
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

　
　
　
明
治
四
〇
年
前
後
の
遅
塚
麗
水
の
紀
行
文
を
中
心
に

巳
巳
い

４
目
（

谷
　
　
昭
　
　
宏

は
じ
め
に

　
文
壇
に
お
け
る
紀
行
文
の
名
手
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
た
遅
塚
麗
水
は
、
明

治
三
九
年
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
、
同
一
の
旅
行
に
取
材
す
る
四
篇
の
紀
行
文

群
を
発
表
し
て
い
る
。
「
入
蘇
日
記
」
（
「
都
新
聞
」
／
明
治
三
九
年
八
月
一
四

日
～
八
月
三
〇
日
）
、
「
御
嶽
の
一
夜
」
（
「
文
芸
界
」
五
－
一
二
／
明
治
三
九
年

一
二
月
▽
日
）
、
「
木
曽
山
の
一
夜
」
（
「
中
学
生
」
一
－
一
二
／
明
治
三
九
年
一

二
月
一
日
）
、
「
御
岳
の
一
夜
」
（
「
中
央
公
論
」
二
二
－
八
／
明
治
四
〇
年
八
月

一
日
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
四
篇
は
そ
れ
ぞ
れ
、
信
州
の
御
岳
に
登
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
描
か
れ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
微
細
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

有
無
や
、
会
話
表
現
の
多
寡
、
文
体
な
ど
の
点
で
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い

る
。
特
に
文
体
に
つ
い
て
は
、
「
入
蘇
日
記
」
、
「
御
嶽
の
二
枚
」
、
「
木
曽
山
の

コ
枚
」
の
三
篇
が
漢
文
調
の
文
語
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
番
最
後
に
発
表

　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

さ
れ
た
「
御
岳
の
二
俣
」
だ
け
は
、
盲
に
文
一
致
的
〉
な
文
体
が
と
ら
れ
て
い

る
。
麗
水
は
そ
れ
以
前
の
明
治
三
八
年
に
も
、
「
乙
女
越
」
（
「
都
新
聞
」
／
明

治
三
八
年
二
月
一
七
日
上
一
月
二
五
日
）
、
「
雪
の
乙
女
峠
」
（
「
太
陽
」
一
一
－

五
／
明
治
三
八
年
四
月
一
日
）
と
い
う
、
や
は
り
同
一
の
旅
行
に
取
材
し
た
紀

行
文
を
二
篇
発
表
し
て
い
る
。
前
者
は
〈
言
文
一
致
的
〉
な
文
体
、
後
者
は
漢

文
調
の
文
語
体
を
用
い
た
美
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
同
一
の
素
材
に

基
づ
く
二
篇
の
紀
行
文
が
異
な
る
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
旅
。

　
御
岳
登
山
に
関
す
る
四
篇
の
紀
行
文
が
発
表
さ
れ
た
明
治
三
九
年
か
ら
四
〇

年
と
い
う
時
期
は
、
日
本
の
文
壇
に
お
い
て
自
然
主
義
的
な
思
潮
が
隆
盛
を
迎

え
る
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
紀
行
文
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
自
然
派
の
陣

営
が
美
文
的
な
も
の
を
古
い
紀
行
文
と
し
て
切
り
分
け
よ
う
と
試
み
て
い
た
。

漢
文
調
の
、
古
い
タ
イ
プ
と
さ
れ
る
紀
行
文
を
得
意
と
し
た
麗
水
が
行
っ
た
紀

行
文
の
書
き
換
え
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
（
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

い
は
、
も
た
な
い
）
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
素
材
を
同
じ
く
す
る
麗
水
の

複
数
の
紀
行
文
の
分
析
か
ら
、
紀
行
文
を
書
き
換
え
る
と
い
う
行
為
が
持
つ
意

味
を
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

一

麗
水
が
書
き
換
え
た
紀
行
文
の
例

　
明
治
三
九
年
の
七
月
末
、
東
京
の
新
聞
・
雑
誌
記
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
南
信

探
勝
隊
」
な
る
団
体
が
組
織
さ
れ
、
翌
八
月
の
上
旬
に
長
野
県
南
部
を
中
心
に

旅
行
す
る
と
い
う
出
来
炎
が
あ
っ
た
。
麗
水
は
「
都
新
聞
」
記
者
と
し
て
こ
の

「
探
勝
隊
」
に
参
加
し
、
同
紙
に
「
入
蘇
日
記
」
と
い
う
紀
行
文
を
約
半
月
の

問
連
載
し
た
。
た
だ
、
麗
水
は
他
の
「
隊
員
」
だ
ち
と
は
異
な
り
、
こ
の
「
入

蘇
日
記
」
連
載
後
に
も
、
「
探
勝
隊
」
の
旅
行
を
素
材
に
し
た
別
の
紀
行
文

（
以
下
、
「
探
勝
隊
関
係
紀
行
文
」
と
総
称
）
を
数
篇
発
表
し
て
い
る
。
「
入
蘇

日
記
」
以
後
、
「
御
嶽
の
二
枚
」
、
「
木
曽
山
の
二
枚
」
、
「
御
岳
の
二
枚
」
と
い

う
順
に
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
探
勝
隊
関
係
紀
行
文
は
、
「
探
勝
隊
」
の
旅
行
、

特
に
御
岳
登
山
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
く
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
内
容
を
詳
し
く
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
種
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
取
捨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

蘇
日
記
」
と
唯
二
言
文
一
致
に
近
い
文
体
で
あ
る
「
御
岳
の
一
夜
」
と
の
比
較

を
中
心
に
し
て
、
紀
行
文
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
取
捨
選
択
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
入
蘇
日
記
」
は

麗
水
を
イ
ベ
ン
ト
に
派
遣
し
た
「
都
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
旅
の
報
告
記
事
と

い
う
こ
と
で
、
時
系
列
に
そ
っ
て
旅
程
が
ま
ん
べ
ん
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
対

す
る
「
御
岳
の
一
夜
」
で
は
、
描
か
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
御
岳
登
山
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
入
蘇
日
記
」
で
は
極
め
て
簡
単
に
描
か
れ
て
い
た
山

小
屋
の
主
人
と
の
や
り
と
り
が
、
滑
稽
な
会
話
を
伴
っ
た
も
の
と
し
て
挿
入
さ

れ
て
い
る
。
次
に
示
す
の
は
、
「
入
蘇
日
記
」
に
お
い
て
、
深
夜
の
登
山
を
制

止
す
る
山
小
屋
の
主
人
と
強
行
し
よ
う
と
す
る
「
余
」
ら
の
や
り
・
と
り
・
を
描
い

た
箇
所
（
「
入
蘇
日
記
」
七
）
の
引
用
で
あ
る
。

　
小
屋
の
主
個
は
懇
ろ
に
余
等
の
留
宿
を
説
き
た
れ
ど
も
逸
り
男
の
耳
傾

む
く
べ
く
も
な
し
ブ
王
個
よ
り
提
燈
と
行
燈
と
各
一
個
を
借
り
得
て
僅

に
路
を
照
し
、
や
が
て
闇
は
漆
の
ご
と
き
檜
椎
帯
の
大
森
林
に
入
り
だ

り

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
御
岳
の
一
夜
」
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
本
稿
で
注
目
し
た
い
文
体
に
　
　
こ
で
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
な
や
り
取
り
が
描
か
れ
て
い
る
。

つ
い
て
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
が
、
最
初
に
発
表
さ
れ
た
「
入
蘇
日
記
」
か
ら

「
木
曽
山
の
二
枚
」
ま
で
の
三
篇
が
漢
文
調
の
文
語
体
で
あ
り
、
最
後
の
「
御

岳
の
二
枚
」
が
〈
言
文
一
致
的
〉
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
入

