「
美
」
は
説
文
に
お
い
て
そ
の
「
羊
部
」
よ
り
も
、
ま
さ
に
「
大
部
」

に
所
屬
せ
し
む
べ
く
、「
美
」
の
字
の
「
大
」
に
従
う
の
は
猶
「
女
」
に
從
う
ご

と
し
と
し
て
、結
局
「
美
」
を
も
っ
て
「

」
説
文
・
色
好
也
の
初
文
で
あ
り
、又
「
媚
」

を
意
味
す
る
と
説
い
て
い
る
馬
氏
・
説
文
解
字
六
書
疏
證
巻
七
、一
一
九
頁
美
字
、
美
字
、
巻
ニ
七
、二
九
頁

・
女
＋
畜
の
項
参
照
。（
20
）

馬
叙
倫
は
「
美
」
字
の
中
の
「
羊
」
は
音
を
表
す
の
み
で
、「
美
」
は
「

」

の
初
文
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「

」
は
「
女
」
と
「
美
」
を
結
合
し

た
文
字
で
あ
っ
て
、「
美
」
は
「

」
の
初
文
で
は
な
い
。「
美
」
に
「
女
」
を
加

え
て
「

」
と
い
う
字
を
新
た
に
作
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
馬
叙
倫
は
「
媚
説

也
。
从
女
眉
聲
。
美
秘
切
（
媚
は
説よ

ろ
こ
ぶ
な
り
、
女
に
従
い
眉
の
聲
。
美
秘

切
）」（
21
）と
述
べ
、「
媚
」
も
ま
た
「
美
秘
切
」
の
音
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
、「
美
」
の
概
念
と
女
の
美
し
さ
を
表
す
「

」「
媚
」
は
字
の
成
り
立
ち
か

ら
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
異
な
る
文
字
で
あ
る
。
た
だ
「
ミ
」
と
い
う
音
は
こ
の
三

つ
の
各
々
の
字
に
共
通
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
そ
も
そ
も
初
め
に
そ
れ
ら

を
意
味
す
る
漢
字
誕
生
以
前
の
呉
音
「
ミ
」
の
元
の
音
の
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
話

し
言
葉
が
「
う
つ
く
し
い
」
と
い
こ
と
を
意
味
す
る
初
源
の
概
念
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
馬
叙
倫
の
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
、「
う
つ
く
し
い
」
を

本
来
意
味
す
る
の
は
、
女
性
美
を
意
味
す
る
「

」「
媚
」
が
初
源
の
概
念
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
笠
原
仲
二
氏
は
馬
叙
倫
に
「
美
」
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

抑
々
中
國
人
の
美
意
識
の
起
源
は
、
こ
れ
を
古
代
に
お
け
る
彼
等
の
日
常
的
經

験
に
卽
し
て
考
え
る
と
き
、
―
あ
る
い
は
こ
れ
を
所
謂
「
羊
大
」
と
い
う
美
の
字

の
構
造
上
か
ら
見
て
も
、
ま
た
こ
れ
を
純
理
論
的
に
考
え
て
も
―
最
も
原
初
に
は

已
述
の
様
な
所
謂
「
羊
大
」
の
姿
態
性
に
ま
つ
わ
る
様
々
の
生
活
感
情
の
何
れ
の

一
つ
か
、
ま
た
は
そ
の
何
れ
の
内
に
も
、
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
文
獻

上
の
事
實
に
徴
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
許
愼
の
説
き
、
段
氏
の
敷
衍
し

て
い
る
様
な
、
一
般
に
飮
食
物
の
味
が
「
甘う

ま

い
」
と
い
う
味
覺
美
―
本
来
的
に
は

羊
の
肥
肉
の
『
甘
さ
』
に
對
す
る
官
能
的
感
動
性
―
の
み
に
起
源
し
て
い
る
と
い

う
考
え
の
方
が
、
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。（
22
）

笠
原
氏
は
、
古
代
中
国
人
の
根
底
に
あ
る
「
う
つ
く
し
い
」
の
概
念
は
「
美
」



古
代
中
国
の
「
美
」
の
概
念
に
つ
い
て

八

字
に
あ
る
と
し
、「
美
」
字
の
成
り
立
ち
は
「
甘
い
と
い
う
味
覚
美
」
を
起
源
と

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
馬
叙
倫
の
女
性
美
を
意
味
す
る
「

」「
媚
」

が
初
源
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
退
け
て
い
る
。
そ
の
論
理
的
根
拠
と
し

て
笠
原
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
様
に
、
飮
食
物
の
味
が
「
甘
い
」「
美
い
」
と
は
、
そ
れ
ら
の
飮

