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察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

ま
ず
裂
の
表
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

萩は
ぎ

、
薄す

す
き

、
松
な
ど
、
一
面
に
草
木
の
模
様

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
拡
大
し
て
見
る
と
、

草
木
の
模
様
は
、
刺し

繍し
ゅ
う

糸い
と

の
よ
う
な
太

い
糸
を
織
り
込
ん
で
表
現
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
（
写
真
「
中
」）。
そ
し

て
、
布
地
の
全
面
に
斜
め
の
織
目
が
走
っ

て
い
る
の
が
見
て
取
れ
ま
す
。
こ
の
織
目

は
綾
織
と
い
う
織
り
方
に
よ
る
も
の
で

す
。
平
織
で
は
経
糸
と
緯
糸
を
１
本
ず
つ

交
差
さ
せ
て
織
り
ま
す
が
、
綾
織
で
は
規

則
的
に
経た

て

緯よ
こ

を
交
差
さ
せ
な
い
箇
所
を

　

布
は
、
糸
を
紬つ

む

い
で
織
る
こ
と
に
よ
り

形
作
ら
れ
ま
す
。「
織
る
」
と
は
、経た

て

糸い
と

と

緯よ
こ

糸い
と

を
絡か

ら

み
合
わ
せ
る
こ
と
。
最
も
単
純

な
構
造
で
あ
る
平ひ

ら

織お
り

か
ら
、
複
雑
な
模
様

や
独
特
の
質
感
を
も
自
由
自
在
に
表
現
で

き
る
綾あ

や

織お
り

や
繻し

ゆ

子す

織お
り

、
捩

も
じ
り

織お
り

に
至
る
ま
で
、

織
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
井
伊
家
に
伝
来
し
た
江
戸

時
代
の
裂
（
布
の
切
れ
端
）
を
取
り
上
げ
、

織
の
技
法
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
裂
（
写
真
「
上
」）

は
、
能
の
装

し
ょ
う

束ぞ
く

を
引
き
解と

い
た
も
の
。
か

つ
て
は
舞
台
を
華
や
か
に
彩
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
裂
と
な
っ
た
こ
と
が
残
念
に

思
わ
れ
る
ほ
ど
、
見
事
な
模
様
が
織
り
出

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
裂
の
形
だ
か
ら
こ
そ
見
え
て

く
る
魅
力
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
布
の
裏

面
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
よ
う
に

凝
っ
た
模
様
を
施
し
た
布
を
衣
装
に
仕

立
て
る
際
に
は
必
ず
裏
地
を
付
け
る
た

め
、
布
の
裏
面
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
も

の
で
す
。
し
か
し
裏
地
が
外
さ
れ
て
し

ま
っ
た
裂
な
ら
ば
、
裏
面
を
じ
っ
く
り
観

織
の
技
法
を
ひ
も
と
く
― 

裂
に
み
る
技 

―

作
り
ま
す
。
こ
の
裂
で
は
、
経
糸
を
緯
糸

２
本
分
飛
ば
し
、
３
本
目
に
交
差
さ
せ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
１
つ
隣
の
経
糸
で
は
、

飛
び
を
一
段
ず
つ
下
へ
ず
ら
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
布
全
体
に
斜
め
の
織
り
目
を
作

り
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
織
地
を

用
い
る
こ
と
で
、
な
め
ら
か
な
曲
線
を
持

つ
模
様
の
表
現
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。

　

次
に
、
裏
面
を
表
面
と
比
べ
な
が
ら
見

て
み
ま
し
ょ
う（
写
真「
下
」。
右
側
が
表
面 

、

左
側
が
裏
面
）。
草
木
の
模
様
を
作
り
出
す

き 

れ
　  

　

色
糸
が
、
裏
面
で
は
表
面
と
反
転
し
た
形

で
あ
る
こ
と
、
色
糸
が
模
様
の
あ
た
り
に

の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
模
様
の
形
は
色
糸
が
表

面
に
回
っ
て
浮
い
た
状
態
と
す
る
こ
と
で

表
現
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
模
様
ご

と
に
色
糸
を
部
分
遣
い
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
部
分
的
に
色

糸
を
織
り
込
ん
で
模
様
を
表
現
す
る
技
法

を
縫ぬ

い

取と
り

織お
り

と
呼
び
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
綾

織
に
縫
取
織
を
施
し
た
織
物
は
「
唐か

ら

織お
り

」

と
呼
ば
れ
、
と
り
わ
け
能
の
装
束
に
は
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
華
麗
な
織
物
と
し

て
江
戸
時
代
か
ら
重
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

裏
面
に
表
れ
た
複
雑
な
糸
遣
い
を
み
る

と
、
美
し
く
完
成
さ
れ
た
模
様
織
が
い
か

に
緻
密
な
計
画
の
下
で
制
作
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
が
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
布
の

表
面
の
み
な
ら
ず
、
裏
面
を
も
じ
っ
く
り

見
つ
め
、
先
人
の
技
を
ひ
も
と
い
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。　

 
   （

彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

奥
田
晶
子
）

写
真
の
作
品
は
、「
織
と
縫 

― 

井
伊
家

伝
来
能
装
束
か
ら 

― 

」
で
９
月
30
日
㈮

か
ら
10
月
24
日
㈪
ま
で（
期
間
中
無
休
）

展
示
し
ま
す
。　

▲唐織裂　茶地松に芝秋草文様（上）

▲同部分（中）

▲同部分（下）