『
亨
王
、
松
明
を
売
っ
て
呉
れ
、
』
（
略
）

『
人
の
燈
音
が
す
る
と
、
山
蛭
が
堕
ち
蒐
り
ま
す
、
火
を
見
せ
た
ら
堪
り

ま
せ
ん
、
疵
胡
瓜
の
や
う
な
奴
が
、
頭
へ
落
ち
て
血
を
脆
ひ
ま
す
ぞ
、
』



　
　
『
虚
言
を
吐
け
、
胡
瓜
の
や
う
な
奴
が
あ
っ
て
堪
る
も
の
か
、
有
っ
た
ら

　
　
勿
怪
の
幸
ひ
だ
、
塩
を
っ
け
て
聯
っ
て
や
る
哩
、
』

　
も
ち
ろ
ん
、
「
中
央
公
論
」
「
説
苑
」
欄
の
一
記
事
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
御

岳
の
二
枚
」
に
は
、
ス
ペ
ー
ス
が
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
物
理
的
な
問
題
が

背
後
に
あ
っ
た
だ
ろ
竹
。
そ
の
た
め
、
素
材
と
し
て
の
全
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
捨

選
択
し
て
紀
行
文
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
た
だ
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
先
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
の
だ
が
、
両

者
の
間
の
文
体
の
変
化
で
あ
る
。
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
日
の
出
を
迎
え
、
朝

日
に
よ
っ
て
刻
々
と
変
化
す
る
周
辺
の
山
岳
の
様
子
を
描
い
た
箇
所
で
あ
る
。

以
下
に
「
入
蘇
日
記
」
、
「
御
岳
の
二
枚
」
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

　
　
　
実
に
荘
厳
な
る
は
高
山
の
暁
な
り
、
余
等
が
立
て
る
峰
の
み
残
し
て
、

を
蹴
っ
て
起
る
や
う
な
灰
白
色
の
屯
雲
だ
、
其
の
雲
の
尽
き
た
と
こ
ろ
は
、

鮮
碧
の
色
に
澄
ん
だ
空
だ
、
遥
か
な
空
の
彼
方
に
ほ
ん
の
り
と
紅
が
潮

す
、
次
第
に
濃
く
な
っ
て
来
て
、
石
竹
の
花
の
や
う
に
な
る
、
旋
て
燃
ゆ

る
や
う
な
朱
を
湧
か
す
、
灰
白
の
雲
は
看
る
く
脂
色
か
ら
鳶
色
と
な
る
、

　
　
又
だ
一
変
し
て
栓
昔
］
と
な
り
、
爛
れ
頚
れ
て
馥
ち
熟
し
た
葡
萄
の
色
と

　
　
な
る
、
と
思
ふ
と
紫
金
の
覆
輪
を
取
っ
た
、
銅
盤
の
や
う
な
日
が
、
徐
々

　
　
と
帳
り
升
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
御
岳
の
二
枚
」
）

　
ち
な
み
に
、
「
御
嶽
の
二
枚
」
、
「
木
曽
山
の
二
枚
」
の
二
篇
に
っ
い
て
は
、

「
入
蘇
日
記
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
描
写
が
な
さ
れ
て
お
り
二
麗
水
に
よ
る
明
ら
か

な
〈
使
い
ま
わ
し
〉
が
認
め
ら
れ
る
。
「
入
蘇
日
記
」
の
漢
文
調
の
美
文
に
よ

る
描
写
と
「
御
岳
の
コ
枚
」
の
描
写
と
を
比
較
す
る
と
、
後
者
で
は
、

涯
際
も
知
ら
ぬ
大
洋
の
、
巨
浪
天
を
蹴
っ
て
起
つ
に
似
て
而
も
寂
寞
と
し
　
　
「
鮮
碧
」
、
「
脂
色
」
、
「
鳶
色
」
、
「
栓
昔
ご
と
い
っ
た
色
彩
語
が
新
た
に
用
い

て
声
も
な
き
屯
雲
は
、
灰
白
色
に
拡
が
り
て
一
望
千
里
の
外
に
亘
り
、

其

の
雲
の
尽
る
と
こ
ろ
は
、
標
碧
の
色
に
澄
め
る
空
、
其
の
空
は
や
が
て
ほ

の
ぐ
と
紅
潮
せ
し
が
、
見
る
く
う
ち
に
燃
ゆ
る
ば
か
り
の

朱
を
沸
し

て
、
平
布
の
雲
は
爛
れ
し
ご
と
く
遁
か
に
紫
に
色
を
変
へ
て
、
動
揺
み
起

つ
と
見
る
間
に
疾
く
、
日
は
躍
然
と
し
て
東
海
の
涯
よ
り
纏
り
昇
り

高
山
の
暁
ほ
ど
荘
厳
な
も
の
は
な
い
、

（
「
入
蘇
日
記
」
九
）

余
の
立
っ
て
居
る
此
峯
の
角
を
残
し
て
、
際
涯
も
知
ら
ぬ
大
洋
の
巨
浪
天

紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
洋
画
、
特
に
明
治
三
〇
年
代

に
な
っ
て
流
行
し
始
め
て
い
た
水
彩
画
に
関
す
る
言
説
群
の
中
に
散
見
す
る
も

の
で
あ
い
。
明
治
期
に
活
躍
し
た
紀
行
文
家
の
一
人
小
島
烏
水
は
明
治
四
〇
年
、

紀
行
文
に
お
け
る
色
彩
語
の
使
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
砧
。

　
よ
く
此
頃
の
紀
行
文
に
、
空
は
コ
バ
ル
ト
色
を
し
て
ゐ
る
と
か
、
水
が

セ
ピ
ア
色
に
流
れ
て
ゐ
る
と
か
、
水
彩
㈲
家
の
刷
毛
か
ら
滴
れ
さ
う
な
言

語
を
用
ひ
て
、
新
し
い
つ
も
り
で
ゐ
る
人
々
を
見
受
け
る
が
、
こ
れ
は
新

し
い
か
も
知
ら
ぬ
が
、
骨
折
損
の
く
た
び
れ
儲
け
で
、
何
の
効
果
が
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

　
　
う
と
は
思
は
れ
な
い

　
麗
水
も
「
此
頃
」
の
流
行
を
取
り
入
れ
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て

烏
水
の
評
価
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
、
引
用
箇
所
全
体
を
見
渡
し
た
時
、
成
否

は
別
と
し
て
、
「
大
洋
の
巨
浪
」
、
「
屯
雲
」
、
「
石
竹
の
花
」
と
い
っ
た
表
現
が

喚
起
す
る
イ
メ
九
ン
に
片
仮
名
の
色
彩
語
が
う
ま
く
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
点
に
、
や
や
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
対
応
関
係
を
み
る
と
、

「
鮮
碧
」
が
「
標
碧
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
の
だ
が
、
「
脂
色
」
、

「
鳶
色
」
、
「
栓
昔
ご
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
対
応
す
る
語
を

「
入
蘇
日
記
」
か
ら
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
新
し
い
色
彩
語
の
使
用

は
他
の
語
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
不
安
定
に
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
御
岳
の
一

夜
」
が
「
入
蘇
日
記
」
と
は
異
な
る
新
た
な
風
景
と
し
て
日
の
出
を
描
き
出
す

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
が
で
き
る
。

　
「
入
蘇
日
記
」
と
「
御
岳
の
二
枚
」
と
の
間
に
見
ら
れ
る
書
き
換
え
は
、
ご

く
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
文
語
体
か
ら
〈
言
文
一
致
的
〉
な
文
体
へ
、
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
麗
水
の
行
為
は
、
文
語

体
か
ら
言
文
一
致
体
へ
と
い
う
近
代
の
文
体
変
遷
の
物
語
に
回
収
さ
れ
る
べ
き

出
来
事
と
な
り
、
一
人
の
作
家
の
進
歩
・
発
展
の
物
語
と
し
て
も
語
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
そ
う
簡
単
に
は
片
付
け
ら
れ

