
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

羽
仁
新
五
の
仕
事
に
つ
い
て

玉
　
　
井

敬
　
　
之

Ｈ

　
石
山
徹
郎
を
中
心
と
す
る
近
代
文
学
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
た
か
で
、
羽
仁
新

五
は
、
最
も
尖
鋭
な
部
分
を
代
表
し
て
い
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
に
は
な
ら
た

い
と
思
う
。
羽
仁
新
五
の
執
筆
活
動
は
、
　
一
九
三
五
年
五
月
、
早
稲
田
大
学

『
国
文
学
研
究
』
第
四
輯
に
の
せ
ら
れ
た
「
漱
石
の
初
期
に
於
げ
る
創
作
態

度
」
か
ら
、
　
一
九
四
八
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
文
芸
学
の
諸
問
題
』
　
（
建

設
杜
）
に
寄
稿
し
た
「
川
端
文
学
が
再
会
し
た
も
の
」
に
い
た
る
期
間
に
過
ぎ

な
い
。
　
『
文
芸
学
の
諸
問
題
』
は
、
一
九
四
五
年
七
月
敗
戦
直
前
に
世
を
去
っ

た
石
山
徹
郎
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た
論
集
で
あ
る
。
近
藤
忠
義
の
「
あ
と
が

き
」
に
は
「
石
山
さ
ん
。
大
変
ご
ぶ
さ
た
し
て
し
ま
い
ま
し
た
上
、
あ
な
た

に
手
向
げ
る
僕
た
ち
の
論
文
集
の
出
版
も
、
と
う
と
う
あ
な
た
の
一
週
忌
に
問

に
合
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
ん
な
に
お
そ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
ま

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

づ
お
わ
び
申
し
ま
す
」
と
あ
り
、
そ
の
日
付
は
二
九
四
六
・
一
二
・
二
五
」

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
論
集
に
寄
せ
ら
れ
た
論
文
は
、
す
べ
て
一
九
四
六

年
の
う
ち
に
は
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
ｐ
羽
仁
新
五
の
場
合
に
も
、
　
「
石
山
先

生
、
戦
災
で
蔵
書
の
総
て
を
失
ひ
、
疎
開
地
で
参
考
書
の
借
覧
の
便
を
持
た
な

い
今
の
私
に
は
、
差
当
り
手
近
な
雑
誌
『
世
界
』
第
二
号
に
発
表
さ
れ
た
川
端

康
成
氏
の
『
再
会
』
と
云
ふ
作
品
の
分
析
を
行
っ
て
先
生
に
捧
げ
る
よ
り
仕
方

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
冒
頭
に
こ
と
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
や

は
り
お
そ
く
と
も
一
九
四
六
年
の
秋
ま
で
に
は
脱
稿
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
と

す
れ
ぱ
羽
仁
の
執
筆
期
問
は
、
も
う
少
し
短
く
な
る
だ
ろ
う
。
　
『
文
芸
学
の
諸

間
題
』
の
奥
付
は
「
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
五
日
発
行
」
と
な
っ
て
い
る
。
近

藤
忠
義
が
「
あ
と
が
き
」
を
書
い
た
目
付
か
ら
は
、
一
年
半
以
上
も
経
っ
て
い

た
。
羽
仁
新
五
は
こ
の
論
集
の
奥
付
の
日
か
ら
一
か
月
程
後
の
一
九
四
八
年
八

　
　
　
○

月
十
一
日
に
、
疎
開
先
の
伊
賀
上
野
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。



　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

。
羽
仁
新
五
の
執
筆
期
間
は
、
昭
和
十
年
代
の
、
前
後
十
年
余
り
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
た
く
こ
の
期
問
は
、
戦
時
下
の
苛
酷
な
状
況
の
も
と

に
あ
っ
た
。

ｏ

　
羽
仁
新
五
は
一
九
三
三
年
三
月
、
早
稲
田
大
学
を
卒
業
し
た
。
早
稲
田
大
学

『
国
文
学
研
究
』
第
四
輯
（
昭
和
十
年
五
月
）
に
羽
仁
新
五
の
「
漱
石
の
初
期

に
於
け
る
創
作
態
度
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
卒
業
論
文

「
漱
石
初
期
の
作
品
の
原
擦
的
研
究
」
を
も
と
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
羽

仁
新
五
の
近
代
文
学
研
究
は
こ
こ
か
ら
出
発
し
た
。
そ
し
て
こ
の
後
も
夏
目
漱

石
論
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
が
石
山
徹
郎
と
の

接
触
の
一
つ
の
契
機
と
た
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
明
治
文
学
を
中
心
と
し
て
近
代
文
学
が
、
よ
う

や
く
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
。
一
九

三
二
年
に
は
明
治
文
学
会
や
明
治
文
学
談
話
会
が
結
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
機
関

誌
『
季
刊
明
治
文
学
』
や
『
明
治
文
学
研
究
』
を
発
行
す
る
。
　
『
国
語
と
国
文

学
』
も
、
こ
の
年
の
四
月
号
を
「
明
治
文
豪
論
」
と
し
て
特
集
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
後
に
大
阪
に
お
い
て
羽
仁
新
五
の
学
問
上
の
師
と
た
っ
た
石
山
徹
郎
は
、

『
国
文
学
者
一
夕
話
』
（
六
合
館
　
昭
和
七
年
七
月
）
で
、
近
代
文
学
に
関
す

る
研
究
が
、
よ
う
や
く
卒
業
論
文
と
Ｌ
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

感
慨
深
く
語
っ
て
い
る
。
近
代
文
学
研
究
は
、
こ
の
こ
ろ
、
そ
の
正
当
な
位
置

を
要
求
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
近
代
文
学
研
究
が
新
し
く
展
開
す
る
な
か
で
、
夏
目
漱
石
の
研

究
に
関
し
て
い
え
ぱ
、
羽
仁
新
五
が
「
漱
石
の
初
期
に
於
げ
る
創
作
態
度
」
を

菟
表
し
た
一
九
三
五
年
、
つ
ま
り
昭
和
十
年
は
、
漱
石
没
後
二
十
年
に
あ
た
っ

て
い
た
。
こ
の
年
の
十
月
か
ら
翌
々
年
十
月
に
か
げ
て
、
い
わ
ゆ
る
決
定
版
全

集
全
十
九
巻
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
昭
和
十
年
以
後
数
年
を
、
湯

地
孝
は
「
漱
石
批
評
研
究
の
歴
史
」
の
な
か
で
、
漱
石
没
後
の
大
正
六
年
と
と

も
に
コ
一
つ
の
大
き
な
峰
」
と
し
て
展
望
し
、
　
「
い
わ
ゆ
る
文
芸
評
論
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
か
ら
漸
次
学
術
研
究
的
な
方
向
に
昇
華
し
て
行
っ
た
時
代
」
と
挽
定
し
て
い

る
。
し
か
し
羽
仁
新
五
が
、
こ
の
よ
う
た
近
代
文
学
研
究
の
雰
囲
気
と
動
向
を
、

ど
の
し
う
に
感
じ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
た
い
。

　
「
漱
石
の
初
期
に
於
げ
る
創
乍
態
度
」
は
、
夏
目
漱
石
の
『
濠
虚
集
』
に
収

め
ら
れ
て
い
る
諸
短
編
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
の
関
連
を
探
っ
た
論
文
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
倫
敦
塔
」
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
「
幻
影
の
盾
」
「
琴
の

そ
ら
音
」
等
の
漱
石
の
初
期
の
諸
短
篇
は
、
い
わ
ゆ
る
余
裕
派
小
説
の
循
個
趣

味
と
し
て
、
ま
た
浪
漫
的
な
作
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
中
・
後
期
の
作
品
と

比
べ
て
、
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ぱ
唐
木
順
三
の
「
漱

　
　
　

石
概
観
」
は
、
当
時
の
代
表
的
た
漱
石
論
の
一
つ
と
い
え
る
と
思
う
が
、
こ
の

な
か
で
は
初
期
の
漱
石
を
「
逃
避
と
反
抗
の
時
代
」
と
し
て
位
置
づ
げ
、
　
「
其



慮
で
は
彼
の
足
は
全
く
地
上
を
離
れ
、
過
去
と
夢
と
怪
奇
に
遊
ぶ
。
彼
自
身
、

過
去
と
夢
の
中
に
沈
ん
で
、
遇
去
と
夢
と
共
に
浮
び
上
っ
た
と
云
っ
て
も
い
い
。

窮
屈
な
現
実
と
杜
会
か
ら
ぬ
げ
だ
し
て
、
侵
睡
の
夢
心
地
に
酔
っ
て
ゐ
る
と
云

つ
て
差
支
へ
な
い
だ
ら
う
。
『
一
夜
』
は
そ
の
う
ち
最
も
垢
抜
げ
の
し
た
小
品

　
　
　

で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
た
浪
漫
的
な
理
解
に
た
い
し
て
、
羽
仁
新
五
は
、
　
「
カ
ー
ラ
イ
ル

博
物
館
」
を
取
り
上
げ
、
「
吾
人
は
此
の
『
博
物
館
』
な
る
作
を
、
漱
石
が
、

カ
ー
ラ
イ
ル
の
性
格
及
び
生
活
の
中
に
、
余
り
に
も
似
た
る
自
已
の
姿
を
見
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
マ

し
、
其
処
に
限
り
た
い
同
情
と
協
感
と
を
見
出
し
て
の
作
で
あ
る
と
見
る
」
と

し
て
、
ヵ
ｉ
ラ
イ
ル
の
借
家
探
し
と
ロ
ソ
ド
ソ
に
お
げ
る
漱
石
の
下
宿
探
し
と

を
重
ね
、
「
さ
す
れ
ぱ
彼
の
ヵ
ー
ラ
ィ
ル
に
対
す
る
都
楡
の
基
調
に
此
の
自
已

の
体
験
が
存
す
る
と
云
へ
よ
う
、
而
し
て
此
の
郷
撤
の
態
度
は
其
儀
『
猫
』
で

苦
沙
弥
を
椰
楡
す
る
猫
の
態
度
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
。

　
ヵ
－
ラ
ィ
ル
に
対
す
る
椰
楡
を
こ
の
作
品
に
見
っ
げ
た
こ
と
は
、
羽
仁
新
五

の
漱
石
へ
の
傾
倒
か
ら
く
る
一
つ
の
見
識
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
都
楡
を
、

「
ヵ
ー
ラ
ィ
ル
を
通
じ
て
私
か
に
彼
自
身
に
投
げ
か
げ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
、
自
省
的
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
の
う
ち
に
、
羽
仁
の
感
受
性
の
あ

り
か
た
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
「
琴
の
そ
ら
音
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
は
、
主
人
公
が
幽

霊
研
究
家
津
田
の
家
か
ら
の
帰
途
に
お
こ
っ
た
不
思
議
な
体
験
と
、
許
婚
者
の

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

安
否
と
が
か
ら
め
ら
れ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
小
説
の
終
り
近
く
、
主
人

公
は
、
床
屋
で
、
客
が
「
浮
世
心
理
講
義
録
有
邪
無
邪
道
人
著
」
を
読
ん
で
い
る
の

を
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
源
兵
衛
村
の
作
蔵
と
云
ふ
若
い
衆
」

が
「
首
を
経
」
る
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
『
猫
』
二
の
「
寒
月
投
身
事
件
」
と
関
連
さ

せ
、
羽
仁
新
五
は
「
同
じ
材
料
に
よ
っ
た
と
お
ぽ
し
き
も
の
」
と
み
、
「
少
く
と
も

『
琴
』
執
筆
中
の
作
者
の
意
識
下
に
『
猫
』
の
此
の
部
分
が
存
し
た
と
考
ふ
べ
き

一
傍
証
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
從
來
寒
月
の
モ
デ
ル
と
目

さ
れ
て
ゐ
る
吉
村
冬
彦
氏
の
『
夏
目
漱
石
先
生
の
追
憶
』
と
云
ふ
一
文
の
中
」
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

「
高
浜
・
坂
本
．
寒
川
諸
子
と
先
生
と
自
分
と
で
神
田
連
雀
町
の
鶏
肉
屋
へ
飯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

を
食
ひ
に
行
っ
た
時
、
須
田
町
辺
を
歩
き
た
が
ら
寒
川
君
が
話
し
た
、
或
る
変

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

り
者
の
新
聞
記
者
の
身
投
げ
の
場
面
が
矢
張
『
猫
』
の
一
節
に
現
は
れ
て
居
る
」

（
傍
点
羽
仁
）
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
　
「
ヵ
－
ラ
ィ
ル
博
物
館
」
も
そ
う
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
を
『
猫
』
と
の
関
連
で
み
て
い
く
こ
と
は
、
十
分
に
理
由
の
あ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
戦
後
に
内
田
道
雄
は
『
猫
』
と
『
湊
虚
集
』
所
収
の
諾
篇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
の
内
的
た
関
連
を
実
証
し
た
が
、
別
の
側
面
か
ら
、
羽
仁
新
五
は
「
原
拠
的

研
究
」
と
し
て
試
み
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
原
拠
探
求
は
、
さ
ら
に
お
し
進

