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し

草
』

『
目

A孟A

見 4

用

性

の

通
説
に
著
者
を
烏
丸
光
広
に
擬
す
る
『
目
覚
し
草
』
を
一
読
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品

は
『
枕
草
子
』
や
、
あ
る
い
は
『
方
丈
記
』
・
『
徒
然
草
』
に
倣
う
も
の
と
し
た
、
こ
の
作

ハ註
1
〉

口
聞
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
評
言
を
素
直
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
実
に
『
目
覚
し

革
』
は
右
の
評
言
の
一
一
一
作
品
か
ら
の
受
容
の
形
跡
を
そ
の
表
現
の
随
所
に
印
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
『
目
覚
し
草
』
が
受
容
し
た
先
行
作
品
を
、
前
記
の
三
作
品
に
限
定
す
る
こ
と

な
く
、
そ
の
受
容
作
品
の
範
囲
を
蛇
け
て
、
『
目
覚
し
草
』
に
求
め
た
場
合
、
三
作
品
以

上
に
『
宝
物
集
』
・
『
心
学
五
倫
書
』
と
深
く
結
び
付
き
、
加
え
て
記
述
の
証
歌
に
使
っ

た
和
歌
の
幾
首
か
は
『
千
載
』
・
『
新
古
今
』
・
『
玉
菜
』
・
『
金
葉
』
・
『
調
花
』
の

(註
2
〉

各
和
歌
集
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

先
行
作
品
の
受
容
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
『
目
覚
し
草
』
を
再
検
討
し
た
場
合
に
、
こ
の

よ
う
に
数
多
の
受
容
作
品
を
指
摘
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
表
現
の
殆
ど
が

こ
れ
ら
受
容
作
品
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
品
は
先
行
の
諸
作

品
か
ら
の
引
用
を
綴
り
合
せ
て
出
来
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は

後
半
で
近
世
初
期
の
世
相
に
つ
い
て
の
批
判
へ
と
筆
が
移
っ
て
い
る
が
、
『
近
世
国
文

学
』
(
第
一
一
瞬
)
に
こ
の
作
品
を
疎
刻
し
た
深
沢
正
憲
氏
が
、
競
刻
に
付
し
た
解
説
の
中

で
、
こ
の
批
判
の
部
分
に
著
者
の
批
評
拙
得
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
よ
の
常
、
格
式
を
か

た
く
守
る
も
の
は
、
か
た
く
な
な
る
制
あ
り
。
大
か
た
格
式
し
り
た
ら
ん
後
は
、
折
に
ふ

れ
時
の
よ
う
し
き
を
は
か
り
て
、
必
格
式
に
か
か
は
ら
ぬ
こ
そ
よ
く
格
式
を
し
る
人
な

り
」
の
格
式
論
に
認
め
て
、
「
一
切
の
伝
統
的
形
骸
的
現
実
へ
の
反
逆
」
を
示
す
「
新
し

オ
ヨ
ソ
ヒ
ケ
d

き
精
神
」
の
誕
生
を
評
価
し
た
が
、
こ
の
格
式
論
は
『
沙
石
集
』
巻
十
末
の
「
凡
世
間
出

J

カ

ク

い

ふ

世
格
ヲ
コ
エ
テ
格
ニ
ア
タ
ル
ニ
、
ア
タ
ラ
ズ
ト
云
事
ナ
シ
。
務
ノ
中
ニ
シ
テ
格
ヲ
イ
デ
ザ

論
格

ー

ー

ー

二

浦

邦

夫

(
昭
和
五
十
二
年
十
月
二
十
五
日
受
理
)

ル
ハ
或
ル
時
ハ
ア
タ
リ
、
或
ル
時
ハ
ア
タ
ラ
ズ
。
」
(
諸
宗
ノ
旨
ヲ
自
得
シ
タ
ル
事
)
の
格

式
論
を
採
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
し
、
世
相
批
判
の
記
述
に
含
ま
れ
る
仏
教
界
批
判
も
『
沙

石
集
』
で
無
住
が
呈
示
し
た
仏
教
界
批
判
の
視
座
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
柄
を
考
え
れ
ば
、
『
目
覚
し
草
』
の
格
式
論
に
「
新
し
き