な
い
の
だ
。

　
こ
の
書
き
換
え
を
近
代
の
文
体
変
遷
の
物
語
に
性
急
に
組
み
込
め
な
い
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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と
し
て
、
麗
水
が
こ
の
ケ
ー
ス
と
は
逆
の
書
き
換
え
を
そ
れ
以
前
に
行
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
書
き
換
え
が
、
「
乙
女
越
」
か
ら
「
雪

の
乙
女
峠
」
へ
の
書
き
換
え
で
あ
る
。
「
乙
女
越
」
と
「
雪
の
乙
女
峠
」
は
、

明
治
三
八
年
二
月
に
麗
水
が
友
人
二
人
と
共
に
富
士
山
を
望
む
雪
の
乙
女
峠
に

出
掛
け
た
旅
行
を
素
材
と
し
た
紀
行
文
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
の
は
、
乙

女
峠
か
ら
眺
め
た
富
士
山
の
様
子
を
描
い
た
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
乙
女
峯
上
よ
り
望
ん
だ
富
士
の
絶
代
の
壮
観
で
あ
る
こ
と
は
、
曾
て
聴

　
　
い
た
が
、
今
始
め
て
此
の
峰
頭
に
立
っ
た
余
は
、
実
に
想
像
以
上
の
壮
観

で
あ
る
こ
と
を
思
ふ
た
の
で
あ
っ
た
、
若
し
此
の
日
快
聯
で
あ
っ
た
ら

ば
、
更
に
一
段
の
流
麗
の
観
を
加
へ
た
で
あ
ら
う
が
、
生
憎
乱
雲
天
を

掩
ふ
て
、
此
の
椋
約
な
る
雪
の
岳
蓮
の
半
分
以
上
を
隠
し
て
仕
舞
っ
た

に
は
少
か
ら
ぬ
憾
み
で
あ
つ
た
（
略
）
看
る
問
に
天
は
微
雪
を
催
し
、
雲

奔
々
と
走
る
と
こ
ろ
、
忽
ち
皓
然
た
る
富
士
の
高
峰
の
空
高
く
露
は
れ
た
、

三
人
覚
え
ず
躍
り
上
っ
て
歓
呼
し
た

（
「
乙
女
越
」
六
）

　
富
士
は
那
辺
と
聘
望
す
れ
ば
、
密
雲
裾
野
の
半
を
呑
み
て
、
玉
玲
説

た
る
岳
蓮
を
掩
ひ
隠
せ
り
、
若
し
雲
の
吹
き
霧
れ
て
、
白
瞳
々
た
る
一
万

二
千
尺
の
大
岳
を
露
は
し
来
り
し
な
ら
ば
、
其
の
壮
観
は
如
何
ば
か
り

（
略
）
頑
雲
忽
ま
ち
破
れ
て
天
半
高
く
皓
然
た
る
富
士
の
顛
を
露
出
し

た
り
、
秀
麗
琉
奇
、
物
の
此
の
観
め
に
喩
ふ
べ
き
な
し
、
三
人
恍
然
た
り

（
「
雪
の
乙
女
峠
ヒ



　
両
者
と
も
、
秀
麗
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
富
士
山
を
雲
が
覆
い
隠
し
て
お
り
・
、

残
念
な
気
持
ち
で
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
雲
が
晴
れ
て
富
士
山
の
壮
大
な
姿
が
眼

前
に
現
れ
て
一
同
が
感
動
し
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
風
景
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
し
か
し
、
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
の
だ
が
、
麗
水
は
〈
言
文
一
致
的
〉
な
文
体

で
「
乙
女
越
」
を
書
き
上
げ
て
「
都
新
聞
」
に
発
表
し
、
そ
の
後
で
ほ
ぼ
同
じ

旅
行
の
様
子
を
今
度
は
漢
文
調
の
文
体
で
描
き
、
「
太
陽
」
に
発
表
し
て
い
る

の
だ
。
田
山
花
袋
が
「
明
治
の
文
章
家
に
は
、
漢
文
の
影
響
を
受
け
た
人
が
随

分
多
大
」
中
で
、
「
美
文
の
側
で
は
、
一
番
多
く
漢
文
の
影
響
を
受
け
て
居
る

の
は
、
遅
塚
麗
水
氏
の
文
章
で
あ
ら
≒
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
麗
水
は
漢
文
調

の
美
文
の
名
手
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
「
乙
女
越
」
の
文
体
は
、
「
雪
の
乙
女
峠
」
と
比
較
し
て
相
対
的

に
〈
言
文
一
致
的
〉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
対
象
を
形
容
す
る

表
現
に
注
目
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
漢
文
的
な
「
塊
麗
の
」
、
「
皓
然
た
る
」
と
い

っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
に
「
皓
然
た
る
富
士
」
と
い
う
表
現
は
両

者
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
〈
言
文
一
致
的
〉
文
体
と
称
す
る
し
か

な
い
。
そ
れ
は
、
「
入
蘇
日
記
」
と
「
御
岳
の
二
枚
」
と
の
間
の
関
係
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
読
者
が
簡
単
に
比
較
で
き
る
よ
う
な
形
で

評
価
の
高
い
文
体
と
〈
言
文
一
致
的
〉
文
体
と
を
披
露
し
た
と
い
う
、
そ
の
事

実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

　
こ
こ
で
、
文
語
体
と
〈
言
文
一
致
的
〉
文
体
の
ど
ち
ら
が
先
に
発
表
さ
れ
た

か
、
と
い
う
こ
と
に
余
り
重
き
を
置
い
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
異

な
る
文
体
に
書
き
換
え
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
意
味
や
価
値
が
あ
る
と
考

え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
麗
水
は
小
説
家
で
も
あ
り
、
「
乙
女
越
」
以
前
に
彼
は
既
に
会
話
等
に
〈
言

文
一
致
的
〉
文
体
を
用
い
て
い
紐
。
で
は
、
小
説
で
試
み
た
文
体
を
、
得
意
の

紀
行
文
に
応
用
し
た
の
が
「
乙
女
越
」
で
、
お
馴
染
の
文
体
に
書
き
換
え
た
の

が
「
雪
の
乙
女
峠
」
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
導
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
そ
れ
は
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。

〈
な
ぜ
〉
書
き
換
え
が
行
わ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問

い
も
重
要
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
書
き
換
え
る
こ
と
で
紀
行
文
が
く
ど
う
〉
な
っ
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
〈
な
ぜ
〉
書
き
換
え
ら
れ
た
の
か
、

と
い
う
問
い
の
答
え
に
も
近
づ
く
と
思
わ
れ
る
。

　
実
は
麗
水
は
こ
の
後
、
紀
行
文
の
言
文
一
致
化
を
行
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ

か
ら
今
度
は
、
流
行
の
言
文
一
致
体
の
常
用
を
目
指
す
も
挫
折
し
た
、
と
い
う

よ
う
な
作
家
論
に
向
か
う
可
能
性
が
あ
る
。
が
、
「
乙
女
越
」
の
レ
ペ
ル
の

言
］
文
一
致
的
〉
文
体
な
ら
ば
既
に
発
表
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
否
定

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
回
数
は
少
な
い
が
、
あ
る
意
味
で
無
節
操
と

も
言
え
る
文
体
の
選
択
を
行
う
可
能
性
を
読
者
に
示
し
た
こ
と
が
重
要
な
の
で

あ
る
。
こ
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
異
な
っ
た
視
点
か
ら
眺
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

み
る
こ
と
に
し
た
い
。二

　
明
治
四
〇
年
前
後
の
紀
行
文
と
文
体

　
こ
こ
で
は
、
同
時
代
の
言
文
一
致
体
を
め
ぐ
る
言
説
に
紀
行
文
を
め
ぐ
る
批

評
の
数
々
を
接
続
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
麗
水
の
書
き
換
え
の
意
味
を
再
検
討
し

た
い
。
そ
の
よ
う
な
手
続
き
の
後
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
が
見
え
て
く
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
紀
行
文
と
い
う
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
に
明
治
四
〇
年
前
後
の
、
主
に
〈
文

学
〉
に
関
す
る
文
体
論
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
主
流
は
、
改
良
を
加
え
た
上