め
ら
れ
て
、
　
『
文
学
論
』
第
四
編
第
七
章
の
「
写
実
法
」
に
お
い
て
引
用
し
た

シ
ャ
ー
ロ
ヅ
ト
・
ブ
ロ
・
ソ
テ
の
『
ジ
ェ
ー
ソ
・
エ
ア
』
の
、
．
Ｈ
Ｐ
冒
Ｏ
Ｏ
昌
ぎ
囚
一
，

Ｈ
ｏ
ユ
ｏ
Ｐ
　
．
事
”
岸
｛
０
Ｈ
昌
〇
一
　
〇
芦
　
Ｈ
ミ
ー
Ｈ
ｏ
◎
昌
〇
一
．
Ｈ
向
ｏ
奉
け
◎
↓
｝
ｏ
ｑ
ｏ
◎
■

彗
二
◎
◎
ぎ
二
ま
Ｏ
婁
晶
Ｏ
二
け
室
易
＄
許
；
彗
昌
二
暮
一
｝
¢
囚
胃
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

亭
巳
岸
ミ
易
き
奉
　
、
事
訂
８
胃
ｏ
｝
昌
～
．
Ｈ
員
ｏ
巨
昌
＆
一
、
を
と
り
あ
げ

て
、
　
「
寒
月
投
身
事
件
並
に
『
琴
』
は
そ
の
事
件
の
は
こ
び
に
於
て
は
『
文
学

論
』
中
浪
漫
派
の
例
と
し
て
用
ゐ
た
零
旨
蒜
の
．
忘
篶
向
言
¢
．
に
拠
り
、
そ

の
結
末
即
ち
取
扱
ひ
の
態
度
に
於
て
は
、
是
と
対
蹴
的
た
も
の
と
し
て
論
じ
た

所
の
写
実
法
の
例
と
し
て
用
ゐ
た
幸
易
一
彗
、
ｃ
ｏ
ｏ
易
¢
彗
｛
ｃ
ｏ
¢
易
亭
旨
耳
。
に
拠

つ
た
も
の
で
あ
る
事
を
明
か
に
し
得
る
の
で
あ
る
。
否
、
単
に
是
等
に
拠
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

と
云
は
ん
よ
り
も
寧
ろ
広
く
『
文
学
論
』
第
四
篇
第
七
章
に
於
け
る
研
究
的
所

説
を
、
寒
月
投
身
事
件
及
び
、
『
琴
』
に
於
て
具
象
的
に
実
験
応
用
し
た
も
の

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

　
コ
兀
来
漱
石
の
作
品
を
通
読
す
る
に
そ
の
後
期
の
作
は
姑
く
是
を
措
き
、
少

く
と
も
そ
の
初
期
の
作
品
に
於
て
は
、
僅
か
に
『
猫
』
　
『
博
物
館
』
　
『
坊
ち
や

ん
』
を
除
く
他
は
必
ず
多
少
と
も
何
等
か
の
移
に
於
て
神
秘
的
た
も
の
が
興
味

の
中
心
を
な
し
て
ゐ
る
」
こ
と
、
１
而
し
て
此
の
傾
向
は
彼
の
理
論
的
方
面
の

諸
作
に
於
て
も
看
取
し
得
る
所
で
、
彼
の
帰
朝
第
一
の
発
表
論
文
は
実
に
『
マ

ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
い
て
』
の
研
究
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。

羽
仁
新
五
が
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
こ
と
は
、
後
に
「
自
ら
の
内
部
に
暗
く
澱

　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

ん
で
い
る
深
淵
」
（
傍
点
原
文
）
、
　
「
暗
い
不
安
を
象
徴
し
た
も
の
」
等
と
し
て
、

深
め
ら
れ
て
い
く
可
能
性
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。

　
「
漱
石
の
初
期
に
於
げ
る
創
作
態
度
」
の
結
論
を
要
約
す
る
た
ら
ぱ
、
次
の

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
Ｈ
「
倫
敦
塔
」
「
幻
影
の
盾
」
「
薙
露
行
」
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

後
注
ま
た
は
自
序
を
付
し
て
「
そ
の
原
拠
並
に
意
図
を
明
か
に
し
て
」
、
文
学

研
究
者
の
実
験
的
応
用
の
か
た
ち
を
み
せ
た
こ
と
、
『
猫
』
「
琴
の
そ
ら
音
」
の

ご
と
く
、
文
学
研
究
者
の
「
余
技
的
た
遊
び
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
よ
そ
お
う

こ
と
で
、
常
に
創
作
家
と
し
て
の
「
退
路
」
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
。
ｏ
初
期

の
作
品
に
み
ら
れ
る
「
築
屋
落
的
た
笑
ひ
」
に
、
「
江
戸
的
た
戯
作
老
的
残
津
」

が
反
映
し
て
い
る
こ
と
。
嘗
浪
漫
主
義
や
写
実
主
義
を
、
単
に
素
材
と
手
法
と

し
て
し
か
み
な
か
っ
た
こ
と
。
的
漱
石
の
被
追
跡
症
的
性
格
を
あ
げ
て
、
　
「
琴

の
そ
ら
音
」
の
幻
想
に
悩
む
主
人
公
の
姿
は
、
追
跡
妄
想
症
に
悩
む
「
漱
石
そ

の
人
」
で
あ
り
、
幽
霊
研
究
家
津
田
真
方
は
、
　
「
是
を
自
覚
し
反
省
し
是
を
自

己
解
剖
す
る
所
の
今
一
っ
の
作
者
の
姿
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
二
っ

の
姿
が
交
互
あ
る
い
は
平
行
に
存
在
し
、
相
克
し
て
い
た
の
で
は
た
い
か
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
羽
仁
新
五
の
所
論
は
、
い
ま
で
は
多
少
の
修
正
が
必
要
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
作
品
の
原
拠
と
た
っ
た
も
の
を
探
求
し
、
そ
こ
か
ら
創
作
の
態
度

に
－
ま
で
及
惇
う
と
す
る
一
貫
し
た
文
学
的
視
点
は
、
そ
の
探
求
の
道
程
、
論
理

展
開
の
順
序
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。

　
「
漱
石
の
初
期
に
於
げ
る
創
乍
態
度
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
羽
仁
新

五
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
唐
木
順
三
の
『
現
代
日
本
文
学
序
説
』
に
収
め
ら

れ
た
「
漱
石
概
観
」
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
漱
石
概
観
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
つ
い
て
は
、
「
漱
石
の
全
体
を
体
系
的
に
論
じ
た
最
初
の
も
の
」
、
「
全
集
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

よ
る
資
料
整
備
を
踏
ま
え
て
生
れ
た
最
初
の
大
き
た
成
果
」
と
い
う
評
価
が
与

え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
漱
石
の
歩
ん
だ
道
」
を
、
　
「
一
　
逃
避
と
反

抗
の
時
代
、
二
　
反
省
の
時
代
、
或
ひ
は
自
已
苦
悩
の
時
代
、
三
　
人
問
観
照

の
時
代
」
と
し
て
区
分
し
、
「
そ
の
三
っ
の
時
代
を
詳
論
す
る
こ
と
に
よ
り
、

相
互
の
連
絡
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
漱
石
の
歴
史
的
伎
置
に
就
て
考
察
」

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
区
分
の
仕
方
は
、
漱
石
の
生
涯
と
文
学
を
一

貫
し
た
視
点
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

「
三
つ
の
道
標
」
の
区
分
の
根
底
に
－
あ
る
も
の
は
、
否
定
の
論
理
、
で
は
た
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
唐
木
は
漱
石
の
生
涯
を
、
弁
証
法
的
に
と
ら
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
て
、
　
「
相
互
の
連
絡
」
あ
る
い
は
「
歴
史
的
位
置
」
と
い
う
言

葉
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
方
法
に
か
か
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
漱
石
は
然
し
、
こ
の
ロ
マ
テ
イ
シ
ズ
ム
に
一
っ
の
修
正
を
ほ
ど
こ
さ
な
げ

れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
『
草
枕
』
（
三
十
九
年
九
月
）
の
非
人
情
が
、
そ
の
ひ
と

つ
の
決
算
で
あ
る
。
」
（
一
　
逃
避
と
反
抗
の
時
代
）
「
『
虞
美
人
草
』
に
於
て
、

道
徳
を
し
か
く
簡
単
に
、
ま
た
旧
式
に
考
へ
て
満
足
し
た
漱
石
も
、
『
三
四

郎
』
を
経
た
『
そ
れ
か
ら
』
以
後
に
於
て
、
道
徳
そ
の
も
の
、
個
人
と
杜
会
、

道
徳
と
杜
会
の
問
題
を
再
省
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
。
」
（
二
　
反
省
の
時
代
、

或
ひ
は
自
己
苦
悩
の
時
代
）
「
然
し
、
漱
石
は
こ
の
人
生
観
、
杜
会
観
の
革
命

を
、
も
う
一
度
反
省
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
理
性
の
人
で
あ
っ
た
。
　
『
門
』
は

こ
の
反
省
の
所
産
に
外
な
ら
な
い
。
」
（
同
）
「
『
門
』
が
『
そ
れ
か
ら
』
の
ア
ソ

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

チ
ニ
ァ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
と
同
じ
意
味
に
於
て
『
心
』
は
『
行
人
』
の
ア
ソ
チ

ニ
ァ
ー
ゼ
で
あ
る
。
」
（
同
）
「
背
反
す
る
も
の
の
統
一
は
立
場
の
変
更
に
よ
る

外
に
１
た
い
も
の
で
あ
る
。
」
（
三
　
人
生
観
照
の
時
代
）
等
共
。

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
否
定
の
論
理
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
の
ゆ
き
っ
く
と
こ

ろ
は
、
　
「
漱
石
の
創
作
の
生
涯
を
以
上
の
如
し
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
一
作
毎
に

自
分
の
遁
路
を
否
定
し
て
い
っ
た
跡
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
作
の
終
る
と

こ
ろ
が
即
ち
次
の
作
の
始
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
前
老
の
最
後
の
境
地
は
い

っ
も
次
の
作
の
最
初
に
否
定
す
る
と
こ
ろ
と
云
っ
て
も
よ
い
。
自
己
虐
待
の
み

が
作
を
生
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
虐
待
と
否
定
が
殆
ど
完
壁
に
近
か
っ
た

こ
と
は
、
そ
の
足
跡
が
一
直
線
の
前
進
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
」

と
い
う
、
　
「
漱
石
に
於
け
る
現
実
」
の
言
葉
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
「
漱
石
に
於
け
る
現
実
」
は
、
　
『
唐
木
順
三
全
集
』
第
一
巻
の
「
後
記
」
に

よ
れ
ぱ
、
　
「
昭
和
九
年
五
月
、
　
『
心
境
』
（
郷
土
研
究
杜
）
に
発
表
。
原
題
は

『
漱
石
に
お
け
る
自
我
の
間
題
』
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
に
『
近
代
日
本

文
学
の
展
開
』
（
昭
和
十
四
年
六
月
）
に
収
め
ら
れ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
羽
仁

新
五
の
「
漱
石
の
初
期
に
於
け
る
創
作
態
度
」
に
は
、
直
接
に
関
係
す
る
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
「
漱
石
の
初
期
に
於
け
る
創
作
態
度
」
を
み
て
み
よ
う
。
「
さ
す

れ
ぱ
彼
の
ヵ
ー
ラ
ィ
ル
に
対
す
る
都
楡
の
基
調
に
此
の
自
已
の
体
験
が
存
す
る

と
云
へ
よ
う
。
而
し
て
此
の
椰
楡
の
態
度
は
其
礒
『
猫
』
で
苦
沙
彌
を
都
楡
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

る
猫
の
態
度
で
は
な
か
つ
た
か
。
」
「
も
は
や
苦
沙
彌
の
胃
弱
に
カ
ー
ラ
イ
ル
を

引
合
に
出
し
た
事
を
軽
々
に
看
過
す
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

正
し
く
前
作
『
博
物
館
』
に
於
げ
る
態
度
の
誇
張
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
猫

や
友
人
の
邦
楡
は
、
前
作
に
対
す
る
自
己
批
判
の
滑
稽
化
で
あ
り
楽
屋
落
で
あ

る
と
見
ね
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
「
即
ち
漱
石
は
斯
く
の
如
く
、
浪
漫
主
義

に
も
せ
よ
写
実
主
義
に
も
せ
よ
、
そ
れ
を
単
に
素
材
と
手
法
の
み
よ
り
見
て
、

何
等
そ
の
根
源
に
触
れ
て
居
な
か
つ
た
れ
ぽ
こ
そ
、
一
方
に
於
て
あ
れ
ほ
ど
興

味
を
以
て
論
じ
好
ん
で
作
を
な
し
た
所
の
浪
漫
的
手
法
を
平
気
で
次
作
に
於
て

茶
化
し
郡
獄
す
る
こ
と
が
出
来
た
」
、
「
彼
は
『
博
物
館
』
に
於
て
、
意
に
合
は

ざ
る
生
の
中
に
『
八
釜
敷
い
少
言
を
吐
き
続
げ
に
吐
い
た
』
ヵ
ー
ラ
ィ
ル
に
自

ら
の
姿
を
見
出
し
て
自
ら
を
慰
め
ら
れ
乍
ら
共
感
の
徴
苦
笑
を
も
ら
し
た
。
而

る
に
彼
の
自
己
解
剖
は
、
か
く
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
自
己
の
心
事
の
い
ぢ
ら