精
神
」
活
動
と
し
て
の
批
評
精
神
の
誕
生
を
論
ず
る
こ
と
に
は
疑
念
が
生
ず
る
。
そ
れ
で

は
、
自
己
の
表
現
を
諸
作
品
の
引
用
で
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
著
者
は
一
体
何
を
求
め

た
の
か
、
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

右
に
述
た
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
『
目
覚
し
草
』
が
受
容
し
た
諸
作
品
を

そ
の
表
現
の
上
に
ど
の
よ
う
な
記
述
の
し
か
た
で
形
跡
を
印
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
受
容
の
形
跡
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
σ

ω先
行
作
品
か
ら
の
受
容
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
提
示
し
て
い
る
記
述
で
、
こ
の
分

類
項
は
さ
ら
に
次
の
二
通
り
に
整
理
で
き
る
。

ω「
:
・
は
つ
か
に
聞
事
を
も
本
よ
り
し
り
た
る
よ
う
に
、
こ
と
/
¥
人
に
か
た
り
、
し

ら
へ
い
ふ
に
く
し
と
淵
州
制
司
削
川
ぺ
引
叶
の
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
、
典
拠
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
字
句
を
配
し
て
あ
る
記
述
。

そ
し
て
右
の
例
示
を
合
め
て
、

ωに
分
類
で
き
る
記
述
は
、
「
:
・
と
栂
尾
上
人
は
い
へ

り
、
」
「
無
住
法
し
の
う
た
に
・
:
」
、
「
と
兼
好
法
師
も
い
へ
り
」
の
四
例
を
数
え
る
だ

け
で
あ
る
。

帥
「
:
と
古
人
も
い
へ
り
」
、
「
或
文
に
:
:
:
」
、
「
古
歌
に
・
:
」
、
「
古
歌
に
・
:
と

よ
め
り
」
、
「
:
・
と
古
人
の
よ
め
る
を
ば
余
所
に
聞
な
し
」
、
「
古
人
の
を
し
へ
に
も

:
と
い
へ
り
」
と
引
用
を
暗
示
し
た
記
述
。

昭和53年2月
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夫

倒
受
容
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
明
記
し
な
い
場
合
。
こ
の
分
類
に
区
分
で
き

る
受
容
の
し
か
た
は
、
『
目
覚
し
草
』
で
は
一
般
的
で
あ
り
、

ωの
分
類
に
該
当
す
る
記

述
の
数
と
比
較
し
て
圧
倒
的
に
多
量
を
占
め
、
記
述
全
般
に
亘
っ
て
い
る
点
で
、
同
開
分
類

に
該
当
す
る
受
容
の
し
か
た
は
、

L
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
重
い
意
味
を
も
っ

は
ば
か
る

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
に
、
「
あ
や
ま
っ
て
は
、
改
に
怖
こ
と
な
か
れ
、

と
い
へ
り
」
の
よ
う
な
漢
籍
か
ら
引
用
し
た
場
合
や
、
一
証
歌
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
和
歌
の

引
用
の
場
合
に
は
、
そ
の
典
拠
に
字
句
の
面
で
と
も
か
〈
忠
実
に
依
ろ
う
と
す
る
傾
向
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
除
け
ば
、
こ
の
倒
の
分
類
に
属
す
る
受
容
の
し
か
た
は
、
概
し

て
、
典
拠
に
し
た
作
品
の
一
字
一
旬
を
尊
重
し
て
、
そ
れ
を
正
確
に
引
用
し
て
く
る
と
い

う
だ
え
ん

う
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
仏
弟
子
の
優
陀
廷
は
仏
の
三
十
二
相
の
妙
な