食
物
を
口
に
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
口
―
舌
が
快
く
好
ま
し
い
感
覺
を
與
え
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
心
に
樂
し
く
・
喜
ば
し
い
感
動
を
與
え
る
様
な
、
肉
體
的
・
官
能

的
な
體
驗
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
こ
と
は
、「
甘
」

と
い
う
字
は
、
本
來
、
口
中
に
も
の
を
含
ん
で
い
る
形
を
表
わ
し
、
も
し
そ
の
も

の
が
「
苦
」
け
れ
ば
吐
く
。（
釋
名
・（
釋
飮
食
）・（
釋
言
語
）
甘
・
苦
）
從
っ
て

そ
れ
は
「
含
」
の
初
文
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
馬
氏
前
掲
書
巻
九　

六
一
頁
、

甘
字
。
ま
た
前
述
の
様
に
、「
甜
」
が
「
甘
」
と
「
舌
」
に
從
う
字
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、「
甘
」
に
快
・
樂
な
ど
の
別
訓
が
あ
り
、
玉
篇
、
甘
字　

や
が
て
別
の

機
會
に
詳
細
に
論
證
す
る
様
に
、「
美
」
が
好
・
快
・
樂
・
喜
・
悦
等
々
と
屢
々

訓
釋
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
實
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
證あ

か
しし
う
る
か
ら
で
あ

る
。（
23
）

笠
原
氏
は
「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
概
念
の
原
点
は
「
美
」
字
の
美
味
の
意
味

に
あ
る
と
明
言
す
る
。
笠
原
氏
は
、美
味
と
同
質
な
漢
字
に
「
甘
」
が
あ
り
「
甘
」

に
は
快
・
樂
な
ど
の
別
訓
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
美
」
が
好
・
快
・
樂
・
喜
・
悦

等
に
訓
釈
さ
れ
る
と
説
く
が
、
私
は
そ
の
考
え
に
違
和
感
を
抱
く
。
好
・
快
・
樂
・

喜
・
悦
等
が
「
美
」
と
訓
釈
さ
れ
る
の
は
、
羊
を
神
に
捧
げ
る
こ
と
に
よ
り
得
ら

れ
る
神
か
ら
の
至
福
の
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

７
．  

古
代
中
国
の
「
う
つ
く
し
い
も
の
」
を
表
す

初
源
の
文
字
は
何
か

人
間
の
認
識
に
は
五
感
に
よ
る
知
覚
の
ほ
か
に
意
識
が
あ
る
。『
般
若
心
経
』

で
言
う
と
こ
ろ
の
「
眼
耳
鼻
舌
身
意
」
の
「
意
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
意
」

と
は
、
意
味
・
意
識
な
ど
を
構
成
す
る
心
的
様
相
を
指
す
。
正
確
に
は
五
感
の
美

的
知
覚
に
は
「
意
」
の
「
究
極
」
の
意
味
の
認
識
が
混
じ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

味
に
し
て
も
匂
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
単
に
快
楽
を
感
じ
る
の
は
五
感
の
知
覚

で
あ
る
が
、そ
れ
ら
美
味
や
美
香
や
優
れ
た
音
楽
が
美
的
快
楽
で
あ
る
の
は
「
意
」

に
お
い
て
究
極
の
完
成
度
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
の
味
や
匂
い
に
対

し
て
抜
き
ん
で
た
究
極
的
な
味
や
匂
い
が
美
的
感
覚
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。

他
の
も
の
と
差
別
化
し
て
そ
の
究
極
性
を
判
断
す
る
の
は
「
意
」
の
世
界
に
お
い

て
で
あ
る
。

視
覚
に
お
い
て
は
、自
然
の
景
色
も
「
意
」
を
通
し
て
見
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

五
官
で
感
覚
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
取
り
ま
と
め
、
上
か
ら
俯
瞰
し
て
眺
め
る
よ
う
な

総
合
的
表
象
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
家
の
石
川
九
楊
氏
は
書
道
芸
術
を
「
筆

触
」「
筆
蝕
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
。
書
道
美
を
感
じ
る
心
象
に
は
触
覚

が
作
用
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。（
24
）書
道
美
を
語
る
に
は
大
変
鋭
い
指
摘
だ

と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
「
意
」
に
よ
る
全
体
的
な
書
字
の
形
や
運
筆
の

流
れ
・
余
白
と
書
字
の
調
和
な
ど
の
全
体
的
な
視
覚
的
構
成
の
認
識
も
書
美
の
中

に
加
え
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絵
画
や
彫
刻
の
芸
術
美
も
同
じ
原
理
に