し
さ
に
耐
へ
か
ね
て
そ
れ
を
次
作
に
於
て
是
を
椰
楡
潮
笑
し
て
放
胆
に
是
を
笑

つ
て
の
げ
た
。
同
様
彼
は
『
盾
』
に
於
て
『
目
に
見
え
ぬ
怪
力
』
も
て
作
っ
た

綴
紗
境
に
自
已
の
苦
痛
の
逃
避
場
を
求
め
ん
と
し
た
。
然
る
に
彼
の
細
心
な
自

己
解
剖
は
一
度
そ
の
夢
幻
境
よ
り
覚
め
る
や
、
そ
こ
に
逃
避
せ
ん
と
し
た
自
己

の
姿
の
い
ぢ
ら
し
さ
に
堪
へ
か
ね
て
、
次
作
『
琴
』
に
於
て
人
事
の
様
に
極
力

是
を
椰
楡
潮
弄
し
て
豪
放
に
是
を
笑
ひ
消
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
羽
仁
新
五
の
論
文
に
も
ま
た
、
否
定

の
論
理
、
も
し
く
は
弁
証
法
的
た
把
握
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
論
理
の
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

は
、
唐
木
に
近
い
距
離
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
漱
石
の
初
期
の
作
品

に
つ
い
て
の
評
価
は
、
唐
木
の
い
う
「
逃
避
と
反
抗
の
時
代
」
の
枠
の
た
か
で

位
置
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
の
動
向
の
た
か
で
、
羽
仁

新
五
の
問
題
意
識
は
、
唐
木
順
三
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
も
、
羽
仁
新
五
は
、
唐
木
順
三
の
「
漱
石
概
観
」
を
強
く
意
識
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
刺
激
と
影
響
を
受
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
羽
仁
新
五
が
石
山
徹
郎
を
知
っ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
、
し
ぱ
ら
く
後
の
よ
う

で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
を
二
年
先
に
卒
業
し
て
い
た
榊
原
美
文
は
、
一
九
三
六

年
春
に
、
大
阪
府
女
子
専
門
学
校
で
石
山
を
中
心
と
し
た
明
治
文
学
同
好
会
に

参
加
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
頃
の
こ
と
と
Ｌ
て
「
石
山
さ
ん
と
の
十
年

問
」
の
な
か
で
、
　
「
研
究
会
に
は
大
阪
外
語
の
吉
田
孝
次
郎
さ
ん
も
加
わ
っ
て

い
た
。
羽
衣
高
女
の
羽
仁
新
五
君
が
顔
を
見
せ
た
の
は
、
私
と
時
を
同
じ
く
し

　
　
　
　
　
○

て
い
た
と
思
う
」
と
記
し
て
い
る
。

　
石
山
徹
郎
の
勤
め
て
い
た
大
阪
府
女
子
専
門
学
校
の
『
国
文
国
史
』
は
第
三

巻
第
一
号
（
昭
和
十
三
年
二
月
）
を
「
特
輯
漱
石
研
究
」
と
し
て
発
行
し
た
。

中
川
芳
太
郎
、
石
山
徹
郎
、
榊
原
美
文
等
と
と
も
に
羽
仁
新
五
は
、
「
『
草
枕
』

を
続
る
覚
え
書
」
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
同
年
十
一
月
の
『
国
語
と
国
文
学
』

に
は
「
『
草
枕
』
の
文
学
理
論
的
基
礎
と
そ
の
本
質
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
て

い
る
。



　
羽
仁
新
五
の
近
代
目
本
文
学
研
究
は
、
質
量
と
も
に
１
漱
石
論
が
中
心
で
あ
っ

て
、
こ
の
は
か
に
「
漱
石
と
子
規
」
（
『
新
潮
』
昭
和
十
八
年
二
月
）
が
あ
る
。

た
お
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
「
漱
石
・
子
挽
・
蕪
村
」
（
『
芸
術
』
昭
和
八
年
十

月
）
の
あ
る
こ
と
が
、
『
鴎
外
漱
石
』
（
『
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
』
）
の
「
研

究
文
献
目
録
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
私
は
ま
だ
、
こ
れ
を
み
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
し
て
未
見
の
も
の
を
除
い
て
い
う
た
ら
ぱ
、
羽

仁
新
五
の
漱
石
論
は
、
　
「
漱
石
の
初
期
の
創
作
態
度
」
が
す
ぐ
れ
て
級
密
で
あ

る
。
そ
れ
だ
げ
に
、
こ
の
論
文
に
は
、
羽
仁
新
五
の
感
受
性
と
論
理
の
原
質
の

よ
う
た
も
の
が
、
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

臼

　
羽
仁
新
五
や
榊
原
美
文
が
大
阪
府
女
子
専
門
学
校
の
明
治
文
学
同
好
会
に
。
参

加
し
た
一
九
三
六
年
春
は
、
石
山
徹
郎
が
約
二
ヶ
月
の
東
京
留
学
か
ら
帰
任
し

た
直
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
石
山
の
消
息
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
ー
書
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
が
あ
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
帰
任
し
た
石
山
は
、
こ
の
と
き
か
ら
、
唯
物

論
の
立
場
に
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
こ
ろ
、
伝
統
的
な
国
文
学
へ
の
批
判
と
し
て
、
岡
崎
義
恵
が
『
文
学
』

昭
和
九
年
十
月
号
の
「
目
本
文
芸
学
特
輯
」
に
「
日
本
文
芸
学
の
樹
立
に
。
つ
い

て
」
を
載
せ
、
「
体
系
的
文
芸
理
論
と
史
学
的
文
芸
研
究
を
兼
ね
」
た
「
目
本

文
芸
学
」
を
提
唱
し
、
そ
の
範
囲
、
構
造
、
位
置
、
方
法
を
明
ら
か
に
Ｌ
よ
う

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

と
し
た
。

　
こ
の
「
日
本
文
芸
学
」
に
た
い
し
て
、
も
っ
と
も
活
発
た
批
判
を
展
開
し
た

の
は
石
山
徹
郎
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
石
山
と
と
も
に
唯
物
論
的
立
場
に
た
っ

た
、
後
に
歴
史
杜
会
学
派
と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
に
た
る
若
い
国
文
学
老
た
ち
の
グ

ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
石
山
徹
郎
の
活
発
な
「
日
本
文
芸
学
」
批
判
に
加
え
て
、

や
が
て
そ
の
周
辺
の
榊
原
美
文
や
羽
仁
新
五
が
、
直
接
ま
た
問
接
に
、
や
は
り

そ
の
批
判
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
羽
仁
新
五
の
国
文
学
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
菱
言
は
、
『
文
芸
復
興
』
第

一
巻
第
二
号
（
一
九
三
七
年
七
月
）
の
「
国
文
学
時
評
」
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
羽
仁
は
国
文
学
研
究
に
つ
い
て
、
当
時
い
う
と
こ
ろ
の
「
局
外
批
評
」
の

こ
と
で
癸
言
し
て
い
る
。

　
岡
崎
義
恵
の
「
目
本
文
芸
学
」
の
提
唱
の
前
後
、
国
文
学
へ
の
批
判
が
激
し

く
た
っ
た
こ
と
は
、
先
の
拙
稿
で
も
触
れ
た
。
岡
崎
の
「
目
本
文
芸
学
」
の
構

想
が
、
；
目
で
い
え
ぱ
、
美
学
を
基
底
に
据
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
何
よ
り
も
「
文
芸
学
」
と
い
う
語
の
新
鮮
さ
、
普
遍
性
が
、
そ
こ
に

は
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
国
文
学
界
の
外
か
ら
の
発
言
を
も
活
発
に
誘
い

だ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
一
九
三
六
年
六
月
、
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
が
創
刊
さ

れ
、
そ
の
誌
上
で
文
芸
の
鑑
賞
を
め
ぐ
る
是
非
が
論
議
さ
れ
っ
つ
あ
っ
た
。
鑑

賞
と
い
う
こ
と
が
、
文
学
論
や
文
学
研
究
の
原
理
的
た
問
題
で
あ
っ
た
た
め
に
、
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あ
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代
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研
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軌
跡

大
き
く
反
響
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
雰
囲
気
で
あ
っ
た

か
ら
、
主
要
な
国
文
学
誌
に
は
、
か
た
り
多
く
の
国
文
学
に
対
す
る
「
局
外
批

評
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
羽
仁
新
五
の
「
国
文
学
時
評
」
が
載
っ
た
『
文
芸
復
興
』
は
、
一
九
三
七
年

六
月
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。
　
「
創
刊
の
辞
」
は
編
集
同
人
代
表
の
重

友
毅
が
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
「
更
に
我
々
は
、
菅
に
学
界
内
部

に
対
す
る
ぱ
か
り
で
た
く
、
進
ん
で
文
壇
・
評
壇
の
積
極
面
と
の
提
携
を
求
め

た
げ
れ
ぱ
狂
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
る
。
同
号
に
は
「
国
文
学
者
に
要

求
す
る
」
と
い
う
ア
ソ
ヶ
－
ト
が
あ
る
が
、
回
答
は
す
べ
て
文
壇
、
評
壇
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
『
文
芸
復
興
』
同
人
の
「
局
外
批
評
」

と
い
う
も
の
に
た
い
す
る
対
応
の
あ
り
か
た
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
文
芸
復
輿
』
の
同
人
は
、
石
山
徹
郎
に
よ
っ
て
名
づ
げ
ら
れ
た
歴
史
杜
会
学

派
の
人
び
と
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
雑
誌
が
目
指
し
た
も
の
は
、
国
文
学

界
の
「
孤
立
化
の
毘
状
」
か
ら
の
解
放
で
あ
っ
た
。
創
刊
号
に
は
長
谷
川
如
是

閑
、
岡
崎
義
恵
、
頴
原
退
蔵
も
論
文
を
寄
せ
て
い
る
。

　
「
局
外
批
評
」
は
国
文
学
の
対
象
と
方
法
に
反
省
を
せ
ま
る
こ
と
に
な
っ
た

わ
げ
で
、
羽
仁
新
五
の
「
国
文
学
時
評
」
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
国
文
学
者
の

対
応
に
っ
い
て
書
い
て
い
る
。
羽
仁
が
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
一
九
三
七
年

五
月
の
『
国
語
と
国
文
学
』
に
載
せ
ら
れ
た
佐
山
済
「
研
究
に
於
げ
る
専
門

の
間
題
」
、
　
斎
藤
清
衛
「
国
文
学
の
杜
会
的
の
研
究
　
　
研
究
領
域
の
拡
充
に
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対
す
る
試
論
　
　
」
、
同
月
『
解
釈
と
鑑
賞
』
の
近
藤
忠
義
「
四
月
の
感
想

（
文
芸
時
評
）
　
　
文
芸
批
評
に
於
げ
る
ジ
ー
ド
的
た
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
文
献
学
的
な
国
文
学
者
で
は
た

い
。
む
し
ろ
「
局
外
」
か
ら
の
国
文
学
批
判
に
敏
感
に
反
応
し
、
そ
れ
を
受
げ

止
め
る
こ
と
が
で
き
る
学
者
で
あ
っ
た
。

　
羽
仁
は
こ
こ
で
「
近
時
、
国
文
学
研
究
の
分
野
に
於
て
、
従
来
『
専
門
』
的

に
分
化
せ
ら
れ
っ
っ
あ
っ
た
研
究
態
度
の
偏
狭
性
に
対
す
る
反
措
定
的
傾
向
が
、

色
々
た
彩
に
於
て
動
き
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
毘
状
認
識
の
う
え
に
た
っ
て
、
斎

藤
清
衛
の
所
論
に
対
し
て
は
、
　
「
国
文
学
の
研
究
領
域
の
無
制
限
、
無
政
府
主

義
的
な
拡
充
は
、
…
…
（
中
略
）
…
…
そ
の
中
心
を
失
は
し
め
、
そ
の
綜
合
を

困
難
な
ら
し
め
、
こ
こ
に
綜
体
性
を
失
つ
て
専
門
的
分
化
か
、
さ
な
く
ぱ
体
系

を
失
っ
た
浅
薄
な
る
ジ
レ
ッ
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
か
の
い
づ
れ
か
に
陥
入
ら
ざ
る
を

得
な
い
」
と
批
判
し
、
そ
の
た
め
に
は
「
無
限
の
資
料
の
中
に
あ
っ
て
、
果
し

て
そ
の
内
の
如
何
な
る
も
の
が
第
一
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
た
も
の
で

あ
り
、
決
定
的
た
も
の
で
あ
る
か
を
見
出
す
こ
と
」
が
、
目
下
も
っ
と
も
緊
要

た
こ
と
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
「
本
質
的
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
現
象
と