る
姿
の
お
と
ろ
へ
ゅ
く
を
見
て
老
の
く
る
し
み
を
な
げ
く
。
」
は
、
『
宝
物
集
』
が
老
苦

を
説
く
「
大
聖
世
尊
/
五
十
余
年
ニ
成
テ
、
満
月
ノ
尊
容
衰
テ
三
十
二
相
ノ
姿
ヤ
ツ
レ
絵

ヲ
見
テ
、
優
陀
延
ト
申
セ
シ
御
弟
子
ノ
老
若
ヲ
嘆
ク
事
侍
リ
キ
。
」
に
依
っ
た
記
述
で
あ

る
が
、
両
記
述
の
比
較
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
肌
ハ
拠
の
趣
旨
に
従
い
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
改
変
し
な
い
程
度
に
、
し
か
も
典
拠
の
用
語
の
最
少
限
度
必
要
な
字
句
は
取
り
入
れ
て

お
い
て
、
そ
れ
以
外
に
は
、
か
な
り
自
由
に
著
者
の
採
用
し
た
文
章
体
|
『
目
覚
し
草
』

は
洗
練
さ
れ
た
和
文
を
意
図
し
て
平
仮
名
文
を
採
り
、
『
宝
物
集
』
・
『
沙
石
集
』
の
漢

字
片
仮
名
交
り
文
の
和
文
化
を
企
て
て
い
る
|
に
相
応
し
い
用
語
を
意
図
し
て
い
る
こ
と

む
す
め
じ
ゃ

で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
『
沙
石
集
』
巻
七
所
載
の
説
話
「
妄
執
ニ
ヨ
リ
テ
女
蛇
ト
成
ル

事
」
|
岩
波
古
典
大
系
本
で
ほ
ぼ
半
ベ
l
ジ
に
相
当
す
る
ー
を
「
鎌
倉
に
む
か
し
或
人
の

娘
の
若
宮
の
児
を
恋
て
う
ら
み
わ
び
つ

L
死
に
け
る
。
こ
の
女
の
怨
念
蛇
と
な
り
て
、
終

に
若
宮
の
児
を
と
り
こ
ろ
し
け
る
」
と
要
旨
に
圧
縮
し
た
記
述
の
し
か
た
に
も
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の

ωと
倒
の
分
類
に
お
い
て
、
先
に
述
た
引
用
の
綴
り
合
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
文
章
は
倒
の
分
類
に
属
す
る
。

①
I
l
l
i
-
-
I
l
-
-
I
l
l
i
t
-
-
I
l
l
i
-
-
ー

②

l

i

l

i

-

-

「
異
国
の
賢
王
も
我
朝
の
聖
の
帝
も
影
を
と
ど
む
る
た
め
し
な
し
。
妻
子
珍
宝
及
王
位

邦浦9 

も
命
終
の
時
に
臨
み
て
身
に
し
た
が
は
ず
」
の
①
と
②
の
傍
線
部
分
は
と
も
に
『
宝
物

集
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
①
が
死
苦
を
説
く
条
の
「
発
帝
舜
帝
賢
王
〔
/
〕
点
目
ノ
ミ
聞

へ
給
へ
リ
。
又
延
喜
天
麿
ノ
御
門
影
ヲ
ダ
ニ
残
シ
給
ハ
ズ
」
に
、
②
は
命
を
宝
物
と
説
く

部
分
の
「
妻
子
珍
宝
及
王
位
ナ
ン
ド
ハ
後
世
迄
身
ュ
付
事
ナ
シ
」
を
念
頭
に
置
い
て
、

『
大
方
等
大
集
経
』
の
「
妻
子
珍
宝
及
王
位
臨
命
終
時
無
随
者
」
と
い
う
知
悉
の
句
に
依

っ
て
記
述
化
を
企
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
は
『
宝
物
集
』
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

s 

趣
旨
を
も
っ
記
述
か
ら
①
と
②
の
文
章
を
受
容
し
て
、
例
示
し
た
よ
う
に
、
綴
り
合
せ
て
一

連
の
文
章
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
扱
も
と
し
/
¥

の
は
か
な
く
立
行
事
は
、
い
ひ
ふ
り
に
た
れ
ど
、
ま
づ
朝
霞
た
ち
初
し
よ
り
、
鷺
の
谷
を

出
垣
根
の
梅
に
き
た
り
、
な
く
声
を
き
け
ば
人
の
心
も
う
き
た
ち
て
:
・
待
し
花
の
咲
て
、

程
し
も
あ
ら
ぬ
ま
に
、
雨
風
打
つ

wLHY--」
の
よ
う
に
、
『
徒
然
草
』
一
九
段
か
ら
傍
線

部
分
の
語
句
を
引
用
し
点
綴
さ
せ
、
他
の
傍
線
を
施
さ
な
か
っ
た
語
句
と
縫
合
さ
せ
た
し

か
た
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
右
の
例
文
の
場
合
に
は
『
徒
然
草
』
か
ら
の
も
の
に
限

ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
『
目
覚
し
草
』
の
文
章
全
体
は
、
こ
う
し
た
引
用
の
点
綴
と
い

う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、

ωと
倒
に
分
類
し
た
引
用
の
し
か
た
を
組
合
せ
た
、
受
容
諸
作
口
聞

か
ら
の
引
用
の
点
綴
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
倒
分
類
に
属
す
る
引
用
の
し
か
た
の
う
ち
で
、
『
目
覚
し
草
』
が
愛
執
妄

念
に
よ
る
苦
悩
と
し
て
の
別
離
の
記
述
を
『
宝
物
集
』
の
説
く
愛
別
離
苦
に
関
す
る
記
述

か
ら
引
用
し
た
部
分
は
、
『
目
覚
し
草
』
に
と
っ
て
引
用
す
る
こ
と
と
は
一
体
何
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
解
き
別
す
二
つ
の
示
唆
の
鍵
を
提
供
す
る
。
説
明
の
便
宜
の

為
に
引
用
の
関
係
に
あ
る
両
作
品
の
該
当
の
一
部
分
を
対
照
し
て
例
示
す
る
と
、
次
の
よ

う
で
あ
る
。

『
目
覚
し
草
』

てに腕(3)を室
鳥の|かのlか
とさわ lこ八|く
と り か | ち 嶋 | て
も と れ | 、 の | 色
にもと 1あ煙|好
ぞと L、|かに|の

( 音ねおへ|ぬよ|う
『 は も り I7J1]せ|ら
ま( な ふ 。 を て | み

神か|浪神も、(2)に
差紙れは紙よゆi|も

伯けし伯ほ行|ゆ
恋顕りの顕す鳥|る
上 仲 は仲事の!事
'-' '-' れ帯を音iを(1 

か ぬi
で宵冷を(5)又(4)
入の泉よ|人
に ま為ひ|め
しに忠の|し
跡ほのわlげ
その歌かlき
こかにれ|中
ひに との
し 人 はー
き を い夜

三 五、を
ケ な だ
月 りに
の。あ

あか
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『
宝
物
集
』

忍
ヒ
子
ノ
泊
色
ニ
出
テ
、
富
士
ノ
高
根

ニ
カ
カ
ル
白
雲
ニ
ヨ
セ
テ
、
心
空
ナ
ル
事

ヲ
知
セ
、
室
ノ
八
嶋
ノ
煙
ユ
瞥
へ
テ
思
ヒ

ニ
モ
ユ
ル
コ
ト
ヲ
云
程
-
一
、
前
ノ
世
ノ
契

リ
有
ケ
ル
中
ナ
レ
ハ
、
ミ
卜
ノ
マ
ク
ハ
ヒ

の〆“

Ill

-
一
枕
珍
ク
テ
語
一
フ
フ
程
ニ
、
更
行
ク
鐙
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行
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声
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心
迷
ト
ヒ
、
ム
ツ
コ
ト
モ
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尽
ヲ
暁
ノ
別
ト
云
侍
リ
。

古
ノ
人
サ
へ
今
ハ
ツ
ラ
キ
故
明
レ
ハ
ナ

ド
カ
帰
リ
ソ
メ
ケ
ン
源
頼
綱

是
迄
ハ
人
ヲ
カ
タ
ラ
ヒ
明
シ
ヌ
。
此
暮

ヲ
待
ヘ
キ
事
ナ
レ
ハ
イ
ト
ヲ
シ
キ
程
ニ
ハ

4
・
I
l
l
i
-
-
l
t
!
l
1
1
1
1
1
1
i
l
l
i
t
-
-
I
l
l
1
J
I
l
l

侍
ラ
ザ
リ
。
人
目
シ
ケ
キ
中
ノ
一
夜
ヲ
タ



周
知
の
よ
う
に
、
『
宝
物
集
』
は
宝
物
論
・
六
道
論
・
十
二
門
論
の
三
構
成
を
な
す
。

そ
し
て
各
論
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
、
各
論
の
例
証
税
話
や
故
事
を
述
ベ
、
最
後
を
そ
の
証