よ
る
で
あ
ろ
う
。
触
覚
だ
け
の
芸
術
は
な
い
が
、
触
覚
の
作
用
を
心
象
の
中
に
含
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ま
な
い
芸
術
は
な
い
。
聴
覚
芸
術
で
あ
る
音
楽
は
聴
覚
と
い
う
感
性
に
よ
っ
て
の

み
う
つ
く
し
さ
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
に
も
音
楽
を
と
ら
え
る
「
意
」

に
よ
る
リ
ズ
ム
や
旋
律
と
言
っ
た
認
識
の
素
型
が
あ
る
。
し
か
し
、
音
楽
と
視
覚

芸
術
の
違
い
は
、
視
覚
芸
術
が
自
然
の
形
象
や
色
な
ど
多
く
の
材
料
か
ら
範
を
得

て
い
る
の
に
対
し
、
聴
覚
は
音
楽
や
鳥
の
鳴
き
声
な
ど
の
聴
覚
的
現
象
の
音
と
い

う
非
常
に
限
ら
れ
た
情
報
か
ら
範
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
味
覚
美
や
嗅
覚
美

に
お
い
て
も
聴
覚
美
と
事
情
は
同
じ
で
、
そ
れ
ら
が
「
う
つ
く
し
い
」
と
認
識
さ

れ
る
の
は
視
覚
美
に
範
を
得
た
共
感
覚
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
意
」
に
よ
っ
て
認

識
さ
れ
る
「
究
極
」
と
い
う
指
標
に
よ
っ
て
そ
の
共
感
覚
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

以
上
の
五
感
の
性
質
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、「
う
つ
く
し
い
」
の
を
意
味
す
る

人
間
に
と
っ
て
の
最
も
直
接
的
な
方
法
は
視
覚
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
味
覚
美
・

聴
覚
美
・
嗅
覚
美
は
、
視
覚
か
ら
得
ら
れ
た
「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
感
覚
の
共

感
覚
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、「
う
つ
く
し
い
」
を
意
味
す
る
漢
字
の

字
源
も
元
は
視
覚
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

私
は
、
馬
敍
倫
の
い
う
よ
う
に
、
一
番
直
接
的
な
「
美
」
の
原
初
の
漢
字
は
呉

音
ミ
の
「
眉
」「
媚
」
が
正
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
美
」
は
既
に
あ
っ

た
「
眉
」
の
「
ミ
」
の
発
音
の
漢
字
の
音
と
意
味
を
転
用
し
た
文
字
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
逆
に
、「
美
」
が
「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る

最
初
の
字
で
あ
り
、
そ
の
発
音
を
借
用
し
て
「
眉
」・「
媚
」
字
が
で
き
た
と
は
考

え
に
く
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
「
媚
」
は
巫ふ

じ
ょ女
の
う
つ
く
し
さ
を
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
巫

女
が
神
に
祈
る
厳
然
と
し
た
美
し
さ
や
女
性
そ
の
も
の
の
視
覚
的
な
う
つ
く
し
さ

は
い
か
な
る
人
に
も
「
う
つ
く
し
い
」
の
説
明
と
し
て
一
番
分
か
り
易
い
。
甲
骨

文
の
象
形
文
字
は
誰
に
で
も
容
易
に
分
か
り
易
い
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
、
羊
の
容
姿
が
う
つ
く
し
い
と
い
う
概
念
は
、
決
し
て
先
鋭
化
さ
れ
た
究

極
の
感
性
的
な
美
し
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。「
美
」
の
意
味
は
、
羊
の
味
覚

的
な
快
楽
に
基
づ
く
犠
牲
獣
と
し
て
の
概
念
や
犠
牲
獣
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

先
々
の
生
活
の
安
定
感
が
得
ら
れ
る
幸
福
感
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
直
接
的
な

「
う
つ
く
し
さ
」
の
概
念
で
は
な
く
、や
や
抽
象
化
さ
れ
た
「
美
」
の
概
念
で
あ
る
。

私
に
は
、
笠
原
仲
二
氏
の
言
う
よ
う
に
、
味
覚
的
な
快
楽
で
あ
る
美
味
が
「
う

つ
く
し
い
」
の
字
源
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
お
い
し
い
」

は
味
覚
的
な
快
楽
で
あ
っ
て
、
味
覚
的
快
楽
そ
の
も
の
は
「
う
つ
く
し
い
」
と
は

表
現
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
が
食
べ
物
を
食
べ
て
お
い
し
い
時
、決
し
て「
う