の
関
係
で
使
わ
れ
る
こ
の
言
葉
を
、
羽
仁
新
五
は
、
斎
藤
清
衛
の
「
帰
納
的
態

度
の
堅
持
」
に
向
げ
て
い
く
。
　
「
帰
納
的
態
度
」
は
「
一
応
、
『
事
実
』
に
対

し
て
忠
実
」
で
、
　
「
一
応
の
科
学
性
１
１
実
証
的
精
神
へ
の
欲
求
の
現
は
れ
と
見



る
こ
と
が
出
来
る
」
が
、
「
事
実
」
に
「
忠
実
で
あ
ら
う
と
す
れ
ぱ
す
る
だ
げ
、

そ
の
無
限
に
存
す
る
事
象
の
中
に
自
ら
覆
没
し
て
し
ま
」
う
こ
と
に
た
る
と
い

う
。
し
か
し
「
本
質
的
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
に
で
も
使
え
る

の
で
あ
る
。
使
い
か
た
に
よ
っ
て
は
お
そ
ら
く
万
能
の
力
を
発
揮
す
る
で
あ
ろ

う
。
研
究
対
象
や
研
究
資
料
の
拡
充
の
な
か
で
、
「
本
質
的
な
も
の
」
を
見
失

え
ぱ
、
　
「
知
識
の
無
体
系
無
責
任
な
羅
列
」
に
陥
る
。
　
「
本
質
的
な
も
の
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

見
出
す
た
め
に
は
、
「
一
応
の
意
味
に
於
け
る
抽
象
Ｈ
演
緯
の
力
」
（
傍
点
原

文
）
に
よ
ら
た
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
羽
仁
の
い
う
「
本
質
的
」
な
「
演
緯
」
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
い

え
ぱ
、
　
「
抽
象
Ｈ
演
緯
１
１
分
析
は
、
対
象
を
無
視
し
た
窓
意
的
な
、
神
が
二
り

的
な
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
事
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
い
事
で
あ
り
、
更
に

そ
の
抽
象
１
－
演
緯
１
－
分
析
の
操
作
は
、
歴
史
的
諸
揚
定
の
内
部
に
於
て
の
み
な

さ
る
べ
き
で
そ
の
対
象
の
具
体
性
１
１
歴
史
的
諸
規
定
を
も
捨
象
し
た
所
謂
人
問

性
一
般
、
美
意
識
一
般
、
エ
ス
プ
リ
一
般
等
の
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。
「
時
評
」
と
い
う
条
件
の
も
と
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
っ
た
た
め

か
、
自
己
の
主
張
を
性
急
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
れ
で
は
、
唯
物
弁
証
法
の
初
歩
的
な
理
解
を
超
え
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
具

体
的
に
は
何
物
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
そ
れ
だ
げ

に
歴
史
杜
会
学
派
の
見
解
が
、
や
や
啓
蒙
的
な
調
子
を
帯
び
つ
つ
率
直
に
表
明

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

　
『
文
芸
復
興
』
第
一
巻
三
号
（
昭
和
十
二
年
八
月
）
は
「
間
題
と
批
判
」
と

い
う
小
特
集
を
編
み
、
乾
孝
の
「
『
文
芸
学
へ
の
一
つ
の
反
省
』
補
遺
　
　
本

問
氏
の
『
文
芸
学
』
批
判
の
か
た
ち
て
　
　
」
、
羽
仁
新
五
「
『
客
観
的
真
理
の

反
映
』
に
つ
い
て
　
　
古
典
評
価
の
基
準
の
問
題
　
　
」
、
　
榊
原
美
文
・
石
山

徹
郎
「
文
芸
評
価
の
基
準
に
関
す
る
問
答
」
を
載
せ
た
。
さ
き
に
乾
孝
は
昭
和

十
一
年
九
月
の
『
文
学
』
に
、
熊
谷
孝
、
吉
田
正
吉
と
共
同
執
筆
で
「
文
芸
学

へ
の
一
つ
の
反
省
　
　
問
題
と
批
判
　
　
」
を
書
い
た
。
こ
の
論
文
は
自
説
を

主
張
す
る
こ
と
に
急
で
、
論
の
展
開
に
や
や
粗
策
の
き
ら
い
は
あ
っ
た
が
、
ラ

ジ
カ
ル
に
い
わ
ゆ
る
歴
史
杜
会
学
派
の
立
場
を
表
現
し
て
い
た
。
一
方
、
こ
の
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問
、
唯
物
論
研
究
会
の
一
員
で
あ
っ
た
本
問
唯
一
は
『
文
芸
学
』
を
上
梓
し
た

が
、
こ
の
な
か
で
岡
崎
義
恵
の
「
目
本
文
芸
学
」
や
石
山
徹
郎
の
所
説
を
批
判

し
た
。
そ
の
さ
い
、
乾
・
熊
谷
・
吉
田
の
所
説
に
つ
い
て
杢
言
及
し
た
こ
と
に
、

乾
は
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
羽
仁
新
五
の
論
文
は
、
石
山
が
『
文
学
』
昭
和
十
二
年
四
月
に
載
せ
た
「
或

る
対
話
　
　
文
芸
の
批
評
と
鑑
賞
と
に
関
し
て
　
　
」
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
榊
原
美
文
も
「
或
る
対
話
」
に
質
間
し
、
こ
れ
に
石
山
が
応
え
、
往

復
書
簡
の
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
た
の
が
「
文
芸
評
価
の
基
準
に
関
す
る
問
答
」

で
あ
っ
た
。
　
「
或
る
対
話
」
が
、
石
山
の
周
辺
に
集
ま
っ
た
新
進
の
研
究
老
に

大
き
な
刺
激
を
与
え
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
て
「
『
客
観
的
真
理
の
反
映
』
に
つ
い
て
」
で
、
羽
仁
は
「
自
分
は
『
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

観
的
真
理
』
と
は
、
こ
の
場
合
自
然
、
杜
会
及
び
思
惟
等
の
事
象
に
あ
っ
て
そ

の
仮
象
性
の
背
後
に
ひ
そ
む
所
の
、
人
類
の
意
識
に
依
存
し
な
い
、
即
ち
、
人

類
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
所
の
実
在
と
云
っ
た
風
に
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

だ
か
ら
「
真
理
」
は
「
『
真
実
』
或
は
『
実
在
』
と
云
ふ
語
に
置
き
替
へ
て
も

差
支
へ
た
い
と
考
へ
」
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
た
ら
ぱ
「
客
観
的
真
理
」
を
ど

の
よ
う
に
し
て
認
め
る
か
と
い
え
ば
、
「
そ
れ
は
、
玩
段
階
の
（
そ
れ
が
最
も

進
歩
し
た
段
階
に
あ
る
と
い
ふ
資
格
に
於
て
）
科
学
的
認
識
の
判
定
に
拠
る
」

ほ
か
に
た
い
。
と
こ
ろ
で
文
芸
の
任
務
は
「
仮
象
性
と
偶
然
性
と
に
満
ち
た

『
あ
り
の
ま
ま
』
の
現
象
移
態
の
背
後
に
ひ
そ
む
必
然
性
１
－
本
質
１
１
客
観
的
真

理
を
表
現
す
る
所
に
」
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
そ
の
『
客
観
的
真
理
の
反
映
』

の
度
が
文
芸
の
『
普
遍
価
値
』
を
定
め
る
基
準
で
あ
り
、
そ
の
『
客
観
的
真

理
の
漸
次
的
反
映
』
の
過
程
が
、
文
芸
発
達
の
過
程
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
忘

れ
て
な
ら
た
い
事
は
『
普
遍
的
価
値
』
な
る
も
の
が
抽
象
的
概
念
で
あ
り
『
客

観
的
真
理
の
反
映
』
な
る
命
題
も
亦
一
個
の
抽
象
的
な
命
題
で
あ
る
と
云
ふ
こ

と
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
具
体
的
な
作
品
の
評
価
を
怠
っ
て
、
　
「
此
の
抽
象

的
命
題
で
あ
る
『
客
観
的
真
理
の
反
映
の
度
』
を
そ
の
ま
ま
機
械
的
に
當
嵌
め

る
事
は
大
い
に
警
戎
し
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
「
普
遍
的
価
値
」
と
い
う
以
上
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
杜
会
的
１
１
歴
史
的

制
約
を
超
越
し
て
」
い
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
　
「
実
際
的
に
は
か
二
る
も
の

は
、
唯
抽
象
と
し
て
の
み
考
へ
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
か
二
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

歴
史
的
１
－
杜
会
的
制
約
を
超
越
し
た
価
値
た
ど
は
存
在
し
な
い
」
か
ら
、
　
「
単

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

に
『
客
観
的
真
理
一
般
』
を
如
何
に
反
映
」
て
ゐ
る
か
だ
げ
で
は
な
く
し
て

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

『
如
何
た
る
』
客
観
的
真
理
を
『
如
何
な
る
角
度
か
ら
』
反
映
せ
し
め
て
ゐ
る

か
が
問
題
と
な
っ
て
来
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
」
（
傍
点
原
文
）
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
古
典
を
具
体
的
に
評
価
す
る
場
合
、
第
一
に
「
そ
の
与
え
ら
れ
た
る
作
品
の

製
作
せ
ら
れ
た
時
代
の
当
該
杜
会
に
基
礎
を
置
く
」
「
所
謂
『
歴
史
的
価
値
』
」
、

第
二
に
「
そ
の
基
礎
を
製
作
時
以
外
の
或
る
一
時
期
に
お
く
」
と
い
う
「
後
代

的
価
値
」
、
第
三
は
「
第
二
の
場
合
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
を

現
在
に
置
く
事
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
古
典
が
反
映
せ
し
め
て
い
る
『
客
観
的
真

理
』
が
現
在
に
於
て
如
何
た
る
役
割
を
果
し
つ
二
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
で
、
謂

は
£
「
『
古
典
の
現
代
的
価
値
』
と
で
も
云
ふ
べ
き
」
も
の
を
あ
げ
る
。
そ
し

て
「
玩
代
の
我
国
の
文
芸
界
に
於
て
重
要
な
も
の
と
し
て
前
面
に
お
し
出
さ
れ

る
必
要
の
あ
る
も
の
は
、
寧
ろ
こ
の
古
典
の
現
代
的
価
値
で
は
な
い
で
あ
ら
う

か
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
や
や
詳
し
く
羽
仁
新
五
の
所
説
を
み
て
き
た
の
は
、
私
な
り
に
整
理
Ｌ
た
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
『
文
芸
復
興
』
第
一
巻
第
四
号
（
昭
和
十
二
年
九
月
）
に

甘
粕
石
介
は
「
文
芸
評
価
の
基
準
の
間
題
　
乾
・
羽
仁
・
榊
原
・
石
山
諸
氏

の
所
説
に
関
し
て
　
　
」
を
載
せ
、
　
「
羽
仁
氏
は
、
折
角
間
題
を
正
し
く
提
出

し
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
の
点
に
な
る
と
、
残
念
な
が
ら
、
停
止
し
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
の
提
出
を
何
度
も
繰
返
す
だ
げ
で
一
向
解
決
に
向
っ



て
の
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
通
り
で
あ

る
が
、
羽
仁
の
文
芸
評
価
の
理
論
的
な
基
礎
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
模
索

の
姿
を
、
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
ま
た
同
時
期
に
、
榊
原
美
文
の
「
古
典
評
価
の
意
義
」
が
『
短
歌
研
究
』

（
昭
和
十
二
年
九
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
石
山
徹
郎
の
仕

事
を
思
い
合
わ
せ
れ
ぱ
、
大
阪
で
の
石
山
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
文
芸

評
価
の
、
と
く
に
古
典
評
価
の
理
論
的
構
築
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
甘
粕
石
介
の
批
判
は
、
主
と
し
て
榊
原
・
石
山
の
往
復
書
簡
に
１
む
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
古
典
評
価
に
つ
い
て
の
哲
学
の
側
か
ら
の
批
判
は
、
榊
原

・
石
山
批
判
を
越
え
て
、
お
そ
ら
く
同
じ
間
題
に
関
心
を
抱
き
、
論
じ
て
も
い

た
羽
仁
に
対
し
て
も
む
げ
ら
れ
て
い
た
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
っ
い
で
に
い

え
ぱ
、
甘
粕
の
論
文
が
載
っ
た
『
文
芸
復
興
』
の
こ
の
号
に
は
、
お
そ
ら
く
石

山
の
懲
掻
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
雑
本
時
哉
の
「
芸
術
に
於
げ
る
普
遍
性

の
問
題
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
哲
学
の
側
か
ら
発
言
し
て
い
る
。

　
さ
て
甘
粕
が
古
典
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
古
典
と
現
代
と
の
関
係

に
っ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
か
、
そ
の
い
う
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
お
こ

う
。
　
「
古
典
は
も
は
や
昔
の
も
の
と
な
つ
た
か
ら
古
典
た
の
で
は
な
い
の
だ
。

た
だ
そ
の
固
有
の
価
値
に
よ
っ
て
古
典
な
の
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
な

く
、
む
し
ろ
生
き
て
今
目
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
古
典
な
の
で
あ
る
。
『
古

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

き
』
は
古
典
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
生
れ
た
場
所
を
越
え
、

