
【
さ
ら
に
本
旨
】

物
の
あ
わ
れ
を
知
る
と
は
ど
う
い
う
事
か

物
の
あ
わ
れ
を
知
る
と
い
う
事
。
ま
ず
す
べ
て
「
あ
は
れ1
」
と
い
う
の
は
元
来
、
見
る
物
・
聞
く
物
・
触

れ
る
事
に
心
が
感
じ
て
出
る
　な

げ
き

嘆
息　
の
声
で
あ
っ
て
、
今
（
江
戸
時
代
）
の
俗
言
で
も
「
あ
あ
」
と
言
い
「
は
れ
」

と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
月
・
花
を
見
て
感
動
し
て
「
あ
あ
、
見
事
な
花
じ
ゃ
」「
は
れ
、
よ
い

月
か
な
」2
な
ど
と
言
う
が
、「
あ
は
れ
」
と
い
う
の
は
こ
の
「
あ
あ
」
と
「
は
れ
」
と
の
重
な
っ
た
物
で
、
漢

文
に
「
鳴
呼
」
な
ど
と
あ
る
文
字
を
「
あ
あ
」
と
読
む
の
も
こ
れ
で
あ
る
。
古
語
で
「
あ
な
」
ま
た
は
「
あ

や
」
な
ど
と
言
う
「
あ
」
も
同
じ
。
ま
た
「
は
や
」
と
も
「
は
も
」
と
も
言
う
「
は
」
も
、
か
の
「
は
れ
」

の
「
は
」
と
同
じ
。
ま
た
後
世
の
言
葉
で
「
あ
つ
は
れ
（
あ
っ
ぱ
れ
）
」
と
言
う
の
も
「
あ
あ
は
れ
」
と
感
動

す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
後
世
で
は
、「
あ
は
れ
」
の
「
は
」
の
文
字
を
音
便
に
よ
っ
て
「
わ
」
と
言
う
が
、
　

い
に
し
え

古　
は
す
べ
て
こ
の

1

あ
は
れ–

説
明
内
容
と
合
わ
せ
る
た
め
、
こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
は
括
弧
付
き
の
旧
仮
名
遣
い
で
表
記
す
る
。

2

あ
あ
、
見
事
な
云
々–

原
文
は
「
あ
あ
見
ご
と
な
花
ぢ
や
」「
は
れ
よ
い
月
か
な
」。
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よ
う
な
所
も
皆
、
本
来
の
音
の
ま
ま
に
、「
は
」
の
文
字
は
「
　は葉　
」「
　は歯　
」3
の
よ
う
に
発
音
し
た
の
で
あ
る
。

特
に
こ
の
「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
は
嘆
く
声
で
あ
っ
て
、「
あ
あ
」
と
「
は
れ
」
と
が
重
な
っ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
当
然
で
あ
る
。『
　こ

ご
し
ゅ
う
い

古
語
拾
遺　
』（
八
〇
七
年
成
立
）
に
「
あ
は
れ
」
を

　イ
フ
コ
コ
ロ
ハ

言

　
　ア

メ天　
　ハ

レ晴　
　ナ

リ也　

と
言
っ
て
い
る
の
は
と
ん
で
も
な
い
誤
り
で
あ
る
が
、
こ
の
例
か
ら
も
、
昔
は
「
は
れ
」
を
「
　は

れ晴　
」
の
よ
う

に
発
音
し
た
事
が
分
か
る
。

さ
て
　

い
に
し
え

古　
の
歌
に
「
あ
は
れ
」
と
詠
ん
だ
も
の
は
、「
ひ
と
つ
松
あ
は
れ
」（『
日
本
書
紀
』）、「
あ
は
れ
そ
の
鳥
」

（『
万
葉
集
』）、「
あ
は
れ
い
く
よ
の
屋
ど
な
れ
や
」（『
古
今
集
』）、「
あ
は
れ
む
か
し
へ
有
り
き
て
ふ
」（『
古
今
集
』）