工
言
文
一
致
（
口
語
）
体
に
す
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

明
治
三
九
年
五
月
の
「
文
章
世
界
」
で
は
「
言
文
一
致
に
つ
き
て
」
と
い
う
特

集
が
組
ま
れ
、
作
家
を
含
め
た
知
識
人
た
ち
が
各
々
当
時
用
い
ら
れ
つ
つ
あ
っ

た
〈
言
文
一
致
的
〉
文
体
に
つ
い
て
、
持
論
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
芳

賀
矢
一
は
、
日
本
の
「
将
来
の
文
体
は
ど
う
し
て
も
言
文
一
致
体
で
無
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
お
も
（
」
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
田
萬
年
は
、
「
将
来
の
文

体
は
必
ず
言
文
一
致
に
な
る
で
あ
ら
う
、
否
な
、
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
略
）

改
善
を
加
へ
て
其
の
進
歩
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
心
」
と
述
べ
る
。
内
田
魯
庵

も
、
「
将
来
の
理
想
的
文
章
な
る
や
否
や
は
断
言
出
来
ぬ
が
（
略
）
進
歩
し
行

く
時
代
の
概
念
を
現
す
に
相
応
し
き
物
た
る
は
疑
ひ
を
容
れ
如
」
と
い
う
展
望

を
語
っ
て
い
る
。
言
文
一
致
化
を
強
く
啓
蒙
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
紀
行
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

と
い
う
〈
文
学
〉
の
フ
ン
ヤ
ン
ル
を
め
ぐ
る
場
で
も
、
明
治
三
〇
年
代
半
ば
頃

か
ら
、
未
来
の
文
体
を
希
求
す
る
論
調
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
紀
行
文
家
の
小

島
烏
水
は
明
治
三
六
年
、
紀
行
文
の
文
体
に
つ
い
て
、

　
　
漢
文
も
し
く
は
漢
文
直
訳
体
が
、
霊
活
な
る
自
然
を
叙
す
る
に
足
ら
な
い

　
　
こ
と
を
、
余
は
断
言
す
る
と
同
時
に
、
新
語
を
諭
し
、
創
め
、
練
り
、
淘

　
　
汰
し
て
、
は
じ
め
て
叙
景
の
新
文
章
を
作
る
に
達
す
べ
く
、
今
は
そ
の
門

　
　
出
で
あ
る
と
お
も
ふ
、
而
し
て
そ
の
文
章
は
、
俗
文
、
雅
俗
折
衷
、
言
文

　
　
一
致
、
何
で
も
可
な
り
と
い
へ
ど
も
、
根
本
は
写
生
に
重
き
を
置
か
ざ
る

可
か
ら
ぬ

と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
言
文
一
致
体
こ
そ
が
未
来
の
文
体
で
あ
る
と
は
言
わ
な

い
。
し
か
し
、
既
存
の
文
体
と
は
異
な
る
「
明
治
の
新
文
章
」
を
強
く
求
め
て

い
る
し
、
そ
れ
が
言
文
一
致
体
や
「
俗
文
」
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
自
体
は
否

定
し
な
い
。

　
明
治
四
〇
年
前
後
の
文
章
「
作
法
」
書
や
「
文
範
」
類
を
概
観
す
る
と
、
紀

行
文
に
お
け
る
言
文
一
致
体
の
使
用
に
つ
い
て
は
概
ね
肯
定
的
で
あ
る
と
言
え

る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
詳
し
く
見
る
と
、
や
は
り
、
言
文
一
致
体
使
用
の
リ

ス
ク
を
説
き
つ
つ
、
未
来
の
文
体
と
し
て
認
め
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
一
般
的

で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
例
え
ば
博
文
館
の
「
通
俗
作
文
全
書
」
第
六
編
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
西
村
真
次
『
紀
行
文
作
法
』
（
明
治
四
〇
年
二
月
ニ
ハ
日
／
博

文
館
）
の
第
六
章
第
一
節
に
は
、



　
　
　
将
来
の
文
壇
を
支
配
す
る
用
語
は
、
口
語
（
殊
に
標
準
語
）
な
り
と
す

　
　
れ
ば
、
当
然
言
文
一
致
体
は
将
来
の
文
体
と
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
殊
に

　
　
思
想
益
々
複
雑
と
な
り
て
、
到
底
在
来
の
文
語
を
以
て
は
充
分
に
そ
を
発

　
　
現
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
や
う
に
成
り
た
れ
ば
、
紀
行
文
の
如
く
精
細
な
る

　
　
叙
記
を
必
要
と
す
る
文
学
に
在
っ
て
は
、
殊
に
新
文
体
を
執
ら
ざ
る
べ
か

　
　
ら
ざ
る
や
勿
論
な
り
と
す
。

と
い
う
、
文
体
に
関
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
紀
行
文
の
初
学
者
に
そ
の

「
作
法
」
を
説
く
西
村
は
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
通
り
、
「
将
来
の
」
紀
行
文
の
文

体
と
し
て
は
言
文
一
致
（
口
語
）
体
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
六
章
第

二
節
で
は
、
「
そ
の
弊
」
と
し
て
、
「
冗
漫
に
流
れ
や
す
き
こ
と
」
、
「
没
趣
味
に

陥
る
の
恐
れ
あ
る
こ
と
」
、
「
余
韻
を
失
ふ
こ
と
」
、
「
平
板
に
流
れ
易
き
こ
と
」
、

「
乾
燥
に
な
る
恐
れ
あ
る
こ
と
」
、
「
露
骨
に
失
す
る
こ
と
」
と
い
う
、
言
文
一

致
体
使
用
に
伴
う
六
つ
の
リ
ス
ク
も
提
示
し
て
い
る
。
西
村
の
展
望
で
は
、
将

来
的
に
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
文
体
が
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
段
階
に
至
る
前
の
明
治
四
〇
年
の
時
点

で
は
、
紀
行
文
に
お
い
て
複
雑
な
「
思
想
」
の
表
現
を
実
現
す
る
た
め
、
「
冗

漫
」
、
「
没
趣
味
」
と
い
っ
た
リ
ス
ク
を
考
慮
し
つ
つ
言
文
一
致
体
を
用
い
て
い

く
の
が
よ
い
、
と
い
う
啓
蒙
を
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
紀
行
文
に
お
い
て
言
文
一
致
体
へ
の
移
行
が
啓
蒙
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
時
期
二
麗
水
が
得
意
と
す
る
文
体
は
、
批
評
に
よ
り
、
旧
派
の
も
の
と
し

　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
一
連
の
「
探
勝
隊
関
係
紀
行

文
」
が
発
表
さ
れ
た
後
の
明
治
四
〇
年
一
一
月
、
「
文
章
世
界
」
誌
上
に
「
今

の
紀
行
文
家
（
合
わ
）
」
と
い
う
合
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
片
上
天
弦

ら
早
稲
田
出
身
の
若
手
作
家
た
ち
が
、
彼
ら
よ
り
年
長
の
紀
行
文
家
た
ち
の
紀

行
文
を
思
い
思
い
に
批
評
し
て
い
る
。
批
評
の
対
象
は
大
町
桂
月
、
久
保
天
随
、

小
島
烏
水
、
田
山
花
袋
、
そ
し
て
麗
水
で
あ
り
、
花
袋
に
対
す
る
以
外
は
概
ね

辛
ら
つ
な
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
合
評
で
片
上
天
絃
ら
は
ソ
王
に
紀

行
文
の
内
容
と
文
体
の
二
点
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紀
行
文
家
を
批
評
し
て

い
る
。
そ
の
中
で
麗
水
へ
の
批
判
を
拾
っ
て
み
る
と
、
例
え
ば
吉
江
孤
雁
は
、

　
　
　
此
人
の
は
徳
川
時
代
の
漢
文
脈
を
一
番
伝
へ
て
る
紀
行
文
だ
が
、
（
略
）

　
　
そ
の
脈
を
伝
へ
た
筆
で
明
治
の
自
然
や
人
事
を
写
す
の
だ
か
ら
無
理
だ
と

　
　
思
ふ
。
従
っ
て
又
時
代
後
れ
の
物
だ
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
の
で
あ
ら
う
。