あ
ら
ゆ
る
時
代
に
－
さ
ま
ざ
ま
な
捗
で
生
き
、
従
っ
て
今
目
に
も
生
き
て
い
る
。

こ
れ
が
古
典
の
本
質
で
あ
る
。
」
「
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
現
代
文
芸
の
中
に
も

古
典
が
あ
り
得
る
こ
と
、
即
ち
現
代
の
み
な
ら
ず
将
来
の
歴
史
に
長
く
生
き
、

多
く
の
人
六
の
生
活
に
喜
び
と
勇
気
と
知
慧
を
与
え
る
文
芸
が
あ
り
得
る
こ
と
、

こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
現
に
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
と
す
れ
ぱ
何
々
で

あ
る
か
、
そ
れ
は
ハ
ッ
キ
リ
言
う
こ
と
は
で
き
た
い
し
、
ま
た
今
は
そ
の
必
要

も
な
い
。
だ
が
現
代
文
芸
の
中
に
あ
り
得
る
、
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
過
去
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ふ
り
返
っ
て
言
へ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
文
芸
の
中
に
、
現
に
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
今
目
多
く
の
財
産
を
も
っ
て
い
る
わ
げ
だ
。
」
（
傍
点
原

文
）　

当
然
の
主
張
で
あ
る
と
い
え
る
。
甘
粕
は
、
榊
原
・
石
山
の
往
復
書
簡
に
お

け
る
「
客
観
的
真
理
と
相
対
的
真
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
見
解
」
を

指
摘
し
、
　
「
客
観
的
毘
実
（
自
然
及
び
杜
会
）
の
歴
史
性
、
認
識
の
歴
史
性
、

及
び
真
理
の
客
観
性
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
氏
ら
の
考
へ
は
根
本
的
に
混
乱
し
て

ゐ
る
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
び
し
い
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉

は
、
直
接
に
は
榊
原
・
石
山
に
む
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
然
、
羽
仁

新
五
に
っ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
た
と
え
ぱ
羽
仁
は
「
『
客
観
的
真
理
』
の
判
定
基
準
を
、
現
段
階
の
科
学
的

認
識
に
置
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
現
段
階
の
科
学
的
認
識
が
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

来
の
認
識
に
比
し
て
、
最
も
多
く
、
最
も
深
く
客
観
的
真
理
を
発
見
扶
別
し
得

て
居
り
、
且
つ
最
も
多
く
誤
謬
よ
り
免
れ
得
て
居
り
、
従
つ
て
最
も
客
観
的
で

あ
り
得
る
と
云
ふ
資
格
に
於
て
の
み
は
じ
め
て
基
準
た
り
得
る
に
他
な
ら
た
い

の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
げ
れ
ど
も
、
要
す
る
に
「
客
観
的
真
理
」
の
基

準
を
「
客
観
的
真
理
」
に
求
め
る
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
お
ち
い
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
甘
粕
か
ら
み
れ
ぱ
「
不
可
知
論
」
と
い
う
こ
と
に
た
る
だ
ろ

う
ｏ　

大
阪
で
の
石
山
を
中
心
と
す
る
研
究
会
は
、
文
芸
の
歴
史
的
価
値
と
普
遍
的

価
値
を
め
ぐ
っ
て
、
真
剣
に
討
論
が
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
史
的
唯
物

論
の
立
場
に
た
つ
以
上
、
こ
の
問
題
は
当
面
の
、
不
可
避
の
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
課
題
に
た
い
し
て
、
何
ら
か
の
解
答
が
っ
く
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
　
「
日
本

文
芸
学
」
に
対
置
で
き
る
文
芸
学
は
樹
立
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
石
山
、
榊
原
、
羽
仁
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
論
文
で
使
わ
れ
て
い
る
語
義
や
概
念
が
窓
意
的
で
、
自
説
に
都
合
の
い
い
よ

う
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
「
『
芸
術
的
反
映
』
と
は
『
彩

象
的
表
玩
』
の
意
味
だ
と
す
れ
ぱ
、
『
反
映
』
と
い
ふ
語
を
捨
て
て
、
『
表
現
』

と
い
ふ
語
を
始
め
か
ら
採
る
方
が
、
は
っ
き
り
し
て
よ
く
は
な
い
か
と
思
ひ
ま

す
」
（
石
山
）
や
、
　
「
客
観
的
真
理
」
を
「
『
真
実
』
或
は
『
実
在
』
と
云
ふ
語

に
置
き
換
へ
て
も
差
支
へ
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
」
（
羽
仁
）
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
三
人
の
立
論
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
。
甘
粕
石
介
は
批
判
の
な
か
で
、
　
「
歴
史
的
現
実
　
　
私
は
客
観
的
真
理
と

は
言
は
な
い
　
　
は
変
る
。
」
（
傍
点
原
文
）
「
榊
原
氏
は
一
方
客
観
的
真
理
と

い
ふ
言
葉
に
よ
つ
て
客
観
的
世
界
の
こ
と
を
意
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

客
観
的
世
界
は
自
然
と
杜
会
と
に
一
応
分
っ
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
「
た
だ
一
っ

『
反
映
』
を
『
表
現
』
と
更
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
反
対
で
あ
る
こ
と
を
言

ひ
添
え
て
お
き
た
い
。
　
『
表
現
』
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
は
、
榊
原
・
石
山
両

氏
が
こ
れ
に
更
め
る
こ
と
を
申
合
せ
た
そ
の
す
ぐ
後
で
、
　
『
反
映
』
を
使
っ
て

い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
だ
」
と
そ
の
混
乱
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
甘
粕
石
介
の
こ
の
批
判
は
、
国
文
学
界
の
歴
史
杜
会
学
派
と
唯
物
論
研
究
会

と
の
間
で
論
争
と
交
流
の
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
し
て
、
注
目
し
て
い
い

事
件
で
あ
る
。
　
『
文
芸
復
興
』
が
五
号
で
廃
刊
と
い
う
事
態
に
た
ち
い
ら
た
か

っ
た
た
ら
ぱ
、
あ
る
い
は
交
流
は
も
う
少
し
進
展
し
て
い
た
か
も
知
れ
た
い
。

　
し
か
し
甘
粕
石
介
の
批
判
が
石
山
徹
郎
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

ら
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ぱ
、
疑
わ
Ｌ
い
の
で
あ
る
。
戦
争
の
さ
た
か
、

一
九
四
四
年
頃
に
は
一
応
草
稿
と
し
て
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

　
　
　
　
＠

る
『
芸
文
論
』
に
お
い
て
も
、
文
芸
研
究
の
窮
極
の
目
的
を
、
や
は
り
歴
史
的

意
義
の
確
認
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
、
そ
の
こ
と
を
強
調
Ｌ
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
。
そ
れ
に
は
前
記
し
た
榊
原
美
文
の
「
石
山
さ
ん
と
の
十
年
問
」
に
書
か
れ

て
い
る
よ
う
な
、
戦
時
下
の
、
石
山
徹
郎
に
と
っ
て
苛
酷
な
状
況
が
、
文
学
研

究
の
理
論
を
構
築
す
る
条
件
を
奪
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ね
ぱ
な
ら
た
い
。



そ
れ
で
は
羽
仁
新
五
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

陶

　
羽
仁
新
五
に
お
い
て
は
、
や
や
事
情
が
異
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
羽
仁

は
一
九
四
〇
年
に
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る
二
三
の
反
省
」
と
「
国
文
学
研

究
法
の
展
望
」
と
い
う
二
つ
の
論
文
を
書
い
て
い
る
。
　
前
者
は
早
稲
田
大
学

『
国
文
学
研
究
』
第
十
四
輯
（
六
月
）
、
後
者
は
近
藤
忠
義
編
『
日
本
文
学
入
門
』

（
目
本
評
論
杜
　
八
月
、
た
だ
し
目
次
に
は
「
目
本
文
学
研
究
法
の
展
望
」
と

な
っ
て
い
る
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
発
表
さ
れ
た
二

つ
の
論
文
は
、
題
名
の
と
お
り
と
も
に
国
文
学
の
研
究
法
に
つ
い
て
の
考
察
で

あ
り
、
相
互
に
補
完
す
る
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
　
「
国
文

学
研
究
法
の
展
望
」
が
先
に
書
か
れ
、
ひ
き
続
き
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る

二
三
の
反
省
」
が
執
筆
さ
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
。

　
「
国
文
学
研
究
法
の
展
望
」
は
『
目
本
文
学
入
門
』
所
収
の
論
文
の
な
か
で

は
、
も
っ
と
も
長
文
で
、
か
つ
力
作
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
お
け
る
羽
仁
新
五

の
国
文
学
に
っ
い
て
の
認
識
は
、
国
文
学
が
国
学
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
か

ら
出
発
し
え
ず
、
独
逸
文
献
学
を
摂
取
し
っ
っ
、
国
学
と
の
妥
協
と
再
編
か
ら

成
立
し
た
た
め
、
「
『
国
文
学
』
の
近
代
的
な
成
立
が
他
の
諸
学
術
の
近
代
的
編

成
に
比
べ
て
甚
し
く
遅
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
」
そ
の
後
進
性
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
が
「
国
文
学
研
究
の
文
芸
創
作
や
文
芸
評
論
と
の
甚
し
い
隔
絶
の
端
初
的
た

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

原
因
」
と
な
り
、
実
践
性
の
欠
如
を
来
し
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
認
識
は
、
と

り
わ
げ
近
代
文
学
を
専
攻
す
る
国
文
学
徒
と
し
て
は
切
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
か
ら
、
国
文
学
批
判
、
方
法
批
判
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

　
国
学
の
継
承
と
い
う
認
識
か
ら
「
国
学
的
文
献
学
派
」
「
書
誌
学
的
考
証
派
」

「
訓
詰
註
釈
派
」
が
姐
上
に
載
せ
ら
れ
て
、
こ
の
方
法
が
文
学
研
究
の
「
準
備

的
操
作
技
術
」
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
る
。
文
学
研
究
と
し
て
は
「
作
家
的
．

心
理
的
研
究
」
「
文
化
史
学
的
研
究
」
「
緒
神
科
学
的
研
究
」
が
あ
げ
ら
れ
、
岡

崎
義
恵
の
［
様
式
論
的
「
日
本
文
芸
学
派
」
、
垣
内
松
三
の
「
彩
象
論
派
」
や
、

伝
記
的
研
究
、
デ
ィ
ル
タ
ィ
的
方
法
等
、
一
九
三
〇
年
後
半
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
諸
方
法
、
諸
傾
向
を
あ
ま
ね
く
展
望
し
、
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
あ
ら
わ
れ

だ
し
た
北
山
隆
、
大
槻
憲
二
等
に
よ
る
緕
神
分
析
学
的
方
法
に
ま
で
及
ぶ
の
で

あ
る
。

　
こ
の
論
文
で
は
文
献
学
批
判
を
軸
に
す
え
つ
つ
、
諸
学
派
諸
方
法
を
批
判
し
、

文
学
研
究
に
お
げ
る
科
学
的
方
法
の
樹
立
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
諾

学
派
諸
方
法
の
批
判
が
力
を
こ
め
て
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
羽
仁

の
積
極
的
た
研
究
法
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
続
く
も
の

と
し
て
、
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る
二
三
の
反
省
」
が
あ
り
、
「
国
文
学
研
究
法

の
展
望
」
で
は
展
開
で
き
な
か
っ
た
主
張
を
お
し
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
た
る
。

　
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る
二
一
二
の
反
省
」
は
、
三
っ
の
都
分
か
ら
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

い
る
。
「
文
芸
実
践
か
ら
の
遊
離
に
対
す
る
反
省
」
「
研
究
者
の
世
界
観
に
対
す

る
反
省
」
「
古
典
評
価
に
関
す
る
反
省
、
（
試
論
）
」
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
前
二

者
は
、
ほ
ぼ
「
国
文
学
研
究
法
の
展
望
」
の
所
論
の
確
認
と
で
も
い
っ
た
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
後
の
章
は
、
こ
の
時
点
で
自
已
の
到
達
し
た
意
見
を

主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
石
山
徹
郎
を
中
心
と
す
る
歴
史
杜
会

学
派
の
見
解
と
は
異
な
る
ニ
ュ
ア
ソ
ス
で
、
古
典
評
価
の
方
法
を
提
案
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る
二
三
の
反
省
」
で
の
羽
仁
新
五
は
、
古
典
の
価

値
を
、
　
「
価
値
は
決
し
て
作
品
そ
の
も
の
に
固
定
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
た

い
。
唯
、
作
品
そ
の
も
の
に
固
定
的
に
存
す
る
も
の
は
、
『
価
値
』
で
は
な

く
て
『
性
質
』
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
発
言
は
、
客
観
的
真
理
を
如
何
に

具
象
的
形
象
的
に
表
現
し
え
た
か
が
、
芸
術
作
品
の
「
普
遍
的
価
値
」
な
い
し

「
客
観
的
価
直
」
で
あ
る
と
す
る
前
の
「
客
観
的
真
理
の
反
映
に
っ
い
て

古
典
評
価
の
基
準
の
問
題
　
　
」
の
所
論
を
、
大
は
ぱ
に
修
正
し
て
い
る
と
み

た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
「
価
値
」
に
つ
い
て
の
羽
仁
の
考
え
方
は
、
後