な
ど
の
　た

ぐ類　
い
は
、
感
動
し
て
す
ぐ
に
「
あ
あ
は
れ
」
と
嘆
い
た
ま
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
言
葉
の
本
義

で
あ
る
。「
あ
は
れ
あ
は
れ
と
な
げ
き
あ
ま
り
」（『
古
今
集
』）
、「
あ
は
れ
あ
な
う
と
過
し
つ
る
か
な
」（『
古
今

集
』）
な
ど
の
　た

ぐ類　
い
も
同
じ
。

あ
は
れ
て
ふ
言
を
あ
ま
た
に
や
ら
じ
と
や

春
に
お
く
れ
て
ひ
と
り
さ
く
ら
ん

3

「
葉
」「
歯
」–

共
に
「
は
（H

A

）
」
を
表
す
万
葉
仮
名
。
漢
字
の
音
を
用
い
て
日
本
語
の
音
を
表
記
し
て
い
る
。
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（「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
を
他
の
多
く
の
花
に
分
け
与
え
ま
い
と
、
春
に
遅
れ
て
一
人
咲
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
）

と
い
う
歌
（『
古
今
集
』）
も
、「
人
が
花
を
見
て
感
動
し
て
言
う
『
あ
あ
は
れ
』
と
い
う
言
葉
を
、
そ
の
花
が
内

心
で
『
他
の
多
く
の
花
に
は
分
け
与
え
ず
に
、
自
分
一
人
が
そ
う
言
わ
れ
よ
う
』
と
思
っ
て
、
他
の
花
が
皆

散
っ
た
後
に
一
人
遅
れ
て
咲
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
ま
ず
「
あ

は
れ
」
と
い
う
言
葉
の
本
義
を
知
り
な
さ
い
。

さ
て
ま
た
「
あ
は
れ
と
見
る
」「
あ
は
れ
と
き
く
」「
あ
は
れ
と
思
ふ
」
な
ど
と
言
う
　た
ぐ類　
い
は
、
少
々
転
じ

た
言
い
方
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
あ
あ
は
れ
」
と
感
じ
て
、
見
、
聞
き
、
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
あ
は
れ

な
り
」
と
い
う
　た

ぐ類　
い
は
、「
あ
あ
は
れ
」
と
感
じ
ら
れ
る
様
子
で
あ
る
。

ま
た
「
あ
は
れ
を
知
る
」「
あ
は
れ
を
見
す
」「
あ
は
れ
に
堪
へ
ず
」
な
ど
と
い
う
　た

ぐ類　
い
は
、
す
べ
て
何
事

で
あ
れ
「
あ
あ
は
れ
」
と
感
じ
ら
れ
る
様
子
を
名
付
け
て
「
あ
は
れ
」
と
い
う
物
に
し
て
言
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
必
ず
「
あ
あ
は
れ
」
と
感
じ
る
べ
き
事
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
感
じ
る
べ
き
風
情
を
わ
き
ま
え
知
っ
て

感
じ
る
の
を
「
あ
は
れ
を
し
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
「
物
を
あ
は
れ
む
」
と
い
う
言
葉
も
、
元
来
は
「
あ
あ
は
れ
」
と
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。『
　こ

き
ん
し
ゅ
う

古
今
集　
』

の
序
に
「
霞
を
あ
は
れ
み
」
と
あ
る
事
な
ど
を
も
っ
て
理
解
し
な
さ
い
。
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ま
た
後
世
で
は
「
あ
は
れ
」
と
言
う
の
に
「
哀
」
の
字
を
書
い
て
、
た
だ
悲
哀
の
意
味
と
だ
け
思
う
よ
う

だ
が
、「
あ
は
れ
」
は
悲
哀
と
は
限
ら
ず
、
　う

れ嬉　
し
さ
で
も
、
面
白
さ
で
も
、
楽
し
さ
で
も
、
風
情
の
あ
る
こ

と
で
も
、
す
べ
て
「
あ
あ
は
れ
」
と
思
わ
れ
る
事
は
皆
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
あ
は
れ
に
お
か
し