つ
く
し
い
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
う
つ
く
し
い
」
を
認
識

す
る
基
点
は
視
覚
な
の
で
あ
る
。「
お
い
し
い
」
が
「
う
つ
く
し
い
」
と
認
識
さ

れ
る
の
は
、お
い
し
い
も
の
の
究
極
の
秀
で
た
も
の
と
す
る
「
意
」
の
働
き
が
あ
っ

て
こ
そ
で
あ
る
。
視
覚
的
な
「
う
つ
く
し
い
」
の
「
意
」
に
よ
る
認
識
の
「
究
極
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
五
感
の
中
の
味
覚
の
中
に
当
て
は
め
た
共
感
覚
が
美
味
の
意
味

の
な
の
で
あ
る
。「
美
」
も
ま
た
、「
う
つ
く
し
い
」
と
概
念
化
さ
れ
る
の
は
、
肥

え
た
羊
の
姿
の
「
う
つ
く
し
さ
」
が
原
点
で
あ
る
と
言
え
、
決
し
て
味
覚
の
美
味

が
原
点
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
羊
の
「
お
い
し
い
」
と
い
う
性
質
か
ら

神
へ
の
犠
牲
と
い
う
要
素
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
美
」
字
が
成
り
立
つ

存
立
理
由
と
し
て
「
お
い
し
い
」
は
不
可
欠
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

美
麗
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、「
美
」
と
「
麗
」
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
。「
麗
」
は
「
う
る
わ
し
い
」
と
訓
さ
れ
、
鹿
の
角
や
全
身
の
姿
の

う
つ
く
し
さ
を
文
字
に
し
た
漢
字
だ
が
、
鹿
の
肉
は
羊
の
肉
ほ
ど
お
い
し
く
は
な



古
代
中
国
の
「
美
」
の
概
念
に
つ
い
て

一
〇

い
。「
麗
」は
立
派
な
角
を
も
つ
鹿
の「
う
る
わ
し
い
」姿
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
、

鹿
肉
の
味
と
は
関
係
な
く
つ
く
ら
れ
た
文
字
で
あ
る
。「
美
」は
美
味
か
ら
羊
の「
う

つ
く
し
い
」
姿
の
観
念
が
で
き
た
の
で
は
な
く
、「
麗
」
と
同
じ
よ
う
に
羊
の
姿

の
「
う
つ
く
し
さ
」
を
初
源
と
し
て
文
字
化
さ
れ
た
漢
字
で
あ
り
、
美
味
は
視
覚

的
な
「
う
つ
く
し
い
」
か
ら
共
感
覚
に
よ
っ
て
類
推
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
に
言
葉
と
し
て
の
発
音
が
あ
っ
て
、
次
に
呉
音
ミ
の
発
音
の
「
眉
」

「
媚
」
字
が
で
き
、
そ
の
次
に
「
美
」
字
が
で
き
た
。「
眉
」
は
、
そ
の
字
義
が

「
眉ま

ゆ

」
か
ら
意
味
が
拡
大
さ
れ
て
、
女
性
美
に
見
ら
れ
る
「
う
つ
く
し
い
」
の
意

味
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
非
常
に
直
感
的
な
視
覚
美
の
認
識
で
あ
る
。

な
ぜ「
う
つ
く
し
い
」を
意
味
す
る
常
用
的
な
漢
字
が「
眉
」に
な
ら
ず
に「
美
」

に
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、「
眉
」
に
「
ま
ゆ
」
と
い
う
原
意
が
あ
り
、「
眉
」
と

い
う
視
覚
的
な
形
象
が
印
象
と
し
て
強
く
、
そ
の
象
形
文
字
を
美
術
な
ど
の
広
い

範
囲
を
も
つ
「
う
つ
く
し
い
」
と
す
る
に
は
不
自
然
感
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、「
眉
」「
媚
」
か
ら
は
女
性
美
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

強
く
、
自
然
や
美
術
的
な
も
の
を
表
現
す
る
に
は
や
は
り
何
か
不
調
和
な
感
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
美
」
字
は
視
覚
的
な
羊
の
姿
の
美
し
さ
を
も
字
源
と
し
て

含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
味
覚
的
な
快
楽
か
ら
「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
概
念
は

生
ま
れ
な
い
け
れ
ど
、
視
覚
的
な
羊
の
姿
か
ら
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
広
い
概
念
の
美

術
的
な
「
う
つ
く
し
い
」
の
概
念
は
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。「
美
」
字
に
は
「
眉
」

「
媚
」
に
み
る
よ
う
な
生
々
し
い
セ
ク
シ
ャ
ル
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。
そ
の
た