歌
も
し
く
は
例
証
の
経
文
の
掲
示
で
締
め
く
く
る
と
い
う
記
述
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
一

方
、
『
目
覚
し
草
』
の
記
述
構
成
に
つ
い
て
言
う
と
、
右
に
例
示
し
た
『
宝
物
集
』
か
ら

の
引
用
部
分
に
限
ら
ず
、
例
え
ば
序
と
も
言
う
べ
き
四
季
の
推
移
に
託
し
て
む
な
し
く
老

い
果
て
る
人
生
の
悲
歎
を
語
っ
た
記
述
が
そ
の
証
歌
を
掲
げ
て
結
ぼ
れ
る
と
い
う
構
成
を

も
っ
て
始
ま
り
、
欲
心
と
偏
執
の
不
幸
と
そ
れ
か
ら
の
悟
脱
を
説
い
て
証
歌
を
添
え
、
愛

執
ゆ
え
の
別
離
の
苦
悩
の
諸
相
を
述
べ
て
証
歌
を
付
し
て
い
る
l
こ
の
部
分
が
右
の
例
示

に
該
当
す
る
|
。
『
目
覚
し
草
』
の
以
後
の
記
述
で
も
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
内
容
に
相

応
し
い
証
歌
を
添
え
て
は
次
の
記
述
に
進
む
と
い
う
構
成
が
取
ら
れ
、
そ
れ
は
最
後
ま
で

貫
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
目
覚
し
草
』
が
『
宝
物
集
』
と
全
く
同
じ
記
述
構
成
を
取
っ

た
こ
と
を
示
し
、
両
作
品
の
聞
に
認
め
ら
れ
る
受
容
関
係
の
密
接
さ
か
ら
判
断
し
て
、
『
目

覚
し
草
』
の
記
述
構
成
は
『
宝
物
集
』
に
完
全
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
単
に
文
章
や
語
句
の
引
用
に
終
ら
ず
、
作
品
全
体
の
記
述
の
構
成
に
ま
で
及
ん
で

い
る
こ
と
、
こ
れ
が
先
に
一
冨
う
示
唆
の
第
一
の
鍵
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
鍵
は
、
前
に

例
示
し
て
あ
る
引
用
部
分
の
対
照
か
ら
判
別
で
き
る
よ
う
に
、
『
目
覚
し
草
』
の
著
者
は

各
記
述
に
添
え
た
証
歌
を
、
部
の
別
の
証
歌
の
場
合
を
除
い
て
、
『
宝
物
集
』
の
当
の
抗

歌
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
各
別
離
の
主
旨
に
相
応
し
い
他
の
歌
を
探
し

求
め
て
入
れ
替
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
記
述
の
み
な
ら
ず
構
成
ま
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。
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ヲ
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相
坂
ノ
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ウ
チ
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程
モ
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ク
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サ
ハ

都
の
人
ソ
恋
シ
キ

で
『
宝
物
集
』
を
引
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
証
歌
だ
け
を
殊
更
入
れ
替
え
る
行
為
に

出
た
の
か
と
い
う
問
題
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
ま
た
、
一
方
で
は

ω分

類
し
た
よ
う
に
引
用
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
つ
午
、
他
方
で
⑩
分
類
し
た
よ
う
に
典
拠
を

明
示
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
の
か
の
問
題
と
繋
が
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

予
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
つ
ま
り
は
、
『
目
覚
し
草
』
に
お
け
る
引
用
が
著
者
に
と
っ
て
こ

の
作
品
を
書
く
と
い
う
意
識
と
深
い
処
で
結
び
付
い
て
表
れ
た
あ
り
か
た
と
し
て
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
諸
作
品
の
引
用
に
ほ
と
ん
ど
全
て
を
負
っ
て
い