く
」
と
も
「
あ
は
れ
に
う
れ
し
く
」
と
も
連
ね
て
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
滑
稽
さ
に
も
　う

れ嬉　
し
さ
に
も
、「
あ

あ
は
れ
」
と
感
じ
た
事
を
「
あ
は
れ
に
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
ま
た
、「
お
か
し
き
」「
う
れ
し
き
」
な
ど
と
「
あ
は
れ
」
と
を
対
置
し
て
言
っ
た
事
も
多
い
の

は
、
人
の
　

こ
こ
ろ

情　
が
様
々
に
感
じ
る
事
の
中
で
、
　う

れ嬉　
し
い
事
・
面
白
い
事
な
ど
に
は
感
じ
る
事
が
深
く
な
く
、
た

だ
悲
し
い
事
・
辛
い
事
・
恋
し
い
事
な
ど
、
総
じ
て
心
の
思
い
が
か
な
わ
な
い
場
合
に
は
、
感
じ
る
事
が
格

別
に
深
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
深
い
方
を
特
に
「
あ
は
れ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
俗
に
悲

哀
だ
け
を
言
う
の
も
そ
の
意
味
合
い
で
あ
る
。
例
え
ば

「
　わ

か
な

若
菜　
」
の
巻
に
、

梅
の
花
を
、
花
の
さ
か
り
に
な
ら
べ
て
見
ば
や
、

（
梅
の
花
を
、
桜
の
花
の
盛
り
に
並
べ
て
見
た
い
も
の
だ
）

と
言
っ
て
い
る
事
が
あ
る
の
と
似
て
い
る
。
梅
の
花
も
花
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
置
し
て
桜
を
特
に
「
花
」
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と
言
っ
て
い
る
。

さ
て
ま
た
「
物
に
感
じ
る
」
と
は
、
俗
に
は
良
い
事
だ
け
に
言
う
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
そ
う
で
は
な
い
。

字
典
に
も
「
感
は
動
也
」
と
言
っ
て
、
心
が
動
く
事
で
あ
る
か
ら
、
良
い
事
で
あ
れ
悪
い
事
で
あ
れ
、
心
が

動
い
て
「
あ
あ
は
れ
」
と
思
わ
れ
る
の
は
皆
感
じ
る
事
で
あ
っ
て
、「
あ
は
れ
」
と
言
う
言
葉
に
よ
く
当
て

は
ま
る
文
字
で
あ
る
。
漢
文
に

　ゼ
シ
ム

感
二　
鬼
　ヲ神
一　

（
鬼
神
を
感
動
さ
せ
る
）

と
あ
っ
て
、『
　こ

き
ん
し
ゅ
う

古
今
集　
』
の
　ま

な
じ
ょ

真
名
序　
に
も
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
　か

な
じ
ょ

仮
名
序　
に
は
「
お
に
神
を
も
あ

は
れ
と
思
は
せ
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、「
あ
は
れ
」
は
物
に
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
分
か
る
。
大
体
「
あ

は
れ
」
と
い
う
言
葉
の
本
義
、
ま
た
転
じ
た
用
法
な
ど
は
上
に
述
べ
た
通
り
に
心
得
な
さ
い
。

さ
て
ま
た
「
物
の
あ
わ
れ
」
と
い
う
の
も
同
じ
事
で
あ
っ
て
、「
物
」
と
い
う
の
は
、「
言
う
」
を
「
　も

の
い

物
言　

う
」、「
語
る
」
を
「
　も

の
が
た

物
語　
る
」、
ま
た
「
　も

の
も
う

物
詣　
で
」「
　も

の
み

物
見　
」「
　も

の
い

物
忌　
み
」
な
ど
と
言
う
　た

ぐ類　
い
の
も
の
で
、
広

く
言
う
時
に
添
え
る
言
葉
で
あ
る
。
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