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質
と
無
縁
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
目
に
見
え
な
い
質

な
の
で
、「
普
請
道
楽
」
と
言
う
に
は
程
遠
い
。

　
何
を
言
い
た
い
か
と
い
え
ば
、
つ
ま
り
、
政
財
界
を

リ
ー
ド
す
る
よ
う
な
立
場
の
人
に
は
、
質
、
デ
ザ
イ
ン

と
も
に
す
ぐ
れ
た
家
に
住
ん
で
建
築
文
化
も
リ
ー
ド
す

る
存
在
で
あ
っ
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
家

は
メ
ー
カ
ー
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
オ
ー
ダ

ー
メ
イ
ド
か
つ
手
仕
事
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
べ
き

だ
。
な
ぜ
か
。
建
築
文
化
を
リ
ー
ド
で
き
る
の
は
、
あ

こ
が
れ
の
品
で
あ
り
、
メ
ー
カ
ー
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン

の
よ
う
な
大
量
生
産
品
と
は
違
う
と
思
う
か
ら
だ
。

　
少
し
手
厳
し
く
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は

あ
こ
が
れ
の
品
は
大
量
生
産
品
に
も
利
益
を
も
た
ら
し

て
く
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
大
量
生
産
品
は
、
特
注
や
手

仕
事
の
部
分
を
機
械
生
産
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
利
益

を
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。

　
建
設
業
界
は
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
手
仕
事
の
家
を

建
て
て
く
れ
る
「
普
請
道
楽
」
の
施
主
の
育
成
に
、
業

界
を
あ
げ
て
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ

の
原
稿
を
読
ん
で
い
る
建
設
業
界
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、

い
っ
た
い
ど
の
程
度
個
性
の
あ
る
家
に
住
ん
で
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
か
く
い
う
私
も
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
メ
ー

カ
ー
住
宅
の
借
家
に
住
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
は
偉
そ
う

な
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
、
現
在
地
方
で
書
庫
兼
別
荘

に
使
え
る
古
民
家
を
物
色
中
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
時

代
の
文
化
を
リ
ー
ド
す
る
家
の
ひ
と
つ
は
、
も
し
か
す

る
と
歴
史
的
建
築
物
を
改
修
し
た
住
ま
い
か
も
し
れ
な

い
と
勝
手
に
思
っ
て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

岡
県
富
士
市
に
古こ

谿け
い

荘そ
う

と
い
う
建
物
が
あ
る
。

明
治
四
十
三
年
に
竣
工
し
た
洋
館
付
き
和
風
住

宅
（
別
邸
）
で
、
平
成
十
七
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
。
建
て
主
は
、
宮
内
大
臣
を
務
め
た
田
中

光
顕
（
一
八
四
三
〜
一
九
三
九
）
で
あ
る
。
田
中
光
顕

は
、
い
わ
ゆ
る
「
普
請
道
楽
」
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物

で
、
古
谿
荘
以
外
に
も
名
建
築
と
い
わ
れ
る
住
宅
を
い

く
つ
も
建
て
て
い
る
。
古
谿
荘
は
現
在
、
野
間
文
化
財

団
の
所
有
で
、
重
要
文
化
財
指
定
を
機
に
、
公
開
活
用

を
進
め
る
た
め
の
保
存
活
用
計
画
を
策
定
中
で
、
筆
者

は
そ
の
策
定
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
話
題
を
出
し
た
の
は
、
現
代
の
政
財
界

人
た
ち
が
、
後
に
名
建
築
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
家
に
住

ん
で
い
な
い
の
で
は
と
危
惧
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
の
憶
測
だ
が
、
彼
ら
の
多
く
は
、
都
心
の
マ

ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
名
建
築
と
呼
ば
れ
る
建
物
の
多
く
は
、
時
代
ご
と
の

建
築
文
化
を
代
表
す
る
存
在
で
、
そ
れ
は
庶
民
の
建
築

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
例
え
ば
、
古
谿
荘
の

よ
う
な
近
代
和
風
建
築
に
み
ら
れ
る
座
敷
の
し
つ
ら
え

は
、
庶
民
住
宅
の
和
室
や
旅
館
な
ど
の
宿
泊
施
設
の
内

装
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
現
代
は
ど
う
だ
ろ
う
。
高
層
マ
ン
シ

ョ
ン
も
、
庶
民
が
あ
こ
が
れ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
は
、
現
代
の
建
築
文
化
を
つ
く
っ
て
は
い
る
。
と
は

い
え
、
高
層
階
に
住
ま
い
が
あ
る
こ
と
と
建
物
の
質
や

デ
ザ
イ
ン
と
は
無
縁
で
あ
る
。
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
に
も

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
や
免
震
装
置
の
導
入
が
あ
る
の
で
、
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