に
も
う
一
度
、
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
、
作
品
に
固

有
次
も
の
は
「
性
質
」
で
あ
り
「
価
値
」
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
　
「
そ
の
変
化
は
評
価
者
の
『
評
価
意
識
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
評
価
意
識
は
そ
の
評
価
者
の
時
代
的
・
杜
会
的
条
件
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て

ゐ
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
れ
ぱ
、
作
品
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
「
性
質
」
は
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

て
も
「
価
値
」
は
生
じ
た
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
評
価
す
る
「
評
価
者
」
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
作
品
の
価
値
は
付
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
文
芸
作
品
の
価
値
を
、
歴
史
的
意
義
の
有
無
に
お
い
て
評
価
し
て
い

た
石
山
徹
郎
と
は
、
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
石
山
に
し
て
も
、
文
芸
作
品

が
そ
れ
だ
げ
で
自
立
し
て
い
る
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
た
か
っ
た
。
す
で
に

「
古
典
の
鑑
賞
と
評
価
」
（
『
芸
文
論
』
所
収
）
に
お
い
て
、
「
文
芸
の
機
能
は

こ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
実
際
に
発
揮
さ
れ
る
」
と
指
摘
は
さ
れ
て
い

た
が
、
作
品
と
享
受
の
関
係
は
、
　
「
原
則
と
し
て
作
品
の
彩
成
さ
れ
た
当
時
に

お
い
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
羽
仁
の
い
う
「
評

価
者
」
と
は
異
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
評
価
者
」
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て

は
研
究
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
潜
在
的
に
は
も
っ
と
広
い
範
囲
、

つ
ま
り
読
者
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分

に
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
価
値
」
と
は
「
作
品
の
『
文
芸
的
性
質
』
に
可
能
性
と
し
て
存
す
る
」

も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
性
質
は
作
品
に
と
つ
て
不
変
た
も
の
で
あ
る
が
、
価
値

は
、
そ
れ
を
認
め
る
も
の
が
変
る
に
従
っ
て
函
数
的
に
変
化
す
る
」
（
傍
点
原

文
）
の
で
あ
る
。
　
「
文
芸
の
価
値
に
１
果
し
て
『
客
観
的
な
価
値
』
が
存
在
す
る

で
あ
ら
う
か
」
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
　
「
価
値
」
を

可
能
態
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
は
注
目
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
「
評
価
は
必
ず
評
価
老
の
立
場
が
作
用
し
て
始
め
て
発
生
す
る
も
の
で
、
必



ず
主
体
的
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
（
傍
点
原
文
）
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
、
「
研

究
者
の
立
脚
す
る
現
在
の
評
価
基
準
」
、
い
い
か
え
れ
ぱ
「
主
体
的
た
現
代
価

値
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
「
或
る
古
典
が
、
現
代
に
と
っ
て
無

価
値
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
勇
敢
に
『
無
価
値
で
あ
る
』
と
云
ひ
切
っ
て
、

潔
よ
く
、
今
後
の
歴
史
の
批
判
に
身
を
ま
か
せ
て
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
大
胆
な
提
言
で
あ
っ
た
。
「
主
体
的
な
玩
代
価
値
」
や
「
評
価
」
に
。

っ
い
て
は
、
な
お
い
く
っ
か
間
題
に
し
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。
学
の
名
に
ょ
っ
て
「
享
受
・
鑑
賞
」
を
主
観
的
、
盗
意
的
な
も
の
と

し
て
拒
否
す
る
こ
と
な
ど
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る
二
三
の
反
省
」
で
の
羽

仁
の
所
説
は
、
石
山
徹
郎
の
グ
ル
ー
プ
の
理
論
の
枠
組
み
か
ら
は
、
は
み
で
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
甘
粕
石
介
に
ょ
っ
て
展
開
さ
れ
た
榊

原
・
石
山
批
判
、
そ
の
古
典
評
価
の
軸
を
、
羽
仁
は
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
羽
仁
新
五
の
位
置
が
あ
っ
た
。

　
戦
時
体
制
は
、
次
第
に
思
想
・
言
論
の
統
制
を
強
化
し
て
い
っ
た
た
め
、
歴

史
杜
会
学
派
は
、
苛
烈
な
状
況
下
に
孤
立
分
散
し
て
い
く
。
一
九
三
七
年
を
頂

点
と
す
る
歴
史
杜
会
学
派
の
理
論
的
な
活
動
は
、
そ
の
討
論
の
場
を
失
う
の
で

あ
る
。
こ
の
間
の
羽
仁
新
五
は
、
　
「
目
本
文
学
研
究
の
明
目
へ
の
動
向
」
（
『
解

釈
と
鑑
賞
』
昭
和
十
六
年
三
月
）
で
、
翼
賛
体
制
に
歩
調
を
あ
わ
せ
た
国
文
学

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

時
評
を
書
い
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
羽
仁
の
本
音
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。
そ
の
後
に
は
「
漱
石
と
子
観
」
（
『
新
潮
』
昭
和
十
八
年
二
月
）
や
「
志

　
　
＠

賀
直
哉
」
の
作
家
論
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
『
国
文
学
研
究
』
第
十
八
輯
（
昭
和
十
八
年
一
二
月
）
に
「
古
典
評
価
考
再

論
」
が
載
っ
た
。
　
「
国
文
学
研
究
に
対
す
る
二
三
の
反
省
」
か
ら
三
年
の
時
間

が
経
過
し
て
い
る
が
、
「
古
典
評
価
考
再
論
」
の
末
尾
に
「
昭
和
十
七
年
四
月
」

の
目
付
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
戦
時
の
窮
迫
し
た
事
情
が
、
発

表
を
ほ
ぽ
一
年
半
以
上
も
遅
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
「
古
典
評
価
考
再
論
」
は
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る
二
三
の
反
省
」
の
、

い
わ
ぱ
自
已
批
判
か
ら
出
発
す
る
。
　
「
価
直
」
と
い
う
も
の
に
重
大
た
修
正
を

加
え
た
前
の
論
文
を
、
「
許
し
難
い
誤
謬
と
混
乱
と
が
あ
っ
た
」
と
し
て
「
用

語
概
念
の
混
乱
」
を
反
省
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
即
ち
文
芸
作
品
に
と
っ
て
可
変

的
多
面
的
で
あ
る
の
は
『
価
値
』
で
は
た
く
し
て
、
実
に
そ
の
『
価
直
認
識
』

と
し
て
の
『
評
価
』
で
あ
っ
て
、
作
品
の
『
価
値
』
は
、
む
し
ろ
前
稿
に
於
て

峻
別
し
た
と
こ
ろ
の
作
品
そ
の
も
の
二
『
性
質
』
に
－
即
し
て
内
在
す
る
も
の
で

あ
り
、
従
つ
て
『
価
値
』
は
、
文
芸
作
品
そ
の
も
の
に
客
観
的
に
（
評
価
の
如

何
に
か
二
は
ら
ず
）
固
定
し
て
内
在
す
る
所
の
個
性
的
な
存
在
で
あ
る
と
云
は

な
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
」
と
す
る
。

　
前
に
記
し
た
よ
う
に
、
甘
粕
石
介
が
批
判
し
た
こ
と
の
一
っ
は
、
国
文
学
者

の
用
語
、
概
念
の
混
乱
で
あ
っ
た
。
国
文
学
者
に
、
哲
学
上
の
語
義
、
概
念
の
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誤
解
、
混
乱
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
げ
を
取
り
上
げ
て
非
難
す
る

こ
と
は
、
あ
る
い
は
酷
か
も
知
れ
た
い
。
し
か
し
そ
の
用
語
概
念
上
の
誤
解
、

混
乱
を
、
他
の
用
語
で
お
き
か
え
る
と
き
、
い
っ
そ
う
の
混
乱
を
引
き
起
す
こ

と
は
必
至
で
あ
る
。
研
究
方
法
上
の
考
察
に
熱
心
で
あ
っ
た
石
山
や
羽
仁
は
、

用
語
に
厳
密
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
混
乱
し
た
と
い
う
よ
う
た
こ
と
が

な
か
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
古
典
評
価
考
再
論
」
で
、
羽
仁

新
五
は
も
う
一
度
、
　
「
価
値
」
に
か
え
っ
て
、
問
題
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し

て
い
る
。

　
「
文
芸
作
品
に
於
げ
る
『
価
値
』
は
、
そ
の
『
価
値
認
識
』
た
る
『
評
価
』

の
如
何
に
か
上
は
ら
ず
、
そ
れ
と
は
一
応
独
立
に
作
品
そ
の
も
の
に
内
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
・

も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
、
吾
々
に
対
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
『
評
価
』

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
云
ふ
彩
に
於
て
で
た
く
て
は
具
体
的
に
は
発
現
し
た
い
と
云
ふ
事
を
忘
れ
て

は
な
ら
た
い
。
吾
々
に
対
し
て
『
客
観
的
に
存
す
る
』
と
云
ふ
事
は
、
是
を
裏

返
し
に
す
れ
ぱ
、
吾
々
と
し
て
は
、
吾
々
の
認
識
を
通
し
て
£
な
げ
れ
ぱ
捕
へ

得
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
具
体
的
た
文
芸
作
品
の
『
価
値
』
と
い
ふ

も
の
は
、
吾
々
に
対
し
て
客
観
的
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
だ
げ
に
、
吾
々
と
し

て
は
、
是
を
『
評
価
』
と
云
ふ
主
体
的
た
彩
に
於
て
ぶ
た
げ
れ
ぱ
捕
へ
る
事
は

出
来
な
い
の
で
あ
る
」
（
傍
点
原
文
）
と
い
う
。
「
評
価
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
羽
仁
の
考
え
方
は
「
国
文
学
研
究
法
に
対
す
る
二
三
の
反
省
」
か
ら
み
れ

ぱ
、
軌
道
を
大
き
く
修
正
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
た
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
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羽
仁
自
身
、
「
前
稿
に
於
げ
る
自
分
の
意
見
は
、
そ
の
『
価
値
』
と
云
ふ
用
語

を
一
切
『
評
価
』
と
云
ふ
用
語
に
書
き
か
へ
る
事
に
よ
っ
て
の
み
一
応
の
正
し

さ
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
論
理
の
前
提
そ
の
も
の
を
か
え
て
い
る

わ
げ
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
価
値
」
と
「
評
価
」
に
っ
い
て
、
か
な

り
よ
く
整
理
さ
れ
た
、
羽
仁
新
五
の
考
え
が
で
て
き
た
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
価
値
」
を
「
『
評
価
』
の
如
何
に
か
二
は
ら
ず
、
そ
れ
と
は
一
応
独
立
に

作
品
そ
の
も
の
に
客
観
的
に
内
在
す
る
」
と
と
ら
え
な
お
し
た
こ
と
は
、
羽
仁

新
五
が
、
あ
ら
た
め
て
文
学
作
品
と
は
何
か
を
考
え
る
契
機
に
た
っ
た
。
そ
れ

は
「
先
づ
何
よ
り
も
人
間
的
行
為
で
あ
り
然
も
創
造
的
行
為
で
な
げ
れ
ぱ
た
ら

な
い
」
の
だ
。
　
「
人
間
的
行
為
」
と
は
「
常
に
そ
の
歴
史
と
環
境
と
に
よ
つ
て

与
へ
ら
れ
撹
定
さ
れ
」
な
が
ら
、
　
「
同
時
に
歴
史
と
環
境
と
を
観
定
し
創
造
す

る
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
「
歴
史
的
な
一
切
の
人
間
的
行
為
」
の
う
ち
、
　
「
最

も
高
度
た
創
造
的
行
為
の
一
っ
」
と
し
て
「
文
芸
行
為
」
が
位
置
づ
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
人
間
的
行
為
」
を
歴
史
と
環
境
に
よ
っ
て
挽
定
さ
れ
、
同
時
に
観
定
し
て

ゆ
く
も
の
と
み
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ほ
ぽ
同
じ
頃
、
石
山
徹
郎
も
ま
た
公

刊
の
見
込
み
も
た
た
な
い
『
芸
文
論
』
の
な
か
で
、
　
「
歴
史
的
人
間
」
と
い
う

も
の
を
次
の
よ
う
に
観
定
し
て
い
た
。
　
「
作
者
は
ま
づ
Ａ
と
か
Ｂ
と
か
い
ふ
特

定
の
個
人
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
は
或
る
特
定
の
素
質
を
具
へ
、
或
る
特
定
の

時
代
に
、
或
る
特
定
の
杜
会
的
自
然
的
環
境
の
も
と
に
男
又
は
女
と
し
て
生
れ
、



育
ち
、
或
る
特
定
の
杜
会
関
係
に
身
を
お
い
て
ゐ
る
。
そ
の
上
彼
は
或
る
特
定

の
歴
史
と
文
化
伝
統
と
を
有
す
る
民
族
乃
至
国
民
の
一
人
と
し
て
生
存
し
て
ゐ

る
。
こ
の
や
う
に
特
定
の
個
人
と
い
ふ
も
の
は
、
特
定
の
歴
史
的
な
国
家
、
杜

会
の
下
に
、
特
定
の
経
歴
・
経
験
・
教
養
を
持
ち
、
特
有
の
肉
体
的
精
神
的
素

質
を
具
へ
、
性
別
や
年
令
等
の
条
件
を
も
身
に
っ
げ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