な
が
ら
、
そ
れ
を
自
己
の
主
体
的
作
品
と
し
て
示
す
書
く
行
為
は
一
休
ど
ん
な
意
味
を
著

者
に
見
い
出
さ
せ
た
の
か
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
そ
こ
で
、
第
二
の
鍵
で
あ
る
証
歌
入
れ
替
の
操
作
に
も
ど
っ
て
一
己
え
ば
、
こ
の
操

作
に
幾
通
り
か
の
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
次

の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、
自
己
の
記
述
が
他
作

品
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
意
図
の
表
れ
で
あ
る
と
、
し
か
も
そ

の
意
図
的
な
操
作
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
行
為
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
ま
た
、
恐
ら
く
、
引

用
し
た
諸
作
品
の
記
述
と
は
同
一
で
は
な
い
と
い
う
拒
.
否
の
意
識
、
換
言
す
れ
ば
、
著
者

間
有
の
記
述
と
し
よ
う
と
欲
す
る
意
識
1
作
家
の
主
体
性
を
求
め
る
意
識
と
書
く
意
識
の

深
部
で
表
裏
を
な
し
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
れ
の
一
端
が
漢
字
片
仮
名
交
り
文

体
を
そ
の
ま
ま
引
用
せ
ず
和
文
化
し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
意
識
の
あ
り
か
た
を
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
例
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
次
に
み
や
づ
か
へ
せ
ん
も
の
は
、
外
に
は
礼
義
を
た
H
A
h

ル
、
内
に
は
正
直
無
欲
に
し
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は
そ
し
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q
u
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も
と
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か
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し
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言
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巧
み
い
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は
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き
に
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ず
。
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先
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祖
の
ほ
ま
れ
、
才
芸
の
す
ぐ
れ
た
る
事
を
い
ふ
は
聞
に
く
し
。
わ
が
身
を
た
て
ん
と