（
略
）
其
磨
語
は
何
処
の
山
へ
で
も
当
嵌
ま
る
か
ら
、
地
方
色
を
出
す

　
　
に
は
非
常
に
損
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
前
田
木
城
も
同
合
評
で
、
「
此
人
は
清
朝
の
漢
文
か
ら
出
て

ゐ
る
の
だ
か
ら
、
今
の
青
年
を
相
手
に
書
く
も
の
と
し
て
は
損
で
あ
る
」
と
、

同
様
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
麗
水
の
紀
行
文
が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
特
に
そ

の
文
体
が
「
明
治
」
と
い
う
「
今
」
に
合
わ
ず
「
時
代
後
れ
」
で
あ
る
と
い
う

点
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
時
期
、
他
の
紀
行
文
家
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
文
体
の
改
革
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
麗
水
と
並
び
称
さ
れ

る
紀
行
文
の
大
家
、
大
町
桂
月
は
、
明
治
四
〇
年
の
時
点
で
も
麗
水
同
様
文
語

体
に
よ
る
紀
行
文
を
書
い
て
い
仙
。
明
治
三
〇
年
代
以
降
の
〈
文
学
〉
の
場
に

お
け
る
言
文
一
致
体
の
普
及
を
定
着
＝
進
歩
の
物
語
と
し
て
語
る
な
ら
ば
、
桂

月
は
文
体
の
進
歩
・
発
展
の
潮
流
に
乗
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
背
を
向
け
た

旧
派
の
作
家
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、
依
然
と
し
て
美
文
摘
句
集
の
類
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
麗
水
や
桂
月
が
得
意
と
す
る
文
語
の
美
文
は
決
し
て

〈
文
学
〉
の
範
躊
か
ら
葬
り
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
若
手
作
家
だ
ち

か
ら
こ
き
下
ろ
さ
れ
た
麗
水
の
文
章
は
、
明
治
三
〇
年
代
後
半
以
降
も
、
や
は

り
美
文
摘
句
集
や
文
範
等
で
は
参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
よ
く
採
用
さ
れ
て
い

飴
。
麗
水
を
古
い
紀
行
文
家
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
前
田
木
城
が
田
山

花
袋
と
共
に
編
集
し
た
「
文
範
」
集
『
ヰ
新
古
文
範
』
（
明
治
四
二
年
コ
ー
月

一
七
日
／
博
文
館
）
に
は
、
麗
水
の
紀
行
文
の
一
部
分
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

次
に
引
用
す
る
の
は
「
富
士
山
の
朝
恥
」
と
題
さ
れ
た
文
章
の
一
節
で
あ
る
。

須
爽
に
し
て
冥
中
混
沌
の
と
こ
ろ
依
稀
と
し
て
五
彩
の
斑
文
を
作
し
、
次

第
に
鮮
明
を
加
へ
て
光
紀
陸
離
、
遂
に
混
じ
て
朧
血
の
色
を
な
す
。
裡

に
物
あ
り
て
浮
べ
り
。
（
略
）
石
室
の
人
曰
く
こ
れ
太
陽
な
り
と
。
（
略
）

忽
ち
大
鎚
の
一
下
に
逢
ふ
如
く
百
千
道
の
金
箭
直
ち
に
天
を
射
り
、
浜
中

胆
血
の
色
逆
だ
ち
起
ち
て
こ
れ
を
追
ひ
、
太
陽
乃
ち
躍
如
と
し
て
昇
仙
。
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こ
の
引
用
に
付
さ
れ
た
、
花
袋
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
コ
メ
ン
ト
は
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
其
描
法
飽
ま
で
空
霊
の
趣
を
尽
し
、
人
を
し
て
富
士
山
上
の
影
気
に
触
る

　
　
ヽ
が
如
き
思
ひ
あ
ら
し
む
。
（
略
）
吾
人
絹
か
に
思
へ
ら
く
、
赤
人
の
吟

　
　
詠
以
後
、
富
岳
の
こ
と
を
記
し
て
其
秀
を
山
霊
と
競
ふ
に
足
る
べ
き
も
の
、

　
　
独
り
此
篇
あ
り
と
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
「
人
を
し
て
富
士
山
上
の
影
気
に
触
る
九
か
如
き
思
ひ
あ

ら
し
む
」
と
い
う
評
価
で
あ
ろ
う
。
「
文
章
世
界
」
誌
上
の
「
合
評
」
で
は
、

麗
水
の
紀
行
文
は
「
何
処
の
山
へ
で
も
当
嵌
ま
る
」
表
現
が
多
く
「
地
方
色
」

が
出
せ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
文
範
」
集
で
は
逆
に
読
者
に
与
え
る

実
感
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
「
合
評
」

か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
一
四
年
も
前
の
紀
行
文
で
あ
る
。

　
麗
水
は
〈
文
学
〉
論
の
類
を
余
り
残
し
て
い
な
い
が
、
数
少
な
い
も
の
の
一

つ
に
、
成
功
雑
誌
社
編
『
作
文
秘
訣
』
（
明
治
三
八
年
年
四
月
一
日
／
成
功
雑

誌
社
）
所
収
の
「
紀
行
文
の
妙
訣
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
麗
水
は
「
文
章
」
を

「
現
実
」
的
な
も
の
と
「
理
想
」
的
な
も
の
に
二
分
し
た
上
で
、
「
前
者
は
通
俗

に
流
れ
易
く
後
者
は
架
空
に
失
し
易
」
い
と
す
る
。
そ
し
て
「
理
想
現
実
共
に

能
く
す
る
の
手
段
と
し
て
は
余
は
先
づ
紀
行
文
を
学
ぶ
が
適
当
な
り
」
と
、
紀

行
文
を
書
く
こ
と
の
効
用
を
説
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
麗
水
は
「
紀
行
文
の
妙

訣
」
の
中
で
、
紀
行
文
家
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



実
象
其
言
を
写
し
取
り
、
翻
へ
っ
て
此
の
我
が
文
章
を
読
む
も
の
を
し

て
、
反
対
に
文
の
虚
に
対
す
る
恰
も
実
に
対
す
る
如
く
、
其
心
を
文
章
に

奪
は
し
め
る
や
う
に
す
れ
ば
、
紀
行
文
の
妙
最
早
茲
に
尽
き
た
り
と
言
っ

て
可
な
り
で
あ
る

麗
水
は
決
し
て
「
現
実
」
自
体
を
否
定
し
て
は
い
な

い
。
こ
の
「
紀
行
文
の

妙
訣
」
で
は
、
ほ
か
に
「
平
生
眼
に
慣
れ
ざ
る
境
を
求
め
て
之
を
渉
猟
し
歩
く

が
肝
要
」
で
「
文
士
は
須
ら
く
多
く
旅
行
を
す
べ
」
き
で
あ
る
と
い
う
提
言

も
し
て
い
る
。
作
者
が
実
地
の
旅
行
を
も
と
に
書
い
た
と
い
う
こ
と
を
保
証
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紀
行
文
に
お
け
る
「
現
実
」
性
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
狙

い
が
う
か
が
え
る
。

　
孤
雁
や
木
城
の
言
う
「
地
方
色
」
の
描
出
や
「
特
殊
」
を
描
く
こ
と
の
究
極

の
目
的
が
、
本
物
の
旅
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
読
者
の
想
像
力
を
刺
激
す

る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
麗
水
の
提
唱
す
る
方
法
も
そ
の
目
的
に
か
な
っ

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
若
手
作
家
ら
が
批
判
を
重
ね
、
躍
起
に
な
っ
て