す
べ
て
の
作
家
は
、
こ
の
や
う
な
意
味
に
お
げ
る
歴
史
的
人
間
な
の
で
あ
る
」

と
。　

す
で
に
羽
仁
と
石
山
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
、
も
は
や

歴
史
杜
会
学
派
は
共
同
討
論
の
場
を
失
っ
て
い
た
し
、
羽
仁
は
石
山
か
ら
離
れ

て
上
京
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
戦
時
下
の
学
間
、
言
論
の
統
制
と
い
う
条
件

の
も
と
で
、
石
山
に
し
て
も
羽
仁
に
し
て
も
、
ひ
そ
か
に
史
的
唯
物
論
に
よ
り

た
が
ら
、
論
を
展
開
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
解
釈
、
あ
る
い
は
理

解
の
仕
方
に
お
い
て
、
石
山
と
羽
仁
は
、
次
第
に
そ
の
距
離
を
ひ
ろ
げ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　
私
は
か
つ
て
石
山
の
『
芸
文
論
』
に
触
れ
て
、
石
山
に
は
「
人
間
の
存
在
の

歴
史
的
・
杜
会
的
観
定
と
い
う
こ
と
で
た
く
、
人
問
の
活
動
の
歴
史
的
杜
会
的

あ
り
か
た
を
も
と
め
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
」
と
書
き
、
　
「
文
芸
を
人
間
の
世

界
認
識
の
所
産
で
あ
る
、
と
規
定
し
、
深
め
て
ゆ
き
、
相
対
的
た
正
し
さ
を
獲

得
し
た
瞬
間
に
、
人
間
的
活
動
と
し
て
の
、
人
間
の
人
間
的
対
象
化
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
＠

文
芸
が
、
脱
落
し
た
」
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
脱
落
し
た
部
分
を
埋
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め
た
の
が
羽
仁
新
五
で
あ
っ
た
と
、
今
は
思
う
の
で
あ
る
。

　
羽
仁
新
五
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
歴
史
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
同
時
に
歴
史

を
規
定
し
創
造
し
て
い
く
「
人
間
的
行
為
」
の
積
極
的
な
評
価
で
あ
ろ
う
。
文

芸
を
そ
の
「
人
問
的
行
為
」
の
「
最
も
高
度
な
創
造
的
行
為
の
一
つ
」
と
し
て

位
置
づ
げ
た
と
き
、
　
「
創
造
的
行
為
」
の
あ
り
か
た
が
「
価
値
」
と
し
て
間
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
文
芸
作
品
の
『
価
値
』
と
は
、
そ
の
作
品
が
与
へ
ら
れ
た

（
他
の
物
に
よ
つ
て
置
き
代
へ
ら
れ
得
な
い
）
具
体
的
諸
条
件
に
よ
つ
て
客
観

的
に
観
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
如
何
な
る
問
題
を
如
何
な

る
角
度
か
ら
如
何
に
捕
へ
、
そ
れ
を
如
何
た
る
文
芸
的
移
象
化
に
よ
っ
て
如
何

に
解
決
し
得
た
か
と
云
ふ
事
に
よ
つ
て
定
ま
る
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
か
二
る
も
の
と
し
て
の
文
芸
作
品
の
『
価
値
』
は
、
決
し
て
可
変
的
な
も
の

で
も
多
面
的
た
も
の
で
も
た
く
、
作
品
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
何
物
に
よ
つ
て

も
代
へ
得
な
い
唯
一
の
個
性
的
存
在
で
あ
る
と
云
は
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
」
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
価
値
」
の
再
発
見
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
羽
仁
新
五
の
「
古
典
評
価
考
再
論
」
は
、
人
問
の
創
造
的
行
為
を
、
　
「
あ
く

ま
で
自
己
の
主
体
性
に
徹
す
る
事
」
で
問
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ

か
ら
、
文
芸
の
創
造
、
主
体
と
歴
史
の
関
係
、
古
典
と
そ
の
評
価
、
な
ら
び
に

主
体
喪
失
の
現
状
に
言
及
し
て
い
く
が
、
時
に
表
現
を
時
局
の
言
葉
で
装
い
た

が
ら
、
自
己
の
所
論
を
展
開
、
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
展
開
さ
れ

た
問
題
は
、
戦
後
に
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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あ
る
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学
研
究
者
の
軌
跡

御

　
羽
仁
新
五
の
「
志
賀
直
哉
」
に
つ
い
て
池
内
輝
雄
は
、
　
「
執
筆
が
戦
時
下
と

い
う
こ
と
で
か
な
り
の
籟
晦
も
見
ら
れ
る
が
、
後
の
戦
後
の
一
時
期
の
志
賀
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

哉
批
判
に
連
な
る
そ
の
鴨
矢
的
嚢
を
持
つ
論
一
と
評
価
し
て
い
る
。
同
じ
文

章
で
「
古
典
評
価
考
再
論
」
の
意
義
に
つ
い
て
も
「
余
談
」
と
し
な
が
ら
も
触

れ
て
い
る
。
　
「
古
典
評
価
考
再
論
」
の
目
付
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
「
昭
和
十

七
年
四
月
」
で
あ
り
、
　
「
志
賀
直
哉
」
は
「
一
七
・
一
二
」
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
公
刊
は
執
筆
と
は
逆
に
な
っ
た
。

　
羽
仁
は
、
ま
ず
志
賀
直
哉
を
自
然
主
義
と
の
関
係
か
ら
と
ら
え
る
。
　
「
彼
の

文
芸
は
、
自
然
主
義
に
よ
つ
て
樹
立
さ
れ
た
リ
ヤ
リ
ズ
ム
の
精
神
を
飽
く
ま
で

守
り
通
さ
う
と
す
る
」
と
い
う
羽
仁
の
立
論
は
、
一
般
に
、
こ
れ
ま
で
に
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
「
自
ら
こ
の
作
者
は
、
当
時
の
時
代
思
潮

で
あ
っ
た
自
然
主
義
的
精
神
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
。
氏
は
ま
ず
立
派
に
修
練

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
積
ん
だ
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
毘
前
し
た
」
と
い
う
の
は
『
毘
代
作
家
論
叢
』

の
片
岡
良
一
で
あ
っ
た
。
ま
た
片
岡
の
「
志
賀
氏
の
語
る
世
界
は
　
　
少
く
と

も
氏
の
過
去
の
作
品
の
多
く
に
お
い
て
語
ら
れ
た
世
界
は
、
氏
自
身
の
内
に
あ

る
。
作
者
の
主
観
が
客
観
を
奪
お
う
奪
お
う
と
し
て
い
る
。
い
わ
ぱ
作
者
の
世

界
が
極
め
て
能
動
的
た
の
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
　
「
然
る
に
志
賀
直
哉
の
場
合

は
、
諦
視
さ
れ
描
か
れ
る
客
体
的
た
自
我
は
、
描
く
主
体
的
な
自
我
の
『
向
う
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に
あ
る
』
の
で
は
な
く
て
、
　
『
描
く
自
我
』
は
『
描
か
れ
る
自
我
』
の
世
界
で
、

常
に
生
き
生
き
と
し
て
躍
動
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
諦
視
し
描

写
す
る
事
は
、
静
視
し
傍
観
す
る
事
で
は
た
く
、
直
ち
に
そ
の
ま
ま
毘
実
に
そ

の
中
で
行
動
す
る
事
で
あ
る
」
と
い
う
羽
仁
の
志
賀
論
に
も
響
い
て
い
よ
う
。

　
問
題
は
羽
仁
新
五
の
志
賀
直
哉
論
の
先
雛
を
探
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
た
い
。

羽
仁
が
志
賀
直
哉
に
み
た
も
の
、
志
賀
直
哉
を
通
し
て
羽
仁
が
い
い
た
か
っ
た

こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
体
的
な
自
我
の
確
立
、
あ
る
い
は
追
求
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
志
賀
直
哉
の
「
リ
ヤ
リ
ズ
ム
」
は
、
自
然
主
義
の
よ
う
に

平
面
的
に
羅
列
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
　
「
明
確
た
焦
点
と
正
確
な
序
列
と
を
以

て
立
体
的
に
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
象
に
焦
点
を
与

へ
序
列
を
与
へ
構
成
を
付
与
す
る
も
の
こ
そ
は
、
実
に
、
そ
の
対
象
の
中
に
生

き
て
働
い
て
ゐ
る
所
の
、
作
者
の
主
体
的
な
自
我
の
実
感
に
他
た
ら
な
い
の
で

あ
る
」
と
い
う
。
　
「
実
感
的
な
好
悪
や
共
感
の
有
無
は
、
直
ち
に
そ
の
ま
ま
善

悪
と
も
な
り
真
偽
と
も
な
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
統
一
さ
れ
た
自
我
に

対
す
る
極
め
て
自
信
に
充
ち
た
強
靱
な
全
的
の
肯
定
」
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
全
的
な
自
我
の
肯
定
は
、
近
代
目
本
に
お
い
て
困
難
な
状
況
に
置
か

れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
自
然
主
義
末
期
に
も
な
れ
ぱ
、
　
「
個
人

主
義
的
な
自
我
を
歴
史
的
た
主
体
性
の
中
核
」
と
す
る
こ
と
は
、
絶
望
的
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
か
に
あ
っ
て
志
賀
直
哉
が
自
我
を
肯
定
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
「
自
己
の
実
感
に
信
拠
を
置
い
て
疑
は
な
か
っ
た
」
こ
と
、



自
我
を
「
毘
実
的
な
地
盤
か
ら
抽
出
し
、
そ
の
実
感
を
先
天
的
な
も
の
に
ま
で

一
般
化
」
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　
羽
仁
新
五
が
「
志
賀
直
哉
」
論
の
中
核
に
し
た
の
は
「
自
我
」
の
位
相
の
究

明
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
立
論
の
仕
方
は
、
必
ず
し
も
独
創
的
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
戦
前
か
ら
戦
時
に
か
げ
て
の
志
賀
直
哉
に
つ
い

て
の
肯
定
否
定
の
論
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
は
、
こ
の
「
自
我
」
の
位
置
づ
げ
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
頃
は
「
近
代
の
超
克
」
が
叫
ぱ
れ
て
い
た
さ
な
か
で
あ
っ
た
。

一
九
四
二
年
の
九
月
と
十
月
の
『
文
学
界
』
に
は
「
近
代
の
超
克
」
が
特
集
さ

れ
た
。
「
『
近
代
の
超
克
』
と
い
う
の
は
、
戦
争
中
の
目
本
の
知
識
人
を
と
ら
え

　
　
　
　
　
　
ゆ

た
流
行
語
の
一
つ
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
期
に
、
羽
仁
新
五
の
「
志
賀

直
哉
」
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
志
賀
の
「
自
我
」
を
追
求
し
、
そ

の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
目
本
の
近
代
と
の
関
係
、
そ
の
否
定
と
し

て
の
「
近
代
の
超
克
」
と
の
、
二
重
の
苦
闘
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
羽
仁
の
「
志
賀
直
哉
」
論
に
は
二
面
作
戦
が
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
志
賀
直
哉
の
「
自
我
」
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
近
代
の
否
定

に
対
す
る
反
措
定
を
投
じ
、
そ
の
自
我
の
現
実
的
根
拠
を
問
う
こ
と
に
ょ
っ
て
、

い
わ
ぱ
時
局
に
応
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
「
婚
晦
」
と
い
う
よ
う
に
も

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
と
も
あ
れ
、
志
賀
直
哉
の
文
芸
は
、
『
自
我
の
自
覚
』

と
『
真
実
追
求
の
精
神
』
と
を
支
柱
と
す
る
我
国
の
近
代
文
芸
の
、
最
も
『
近

　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

代
的
』
な
典
型
的
な
『
頂
点
』
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
我
国
の
近
代
文
芸
は
、
此

の
典
型
的
な
頂
点
に
於
て
、
最
も
典
型
的
な
移
で
そ
の
悲
劇
的
な
運
命
を
現
は

し
始
め
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
た
と
き
、
そ
の
二
面
作
戦
の
消
息
の
一
端
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
今
の
文
章
に
続
げ
て
、
羽
仁
は
、
二
応
、
現
実
に
塩
定
さ
れ
、
歴

史
に
作
ら
れ
る
と
共
に
、
現
実
を
規
定
し
歴
史
を
作
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
自

覚
し
た
所
の
近
代
的
な
自
我
は
、
そ
の
個
人
主
義
な
性
格
の
為
め
に
、
も
は
や

真
実
追
求
の
主
体
的
中
核
た
る
役
割
を
果
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
そ
の
自