め
に
、
広
域
な
「
う
つ
く
し
い
」
を
い
う
概
念
と
し
て
「
美
」
が
使
わ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。「
美
」
は
五
感
を
通
じ
て
共
感
覚
的
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の

中
心
と
な
る
と
こ
ろ
は
肥
美
の
羊
の
姿
に
見
る
よ
う
に
視
覚
で
あ
り
、
か
つ
、
美

術
や
工
芸
に
は
や
や
抽
象
的
な
「
美
」
の
概
念
を
含
む
と
い
う
よ
う
に
概
念
の
領

域
が
広
い
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
「
美
」
が
慣
行
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。「
眉
」「
媚
」と「
美
」は
す
べ
て
甲
骨
文
一
期
に
存
在
す
る
が
、「
眉
」

「
媚
」
が
で
き
た
の
ち
に
そ
の
概
念
の
幅
を
広
げ
た
「
美
」
が
で
き
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
後
世
、「
美
」
が
女
性
美
や
美
術
や
自
然
美
な
ど
の
「
う
つ
く
し
い
」

を
意
味
す
る
包
括
的
な
漢
字
と
し
て
通
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
を
書
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
笠
原
仲
二
『
古
代
中
國
人
の
美
意
識
』

（
朋
友
書
店
、1979.10

）
を
読
ん
で
、
笠
原
氏
の
古
代
の
「
美
」
に
つ
い
て
の
見

解
に
違
和
感
を
も
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。「
美
」
と
い
う
概
念
は
五
感
で
捉
え

る
よ
う
な
直
感
的
な
「
美
」
の
ほ
か
に
、
絵
画
・
音
楽
・
書
道
・
詩
な
ど
に
お
け

る
感
情
・
意
識
を
踏
ま
え
て
捉
え
る
美
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
解
釈
し

た
場
合
、
笠
原
氏
の
言
う
よ
う
に
、
味
覚
の
「
美
」
が
出
発
点
と
な
っ
て
、「
美
」

が
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
ど
う
し
て
も
考
え

に
く
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
美
」
の
「
う
つ
く
し
い
」
の
意
味
は
視
覚
美

を
出
発
点
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
中
国
の
「
美
」
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、

古
代
人
が
「
美
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
捉
え
た
か
は
、
ま
ず
「
美
」
と
い
う
概
念

の
論
理
的
構
造
を
分
析
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え
た
。
人
間
の
思
考
や
感
情
の
論
理

は
古
代
も
現
在
も
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
分
析
の
結
果
、「
美
」
の
概

念
の
本
質
は
視
覚
美
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
五
感
の
感
覚
で
あ
る
「
お
い

し
い
」
を
意
味
す
る
美
味
の
「
美
」
は
視
覚
美
か
ら
の
共
感
覚
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
視
覚
美
や
味
覚
美
も
単
な
る
感
覚
で
は
な
く
「
意
」
の
カ
テ
ゴ



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
六
號

一
一

リ
ー
を
通
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
視
覚
美
が
常
識
的
に
見
て
一

番
分
か
り
易
く
、「
美
」
の
模
範
に
な
り
得
る
認
識
な
の
で
あ
る
。「
美
」
が
美
術

の
様
に
や
や
高
度
な
認
識
に
使
わ
れ
る
際
に
も
、
や
は
り
視
覚
的
な
「
美
」
が
根

本
に
な
っ
て
い
る
。
音
楽
な
ど
の
聴
覚
美
、
香
水
や
花
の
香
り
な
ど
の
嗅
覚
美
も

ま
た
視
覚
美
の
共
感
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

風
光
明
媚
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
「
美
」
で
は
な
く
、「
媚
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
風
と
い
う
語
に
触
覚
的
な
寒
さ
や
清
風
の
心
地
よ
さ
が

感
じ
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
景
色
の
な
ま
め
か
し
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
「
媚
」
が

使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
風
景
と
い
う
言
葉
も
同
じ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
中
国

の
水
墨
画
家
が
描
い
た
風
水
画
に
気
韻
生
動
が
コ
ン
セ
プ
ト
に
な
っ
て
い
る
の

も
、
画
に
気
と
い
う
霊
気
を
吹
き
込
ん
で
触
覚
的
な
感
覚
を
加
え
て
平
面
的
な
風

景
を
超
え
て
立
体
的
に
感
じ
取
る
工
夫
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
生
ま
れ

た
「
花
鳥
風
月
」
と
い
う
言
葉
に
も
同
じ
趣
向
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
美
」
の
概

念
に
は
視
覚
的
な
美
が
中
心
で
あ
る
が
、
触
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
な
ど
の
共
感
覚
が

見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
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