周
縁
化
し
よ
う
と
し
た
旧
派
の
文
章
は
、
少
な
く
と
も
文
壇
の
中
心
を
一
歩
出

た
地
点
で
は
紀
行
文
を
書
く
た
め
の
模
範
と
し
て
十
分
に
力
を
持
っ
て
い
た
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
「
虚
」
対
「
現
実
」
と
い
う
二
項
対
立
を
自
然

派
の
人
々
と
同
様
に
前
提
と
し
て
い
た
麗
水
が
「
現
実
」
を
意
識
し
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
気
に
な
る
の
は
、
紀
行
文
の
書
き
換
え
に
伴
う
意
味
内

　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

容
の
変
化
で
あ
る
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
取
捨
選
択
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
紀

行
文
で
描
か
れ
な
か
っ
た
「
現
実
」
を
描
い
た
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
。
だ

が
、
日
の
出
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
先
に
分
析
し
た
と
お
り
、
新
た
な
風
景
を

現
出
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
「
乙
女

越
」
と
「
雪
の
乙
女
峠
」
と
の
関
係
（
特
に
先
に
引
用
し
た
富
士
山
の
描
写
）

に
つ
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
で
き
る
。
「
御
岳
の
二
枚
」
に
は
「
鮮
碧
」
な
ど

の
語
が
用
い
ら
れ
、
「
入
蘇
日
記
」
等
で
は
同
じ
風
景
の
描
写
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
文
体
の
変
化
に
伴
っ
た
語
の
選
択
の

結
果
だ
ろ
う
。
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
漢
文
調
の
美
文
の
名
手
が
用
い
た
〈
言
文

一
致
的
〉
文
体
が
、
〈
翻
訳
〉
を
超
え
、
新
た
な
語
と
イ
メ
九
ン
を
引
き
寄
せ
、

新
た
な
風
景
を
描
き
出
し
て
し
ま
う
こ
と
を
見
せ
っ
け
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
「
虚
」
対
「
現
実
」
の
二
項
対
立
に
差
し
戻
す
と
、
自
然
派
作
家
の
論

理
に
回
収
さ
れ
、
麗
水
は
書
き
換
え
に
よ
り
「
虚
」
を
描
い
た
（
前
後
ど
ち
ら

が
「
虚
」
か
は
と
も
か
く
）
と
い
う
評
価
し
か
行
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

三
　
紀
行
文
に
お
け
る
文
体
の
置
換

　
最
後
に
、
文
語
体
と
言
文
一
致
体
と
の
間
の
書
き
換
え
と
、
両
者
の
従
属
関

係
の
あ
り
方
を
同
時
代
の
文
章
「
作
法
」
圭
Ｅ
の
例
か
ら
確
認
し
、
麗
水
に
よ
る

紀
行
文
の
書
き
換
え
の
意
味
の
考
察
に
接
続
さ
せ
て
み
た
い
。
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紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

　
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
明
治
四
〇
年
前
後
の
言
文
一
致
論
者
た
ち
の
説
明

を
集
約
す
れ
ば
、
文
体
の
言
文
一
致
化
は
文
章
に
「
思
想
」
や
「
明
瞭
さ
」
を

も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
文
語
体
か

ら
〈
言
文
一
致
的
〉
文
体
へ
と
い
立
麗
水
の
書
き
換
え
は
、
「
思
想
」
な
き
紀

行
文
に
「
思
想
」
を
吹
き
込
む
作
業
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

当
然
誤
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
逆
の
書
き
換
え
が
、
「
思
想
」
の
あ
る
紀

行
文
か
ら
「
思
想
」
を
抜
き
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
麗

水
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
は
、
「
思
想
」
、
「
明
瞭
さ
」
な
ど
と
は
別
の
目
的
を

見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
に
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
体
の
置
換

そ
の
も
の
の
楽
し
み
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
麗

水
が
紀
行
文
の
書
き
換
え
を
行
っ
た
明
治
四
〇
年
前
後
に
見
ら
れ
た
、
文
壇
を

離
れ
た
場
に
お
け
る
、
文
体
の
書
き
換
え
の
状
況
を
見
て
み
た
い
。
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
同
時
代
の
文
体
置
換
の
意
味
を
も
と
に
、
麗
水
に
よ

る
紀
行
文
書
き
換
え
の
問
題
を
再
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
文
語
体
を
言
文
一
致
（
口
語
）
体
に
書
き
換
え
る
技
術
は
、
言
文
一
致
体
の

優
位
性
が
認
め
ら
れ
て
い
け
ば
、
〈
文
学
〉
の
場
以
外
で
も
、
文
章
を
書
く
機

会
の
あ
る
人
々
に
当
然
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
技
術
の
習

得
を
謳
う
「
作
法
」
書
が
登
場
す
る
の
も
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大

畑
と
よ
『
皿
女
子
ふ
み
の
林
』
（
明
治
四
〇
年
▽
月
二
Ｉ
日
／
松
陽
堂
）
と
い

っ
女
子
向
け
の
書
簡
文
「
作
法
」
書
で
は
、
様
々
な
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
文
語
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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の
文
章
の
作
例
、
つ
ま
り
「
文
範
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
例
の
後
に
セ
ッ
ト
で
付
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
文
範
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
先
に
提
示
さ
れ
た
文
語
体
の
「
文
範
」
を
言
文
一
致
体
で
書
き
表

し
た
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
花
見
に
誘
ふ
文
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
文
例
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
昨
日
今
日
の
う
ら
ぐ
か
な
る
日
に
つ
れ
て
上
野
の
桜
、
向
島
の
花
ひ
と
し

ほ
美
事
に
外
よ
し
新
聞
紙
上
に
見
え
外
へ
ば
一
日
ゆ
る
く
花
見
致
し

日
頃
の
欝
を
晴
ら
し
た
く
吟
へ
ど
も
、
あ
な
た
様
に
は
思
召
し
如
何
に
吟

や
御
都
合
よ
ろ
し
く
外
は
ゞ
塵
た
さ
ぬ
中
に
打
立
ち
て
朝
露
の
花
も
見
た

　
　
く
存
じ
外
よ
ろ
づ
は
匂
ひ
ゆ
か
し
き
桜
の
影
に
と
あ
ら
く
か
し
こ

　
　
（
略
）

　
　
　
○
言
文
一
致
作
例

　
　
明
日
は
日
曜
で
す
か
ら
、
ゆ
る
く
上
野
の
あ
た
り
に
、
花
見
を
し
、
日

　
　
頃
の
う
さ
を
晴
ら
さ
う
と
思
ひ
ま
す
が
あ
な
た
は
、
思
召
い
か
ゞ
で
す
、

　
　
若
し
も
御
同
行
が
で
き
ま
す
な
ら
、
此
上
な
い
喜
び
で
す
、
御
返
事
の
は

　
　
ど
を
ひ
と
え
に

　
こ
の
書
簡
文
「
作
法
」
書
の
狙
い
は
も
ち
ろ
ん
、
書
簡
文
の
基
本
と
し
て
の

文
語
文
の
型
を
訓
練
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
文
体
の
新
た
な
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
言
文
一
致
体
を
、
書
き
換
え
の
能
力
と
い
う

形
で
読
者
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
目
的
も
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。



た
だ
、
こ
の
よ
う
に
、
後
に
優
勢
と
な
る
文
体
へ
と
向
か
う
言
説
の
み
に
注
目

し
て
い
て
は
う
ま
く
説
明
し
き
れ
な
い
文
章
の
啓
蒙
が
、
同
じ
明
治
四
〇
年
代

に
は
な
さ
れ
て
い
る
。

　
芳
賀
矢
一
校
閲
ヽ
友
田
冗
剛
編
述
『
騎
中
等
作
文
教
本
』
巻
二
　
（
明
治
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

年
二
月
五
日
／
晩
成
処
）
は
中
学
生
用
の
作
文
教
科
書
で
あ
る
。
そ
の
中
の
第

八
「
日
記
紀
行
文
」
の
末
尾
に
は
、
「
左
ノ
ロ
語
体
ノ
日
記
ヲ
文
語
体
二
改
メ

ヨ
」
と
い
う
▽
又
に
続
い
て
、
左
の
よ
う
な
文
章
が
提
示
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　
七
月
廿
五
日
　
午
前
中
は
家
に
居
て
書
物
を
読
ん
だ
り
雑
誌
を
見
た
り