我
の
個
人
主
義
的
性
格
を
拒
否
す
る
か
、
さ
も
な
く
ぱ
真
実
追
求
の
精
神
を
中

止
す
る
か
の
い
づ
れ
か
を
選
ぱ
た
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
岐
路
に
立
至
つ
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
や
は
り
「
近
代
の
超
克
」
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と

み
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
「
古
典
評
価
考
再
論
」
の
な
か
の
歴
史
と
個

人
と
の
関
係
の
部
分
は
、
こ
こ
で
は
近
代
的
自
我
の
個
人
主
義
的
性
格
と
し
て

否
定
さ
れ
て
い
る
。
　
「
再
論
」
の
主
要
た
モ
チ
ー
フ
が
何
故
否
定
さ
れ
た
の
か
、

執
筆
の
時
問
的
順
序
と
発
表
の
関
係
か
ら
み
て
、
は
っ
き
り
し
た
解
釈
を
、
い

ま
私
は
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
。

　
羽
仁
は
こ
の
と
き
、
低
抗
と
動
揺
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
る
。
　
「
志
賀
直
哉
」
に
お
げ
る
「
二
面
作
戦
」
と
先
に
、
い
っ
た
も
の

は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
低
抗
と
動
揺
は
矛
盾
す
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
動
揺
し
っ
っ
低
抗
し
て
い
た
と
み
る
ほ
う
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

自
然
な
の
で
は
た
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で

「
志
賀
直
哉
」
を
位
置
づ
げ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
以
後
、
敗
戦
ま
で
の
間
に
、
羽
仁
新
五
が
ど
ん
な
論
文
を
書
き
、
発
表
し
た

の
か
、
今
の
と
こ
ろ
、
私
は
知
ら
た
い
。
敗
戦
は
疎
開
先
の
伊
賀
上
野
で
迎
え

た
。
敗
戦
の
直
前
に
、
羽
仁
の
大
阪
で
の
先
達
で
あ
っ
た
石
山
徹
郎
が
亡
く
な

っ
て
い
た
。
そ
の
石
山
徹
郎
を
記
念
し
、
　
『
文
芸
学
の
諸
間
題
』
が
出
版
さ
れ
、

そ
れ
に
羽
仁
新
五
も
「
川
端
文
学
が
再
会
し
た
も
の
」
を
寄
稿
し
た
こ
と
は
、

す
で
に
触
れ
た
。

　
川
端
康
成
は
『
世
界
』
第
二
号
（
一
九
四
六
年
二
月
）
に
「
再
会
」
を
発
表

し
た
。
同
号
に
は
豊
島
與
志
雄
も
小
説
を
寄
せ
て
い
る
。
敗
戦
直
後
の
文
学
の

状
態
は
、
犬
家
の
復
活
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
か
に
あ
っ
て
「
再
会
」

が
、
ど
の
よ
う
た
評
価
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
川
端
文
学
の
な
か

で
、
こ
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
み
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
数
多
い
川
端
論

の
な
か
で
も
「
再
会
」
に
っ
い
て
触
れ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
無
い
。
上
出
来

の
作
と
い
い
か
ね
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
文
学
時
標
』
簾
六
号
（
一
九
四
六
年

四
月
）
で
小
原
元
の
短
評
が
目
に
っ
い
た
が
、
そ
こ
で
は
「
川
端
康
成
の
『
再

会
』
に
は
梢
々
失
望
し
た
。
こ
の
作
家
が
、
集
り
つ
ぽ
い
戦
争
の
雑
沓
の
な
か

で
、
と
に
か
く
て
持
ち
耐
へ
て
き
た
、
あ
の
し
っ
と
り
と
し
た
リ
リ
シ
ズ
ム
も
、

圧
へ
っ
げ
る
も
の
が
取
り
除
か
れ
て
し
ま
ふ
と
、
平
板
な
風
俗
画
に
堕
し
て
し

ま
ふ
の
か
」
と
書
か
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
羽
仁
新
五
は
、
「
再
会
」
の
主
人
公
祐
三
が
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
の
文
墨
祭
に
お

い
て
、
振
袖
の
令
嬢
た
ち
の
舞
踊
に
「
低
抗
力
を
失
」
い
、
　
「
さ
う
い
ふ
目
で

舞
姿
を
追
つ
て
い
る
視
線
に
、
富
士
子
の
顔
が
あ
つ
た
の
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
注
目
す
る
。
そ
し
て
「
さ
う
い
う
目
」
を
「
今
更
の
や
う
に
、
復
活
し
て
来

た
過
去
に
対
し
て
新
鮮
な
印
象
を
吸
収
し
、
さ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
益
々
さ
う

し
た
も
の
へ
の
感
覚
の
低
抗
を
失
つ
て
過
敏
に
な
つ
て
行
く
」
こ
と
に
あ
る
と

す
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
感
覚
に
っ
い
て
、
羽
仁
は
「
実
は
正
直
な
所
、
私
は

こ
う
し
た
表
現
に
対
し
て
、
本
当
に
わ
か
つ
て
ゐ
る
と
言
ひ
切
れ
る
か
ど
う
か

自
信
が
持
て
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
わ
か
つ
た
と
言
ひ
切
る
に
は
あ
ま
り
に
単
純

過
ぎ
て
自
信
の
持
て
な
く
た
る
ほ
ど
の
、
あ
ま
り
に
次
ん
で
も
た
い
連
想
の
感

覚
と
し
て
の
白
分
の
受
取
り
方
を
肯
定
し
た
い
限
り
、
そ
の
わ
か
ら
た
さ
が
感

覚
の
警
抜
さ
を
敏
感
さ
と
繊
細
さ
と
に
於
て
、
い
か
に
も
及
ぴ
難
い
と
い
ふ
感

じ
に
変
っ
て
来
ま
す
。
元
来
此
の
作
者
の
名
文
句
に
は
、
具
体
的
な
描
写
と
抽

象
的
塗
言
葉
と
が
突
如
と
し
て
結
び
合
さ
れ
、
そ
こ
に
不
思
議
に
た
ま
な
ま
し

く
感
覚
を
刺
戟
す
る
拝
情
の
世
界
が
構
成
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
結
び
っ
き

方
の
特
異
さ
が
及
び
難
い
繊
細
さ
と
し
て
私
達
を
惹
き
っ
げ
る
の
で
す
」
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
川
端
文
学
を
こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
、
羽
仁
の
感
受
性
の
あ
り
か

た
に
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。
何
で
も
な
い
発
言
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

敗
戦
直
後
の
こ
と
だ
げ
に
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
此
の
実
生
活
の



諸
関
係
か
ら
抽
出
さ
れ
た
感
覚
的
な
行
動
を
、
な
に
か
そ
れ
が
、
特
殊
な
、
特

別
に
洗
練
さ
れ
た
感
覚
の
所
有
者
で
た
げ
れ
ぱ
参
じ
得
な
い
、
水
晶
の
中
の
世

界
の
や
う
に
、
神
秘
的
な
清
例
さ
の
漂
ふ
純
粋
さ
の
世
界
で
の
出
来
事
で
で
も

あ
る
か
の
や
う
な
印
象
を
与
へ
て
ゐ
る
の
で
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
再

会
」
論
を
こ
こ
ま
で
導
く
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
　
っ
ま
り

「
再
会
」
を
離
れ
て
、
あ
る
い
は
超
え
て
川
端
文
学
論
と
で
も
い
う
よ
う
な
も

の
に
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
執
筆
の
時
と
事
情
を
考
え
に
入
れ
ね
ば
な
ら
た

い
だ
ろ
う
。
「
文
芸
時
評
の
数
行
で
済
ま
せ
ぱ
済
ま
さ
れ
る
此
の
『
再
会
』
を

と
ら
へ
て
、
『
文
芸
学
の
諸
問
題
』
の
一
つ
と
し
て
こ
こ
ま
で
こ
と
ご
と
し
く

ひ
ね
く
り
廻
し
た
所
以
」
に
つ
い
て
も
羽
仁
は
こ
と
わ
っ
て
い
る
が
、
敗
戦
後

の
最
も
早
い
時
期
の
川
端
論
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
論
文
を
収
め
た
『
文
芸
学
の
諸
間
題
』
は
、
先
に
も
い
っ
た
よ
う
に
執

筆
さ
れ
て
か
ら
二
年
後
に
、
よ
う
や
く
公
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
羽
仁
新

五
は
、
そ
の
一
か
月
後
に
亡
く
た
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
羽
仁
の
活
字
に
な

っ
た
仕
事
を
、
私
は
知
ら
た
い
。
ま
た
『
文
芸
学
の
諾
間
題
』
を
、
羽
仁
新
五

は
、
生
前
に
、
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
も
、
私
に
は
分
ら
た

い
。　

一
九
四
八
年
十
月
十
六
目
、
大
阪
商
科
大
学
（
現
大
阪
市
立
大
学
）
道
仁
学

舎
講
堂
で
、
新
目
本
文
学
会
と
目
本
文
学
協
会
の
共
催
で
羽
仁
新
五
追
悼
現
代

文
学
講
演
会
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

◎
　
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
三
巻
（
講
談
杜
　
昭
和
五
二
年
十
一
月
）
「
羽
仁

　
新
五
」
の
項
に
拠
る
。

◎
成
瀬
正
勝
　
湯
地
孝
　
橋
本
芳
一
郎
編
著
『
鴎
外
　
漱
石
』
三
四
頁
（
『
国
語
国

　
文
学
研
究
史
大
成
』
十
四
　
増
補
版
三
省
堂
昭
和
五
三
年
三
月
）

　
　
『
現
代
日
本
文
学
序
説
』
に
「
夏
目
漱
石
論
」
と
し
て
所
収
　
春
陽
堂
　
一
九
三

　
二
年
十
月

◎
　
『
唐
木
順
三
全
集
』
第
十
一
巻
以
下
「
漱
石
概
観
」
か
ら
の
引
用
は
、
こ
の
全

　
集
に
拠
っ
た
。

　
内
田
道
雄
「
『
濠
虚
集
』
の
問
題
」
（
『
文
学
』
一
九
五
一
年
七
月
）

◎
　
江
藤
淳
『
決
定
版
夏
目
漱
石
』
四
六
頁
（
新
潮
杜
　
昭
和
四
九
年
十
一
月
）

¢
菊
地
弘
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
論
」
（
内
田
道
雄
久
保
田
芳
太
郎
編
『
作
品
論
夏
目

　
漱
石
』
三
八
頁
双
文
杜
昭
和
五
一
年
九
月
）

＠
　
平
岡
敏
夫
「
夏
目
漱
石
研
究
史
論
」
（
『
日
本
近
代
文
学
史
研
究
』
二
八
頁
有
精

　
堂
昭
四
四
年
六
月
）

　
　
樋
野
憲
子
「
研
究
史
」
（
江
藤
淳
編
『
朝
目
ハ
事
典
夏
目
漱
石
』
二
二
五
頁
　
一

　
九
七
七
年
六
月
）

＠
榊
原
美
文
『
馬
花
野
老
の
半
生
紀
』
九
七
頁
（
国
際
出
版
　
昭
和
五
一
年
十
二

　
月
）

＠
拙
稿
「
石
山
徹
郎
論
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
七
六
年
十
二
月
）

＠
本
間
唯
一
『
文
芸
学
』
（
『
唯
物
論
全
書
』
三
笠
書
房
昭
和
十
二
年
六
月
）

＠
　
石
山
徹
郎
『
芸
文
論
』
（
日
本
評
論
杜
昭
和
二
三
年
四
月
）

＠
　
榊
原
美
文
前
掲
書
所
収

＠
　
佐
藤
春
夫
・
宇
野
浩
二
編
『
近
代
日
本
文
学
研
究
大
正
文
学
作
家
論
』
上
（
小
学

　
館
昭
和
十
八
年
九
月
）

ゆ
　
石
山
徹
郎
『
芸
文
論
』
四
六
頁

＠
拙
稿
「
石
山
徹
郎
論
お
ぽ
え
が
き
」
（
『
目
本
文
学
』
一
九
六
二
年
二
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



＠＠ゆ

あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
軌
跡

　
目
本
文
学
研
究
資
料
干
行
会
編
『
志
賀
直
哉
皿
』
の
解
説
（
「
目
米
文
学
研
究
資

料
叢
書
」
有
精
堂
　
昭
和
五
三
年
十
月
）
　
以
下
「
志
賀
直
哉
」
の
引
用
は
同
書
に

拠
っ
た
。

片
岡
良
一
『
現
代
作
家
論
叢
』
三
笠
書
房
　
昭
和
九
年
三
月
（
『
片
岡
良
一
著
作

集
』
第
八
巻
中
央
公
論
杜
昭
和
五
四
年
七
月
）
　
引
用
は
こ
の
著
作
集
に
拠
っ

た
。

竹
内
好
「
近
代
の
超
克
」
（
河
上
徹
太
郎
竹
内
好
他
『
近
代
の
超
克
』
所
収

冨
山
房
百
科
文
庫
２
３
　
昭
和
五
四
年
二
月
）

二
二

〔
付
記
〕
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
て
、

　
　
　
謝
意
を
表
す
る
。

友
人
佐
瀬
良
幸
の
協
力
を
得
た
。
記
し
て
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