　
　
し
た
。
午
後
、
山
田
君
が
来
た
の
で
、
い
っ
し
よ
に
出
て
商
品
陳
列
館
を

　
　
見
て
、
そ
れ
か
ら
、
銀
座
に
行
っ
て
絵
葉
書
を
買
っ
た
。
帰
り
み
ち
に
日

　
　
比
谷
公
園
を
散
歩
し
て
、
機
械
体
操
を
見
た
。
職
工
で
も
小
僧
で
も
な
か

　
　
な
か
や
る
。
練
習
の
功
は
大
き
い
も
の
だ
と
感
じ
た
。

　
　
　
練
習
と
い
ふ
こ
と
は
わ
が
師
と
も
な
り
長
者
と
も
な
っ
て
我
を
指
導
し

　
　
て
く
れ
る
も
の
だ
。

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
言
文
一
致
体
の
文
章
を
文
語
に
書
き
換
え
る
こ
と
を
訓

練
す
る
も
の
で
あ
り
・
、
先
に
挙
げ
た
『
新
体
女
子
ふ
み
の
林
』
で
示
さ
れ
る
文

体
の
置
換
と
は
逆
の
置
換
の
方
法
が
教
授
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
で
文
語
体
と
言
文
一
致
体
の
価
値
が
単
純
に
逆
転
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
「
思
想
」
を
表
現
で
き
な
い
古
い
文
体
と
、
そ
れ
が
で
き
る
新
し

い
文
体
、
と
い
う
対
立
も
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
文
章
課
題
の
出
題
が
問
い
と
し

紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

て
成
立
す
る
の
は
、
あ
る
文
体
は
自
由
に
異
な
る
文
体
へ
　
〈
翻
訳
〉
で
き
る
、

と
い
う
前
提
が
読
者
と
編
者
と
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の

『
新
編
中
等
作
文
教
本
』
に
は
「
口
語
ヲ
文
語
二
改
作
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
項

目
が
独
立
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
「
口
語
卜
文
語
卜
（
、
初
歩

二
於
テ
（
大
差
が
無
」
く
、
「
口
語
文
ヲ
文
語
文
二
改
作
ス
ル
ニ
（
、
ソ
ノ
趣

キ
ニ
注
意
」
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
教
え
が
説
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
口

語
」
と
「
文
語
」
の
価
値
の
上
下
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
う
え
に
、
「
口

語
文
ヲ
文
語
文
二
改
作
ス
ル
」
目
的
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
文
章
「
作
法
」
書
で
は
、
「
思
想
」
や
「
明
瞭
」
さ
を
効
率
的
に

盛
り
込
む
た
め
の
技
術
が
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ

の
技
術
が
同
じ
対
象
に
つ
い
て
、
文
体
を
選
択
し
て
器
用
に
自
在
に
書
き
分
け

る
こ
と
自
体
が
目
的
化
さ
れ
、
教
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
文
体
間
の
明

確
な
価
値
の
上
下
は
見
出
せ
な
０
０
。

　
麗
水
の
問
題
に
立
ち
返
れ
ば
、
彼
が
行
っ
た
紀
行
文
の
書
き
換
え
も
、
同
じ

風
景
を
自
由
自
在
に
異
な
る
文
体
で
書
き
換
え
ら
れ
る
技
術
を
認
め
る
、
こ
の

よ
う
な
評
価
基
準
が
存
在
し
た
た
め
に
成
立
し
得
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
分
析
の
通
り
、
麗
水
の
紀
行
文
で
は
、
ほ
ぽ
同
じ
継
起
の

日
の
出
を
描
い
た
風
景
描
写
に
お
い
て
、
文
体
の
置
換
そ
れ
自
体
が
目
立
っ
て

い
る
。
風
景
描
写
は
文
語
体
か
ら
〈
言
文
一
致
的
〉
文
体
へ
と
〈
翻
訳
〉
を
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

み
ら
れ
た
、
と
い
う
言
い
方
が
一
応
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
先
に
分
析

し
た
通
り
、
「
御
岳
の
二
枚
」
で
は
言
文
一
致
化
に
伴
い
、
洋
画
由
来
の
新
た

な
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
乙
女
越
」
と
「
雪
の
乙
女
峠
」

に
お
い
て
は
逆
に
、
盲
に
文
一
致
的
〉
文
体
か
ら
文
語
体
へ
の
書
き
換
え
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
試
み
が
「
実
象
其
佐
」
や
「
明
瞭
」
さ
、
「
思

想
」
の
「
複
雑
」
化
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
言
文
一
致
（
口
語
）
体
は
「
内
面
」
、
「
思
想
」
の
受
け
皿
と
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
文
壇
の
最
前
線
で
は
閉
塞
情
況
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
美
文
の
一
つ
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文

体
の
戯
れ
が
進
歩
的
言
文
一
致
史
の
傍
ら
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
。

お
わ
り
に

　
繰
り
返
す
が
、
麗
水
の
文
体
置
換
や
書
き
換
え
を
訓
練
す
る
文
章
「
作
法
」

書
の
説
明
を
前
に
し
て
、
ど
ち
ら
の
文
体
が
「
実
象
其
言
」
か
、
と
い
う
問
い

は
有
効
で
は
な
い
。
麗
水
の
戯
れ
に
も
似
た
紀
行
文
の
書
き
換
え
は
そ
の
後
に

続
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
流
行
を
生
む
こ
と
も
な
か
っ
た
。
麗
水
と
彼
の

読
者
の
共
有
す
る
「
現
実
」
感
は
、
あ
く
ま
で
も
美
文
的
文
語
体
に
よ
り
も
た

ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
〈
失
敗
〉
と
呼
べ
る
よ
う
な
実
践
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
〈
失
敗
〉
は
、
風
景
の
「
現
実
」
つ
ま
り
「
実
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

其
借
」
と
い
う
も
の
が
言
語
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
現
在

で
は
も
は
や
言
い
古
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
風
景
の
か
ら
く
り
を
露

骨
に
示
し
て
し
ま
う
の
が
、
麗
水
に
よ
る
紀
行
文
の
文
体
置
換
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
こ
で
は
、
「
思
想
」
や
「
内
面
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
い

を
は
ぐ
ら
か
し
、
そ
れ
ら
が
文
体
に
よ
り
自
然
に
運
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
も
示
さ
れ
る
。
彼
の
戯
れ
は
言
文
一
致
の
幻
想
を
あ
ざ
わ
ら
う
か
の
よ
う
に
、

〈
文
学
〉
史
の
中
に
静
か
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注①
　
同
一
の
素
材
を
用
い
た
と
い
う
点
の
み
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
「
飛
騨
越
日
記
」

　
（
「
都
新
聞
」
／
明
治
三
五
年
九
月
一
二
日
～
一
〇
月
八
日
）
と
「
飛
騨
紀
游
」
（
「
太

　
陽
」
八
－
一
二
／
明
治
三
五
年
一
〇
月
五
日
）
や
、
「
阿
賀
の
川
舟
」
（
「
都
新
聞
」

　
／
明
治
三
八
年
八
月
一
〇
日
～
八
月
二
三
日
）
と
「
阿
賀
川
紀
游
」
（
「
太
陽
」
一
一

　
－
一
二
／
明
治
三
八
年
九
月
▽
日
）
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

②
「
南
信
探
勝
隊
」
へ
の
参
加
者
に
は
雑
誌
「
太
陽
」
記
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
長

　
谷
川
天
渓
や
、
漢
詩
文
の
名
手
結
城
蓄
堂
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
な
る
調
査

　
を
進
め
て
こ
の
企
画
の
詳
細
と
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

③
「
御
岳
の
一
夜
」
は
、
二
四
字
×
一
八
行
の
二
段
組
で
五
頁
と
い
う
分
量
で
掲
載

　
さ
れ
た
。
同
じ
明
治
四
〇
年
の
「
中
央
公
論
」
の
「
説
苑
」
欄
を
見
て
み
る
と
、
一

　
〇
頁
以
上
の
記
事
も
あ
る
が
、
多
く
は
四
～
六
頁
で
あ
る
。

①
　
例
え
ば
美
術
雑
誌
「
み
づ
ゑ
」
創
刊
の
中
心
人
物
で
あ
る
大
下
藤
次
郎
の
水
彩
画

　
指
南
書
『
水
彩
画
階
梯
』
（
明
治
三
七
年
四
月
一
七
日
／
内
外
出
版
協
会
）
に
も
、

　
「
御
岳
の
二
僕
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
レ
モ
ン
エ
ロ
ー
ー
」
「
セ
ピ
ア
」
「
エ
メ
ラ
ル



　
ド
グ
リ
イ
ン
」
（
「
エ
メ
ロ
ー
ト
」
つ
ま
り
エ
メ
ロ
ー
ド
と
同
義
）
と
い
う
語
が
絵
の

　
具
の
色
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
小
島
烏
水
「
紀
行
文
論
」
（
「
文
庫
」
三
五
－
ニ
ノ
明
治
四
〇
年
九
月
一
五
日
）
。

⑥
　
田
山
花
袋
『
美
文
作
法
』
（
明
治
三
九
年
一
一
月
二
Ｉ
日
／
博
文
館
）
第
参
編
三
。

⑦
　
田
山
花
袋
『
美
文
作
法
』
（
※
注
⑥
に
同
じ
）
第
参
編
三
。

⑧
　
例
え
ば
「
富
籤
」
ス
太
陽
」
七
－
三
／
明
治
三
四
年
三
月
五
日
）
の
会
話
表
現
は

　
盲
に
文
一
致
的
〉
文
体
で
あ
る
。
語
り
に
も
、

突
如
に
雨
戸
が
ぐ
り
り
、
驚
い
て
回
顧
く
と
、
刺
栗
頭
の
、
紅
螺
唇
の
、
餓
れ

た
印
半
纏
を
毛
抜
合
せ
に
三
尺
帯
で
臼
愕
に
食
ひ
入
る
ほ
ど
締
め
つ
け
た
、

顔
の
男
で
あ
る

撒

　
と
い
う
よ
う
に
、
〈
不
十
分
〉
さ
は
あ
る
が
、
文
末
に
「
で
あ
る
」
を
用
い
る
な
ど
、

　
盲
に
文
一
致
的
〉
な
文
体
が
認
め
ら
れ
る
。

⑤
　
芳
賀
矢
一
「
漢
文
の
覇
絆
を
脱
せ
よ
」
（
「
文
章
世
界
」
一
－
三
／
明
治
三
九
年
五

　
月
一
五
日
）
。

⑩
　
上
田
萬
年
「
言
文
一
致
は
果
し
て
冗
長
か
」
（
「
文
章
世
界
」
一
－
三
　
※
注
⑨
に

　
同
じ
）
。

⑥
　
内
田
魯
庵
「
理
想
的
言
文
一
致
」
（
「
文
章
世
界
」
一
－
三
　
※
注
⑤
に
同
じ
）
。

⑩
　
二
路
子
（
小
島
島
水
）
「
紀
行
文
に
就
き
て
　
三
　
紀
行
文
と
写
生
　
漢
文
及
直

　
訳
調
の
紀
行
文
を
難
ず
」
（
「
文
庫
」
二
四
－
ニ
ノ
明
治
三
六
年
九
月
一
五
日
）
。

⑩
　
天
弦
・
葉
舟
・
孤
雁
・
木
城
「
今
の
紀
行
文
家
（
合
評
）
」
（
「
文
章
世
界
」
ニ
ー

　
仁
一
／
明
治
四
〇
年
一
一
月
五
日
）
。

⑩
　
例
え
ば
、
大
町
桂
月
「
高
尾
山
」
（
「
文
章
世
界
」
ニ
ー
一
四
／
明
治
四
〇
年
一
二

　
月
一
五
日
）
な
ど
。
桂
月
は
大
正
期
に
入
っ
て
も
、
紀
行
文
に
言
文
一
致
体
を
用
い

　
て
い
な
い
。

⑤
　
例
え
ば
石
井
稲
三
編
『
（
（
紀
行
文
』
（
明
治
三
八
年
二
月
二
五
日
／
又
間
精
華

　
堂
）
や
久
保
天
随
編
『
明
治
百
家
文
選
』
（
明
治
三
九
年
九
月
二
〇
日
／
隆
文
館
）
、

紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

　
本
田
直
次
郎
編
『
続
紀
行
文
粋
』
（
明
治
四
三
年
コ
ー
月
一
四
日
／
春
陽
堂
）
な
ど

　
に
麗
水
の
紀
行
文
の
二
鄙
分
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
初
出
は
遅
塚
麗
水
「
不
二
の
高
根
」
ス
国
民
之
友
」
▽
几
九
附
録
／
明
治
二
六
年

　
八
月
二
百
）
。

⑤
　
句
読
点
や
送
り
が
な
、
若
干
の
漢
字
の
用
法
を
除
い
て
、
「
不
二
の
高
根
」
（
※
注

　
⑩
参
照
）
と
の
異
同
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

⑨
　
北
川
扶
生
子
は
「
明
治
の
紀
行
文
－
遅
塚
麗
水
『
不
二
の
高
根
』
を
中
心
に
ー
」

　
（
「
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
教
育
・
人
文
科
学
」
四
－
ニ
ノ
平
成
一
五
年

　
一
月
三
一
日
）
で
、
麗
水
の
紀
行
文
家
と
し
て
の
評
価
を
決
定
し
た
と
さ
れ
る
、

　
「
不
二
の
高
根
」
（
※
注
谷
参
照
）
に
お
け
る
日
の
出
の
描
写
に
つ
い
て
、
「
身
振
り

　
の
大
き
く
な
り
が
ち
な
漢
文
系
統
の
語
彙
と
文
体
を
用
い
て
、
で
き
る
限
り
細
密
に

　
眼
前
の
光
景
を
」
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑩
　
中
山
昭
彦
は
「
翻
訳
す
る
／
さ
れ
る
〈
言
文
一
致
〉
　
　
多
言
語
性
と
単
一
言
語

性
の
間

」
（
「
日
本
文
学
」
四
七
－
四
／
平
成
一
〇
年
四
月
一
〇
日
）
で
、
明
治

三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
文
章
「
作
法
」
書
群
に
よ
く
見
ら
れ
る
、

文
語
体
か
ら
言
文
一
致
体
へ
の
書
き
換
え
の
訓
練
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
中
山

は
フ
翻
訳
〉
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
そ
の
よ
う
な
書
き
換
え
に
お
い
て
、
文
語
体

と
言
文
一
致
体
と
が
「
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
に
、
そ
の
異
質
さ
を

消
し
て
二
言
文
一
致
に
移
行
し
易
い
よ
う
に
す
る
〈
翻
訳
〉
が
作
動
」
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
中
山
論
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
一
見
言
文

一
致
化
の
物
語
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な
〈
翻
訳
〉
も
、
同
時
に
作
動
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
い
。

〔
付
記
〕

　
引
用
に
あ
た
り
・
、
旧
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
や
傍
線
、
傍
点
等

は
適
宜
省
略
し
た
。

＿ｉ．

ノペ

一



　
　
　
　
　
紀
行
文
の
書
き
換
え
と
文
体
の
楽
し
み

　
な
お
本
稿
は
二
石
○
四
年
度
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
秋
季
大
会
（
二
〇
〇
四

年
一
〇
月
九
日
、
於
仏
教
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
会
場
内
外

で
貴
重
な
示
唆
を
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

＿ｉ．

ノペ

一
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