て
、
こ
と
人
を
め
す
に
、
我
か
と
さ
し
い
で
、
人
を
も
ど
き
、
人
の
う
へ
を
そ
し
り

て
、
身
の
う
へ
を
ほ
め
、
露
ば
か
り
の
事
を
も
ゆ
か
し
が
り
、
き
か
ま
ほ
し
が
り
、
は

つ
か
に
聞
事
を
も
本
よ
り
し
り
た
る
よ
う
に
、
こ
と
人
に
か
た
り
し
ら
へ
い
ふ
、
に
く

し
と
清
少
納
言
も
い
へ
り
。
よ
ろ
づ
さ
し
い
づ
れ
ば
、
必
そ
ね
み
あ
り
。
あ
ま
り
ひ
か

へ
て
こ
も
り
い
れ
ば
、
徳
あ
る
事
を
人
し
ら
ず
。
徳
有
も
の
の
、
そ
の
名
よ
そ
に
関
与
え

昭和53年2月

事



夫

ざ
る
は
、
よ
き
と
も
を
も
た
ざ
る
ゆ
へ
な
り
。
善
怒
は
友
に
よ
り
、
水
は
方
円
の
器
に

し
た
が
ふ
が
ご
と
し
。
」

こ
れ
は
『
目
覚
し
草
』
の
宮
仕
え
の
心
得
を
説
い
た
記
述
だ
が
、
傍
線
を
施
し
た
部
分

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

ωが
『
論
語
』
の
「
労
而
不
怨
」
(
里
仁
・
発
日
)
に
、

M
W
が
『
論
語
』

の
「
死
生
有
命
、
富
貴
在
天
」
(
頗
消
)
に
、
川
刊
が
偲
諺
「
水
ハ
方
円
ノ
器
-
一
シ
タ
カ
ヒ
、

人
ハ
善
悪
ノ
友
ニ
ヨ
ル
」
(
『
諺
苑
』
ミ
の
部
所
載
に
よ
る
)
に
、

ω・
ω・
ωは
『
徒

然
草
』
か
ら
の
も
の
で
、

ω・
伺
が
一
六
七
段
の
「
我
が
智
を
と
り
出
で
て
人
に
争
ふ
は

角
あ
る
も
の
の
角
を
か
た
ぶ
け
、
牙
あ
る
も
の
の
・
牙
を
か
み
出
だ
す
た
ぐ
い
な
り
。
人
と

し
て
は
善
に
ほ
こ
ら
ず
、
物
と
争
は
ざ
る
を
徳
と
す
。
:
・
日
間
の
高
さ
に
て
も
、
才
芸
の
す

ぐ
れ
た
る
に
て
も
、
先
祖
の
誉
に
て
も
、
人
に
ま
さ
れ
り
と
恩
へ
る
人
は
:
・
」
の
傍
線
部

分
に
、

ωが
三
八
段
の
「
誉
は
ま
た
致
の
本
な
り
」
に
基
づ
き
、
川
刊
は
『
枕
草
子
』
二
六

段
の
「
も
の
う
ら
や
み
し
、
身
の
上
歎
き
、
人
の
上
い
ひ
、
つ
ゆ
塵
の
こ
と
も
ゆ
か
し
が

り
聞
か
ま
ほ
し
う
し
て
、
い
ひ
知
ら
せ
ぬ
を
ば
怨
じ
、
そ
し
り
、
ま
た
わ
づ
か
に
聞
き
得

た
る
こ
と
を
ば
、
わ
れ
も
と
よ
り
知
り
た
る
こ
と
の
や
う
に
こ
と
人
に
も
語
り
し
ら
ぶ
る

も
、
い
と
に
く
し
」
を
典
拠
に
し
て
い
る
。
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
記
述
を
、
そ
の
大
部
分

他
か
ら
の
文
句
・
文
章
を
引
用
す
る
こ
と
で
成
し
て
い
る
点
で
、
『
目
覚
し
草
』
の
引
用

の
あ
り
か
た
を
象
徴
的
に
呈
示
し
て
い
る
恰
好
の
見
本
と
言
っ
て
も
よ
い
。
さ
て
『
目
覚

し
草
』
の
読
者
が
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
作
品
の
精
読
者
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
こ
の
記

述
を
読
ん
で
、
引
用
さ
れ
た
文
章
を
識
別
し
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
作
品
を
指
摘
で
き
て
、

著
者
固
有
の
文
章
の
部
分
は
こ
の
所
と
い
う
具
合
に
判
断
す
る
の
は
な
か
な
か
に
闘
難
だ

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
引
用
さ
れ
た
作
品
の
精
読
者
と
は
言
え
な
い
一
介
の
読
者

の
目
に
は
、
「
:
・
と
清
少
納
言
も
い
へ
り
」
と
い
う
引
用
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
あ
る
部

分
を
除
い
て
|
こ
れ
に
表
現
上
の
特
徴
か
ら
引
用
で
あ
る
こ
と
を
判
断
で
き
る
『
論
述
巴

・
僅
諺
か
ら
の
引
用
を
含
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
|
、
『
徒
然
草
』
か
ら
の
引
用
部
分
は
、

引
用
を
明
記
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
は
そ
の
事
実
を
知
り
え
ぬ
こ
と
か
ら
、
引

用
明
記
の
部
分
と
対
照
的
に
著
者
自
身
の
文
章
と
し
て
働
き
か
け
る
効
果
を
も
っ
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
例
に
も
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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「
次
に
手
か
く
事
、
よ
ろ
つ
の
用
を
、
か
な
ふ
物
な
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な
か
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書
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る
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は
よ
し
、
去
と
も
、
手
習
を
宗
と
し
、
学
文
に
お
こ
た
る
へ
き
に
あ
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す
、
E
上
古
は
、

文

字

な
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し

て

、

縄

川

劃

引

引

引

引

副

引

引

引

引

川

引

引

レ

の
L
わ
さ
と
し
、
尉
制
割
削
剖
到
可
判
別
刻
割
割
引
け
引
川
州
制
刷
、
た
L
用
を
か
な

• 

へ
る
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も
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L
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る
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も
い
へ
り
「
去
共
な
き
跡
の
、
記
念
に
残
る
物
は
、
序
跡
な
れ
は
、

i

っ
た
な
か
ら
す
、

似
刊
ほ
ん
こ

は
し
り
か
き
を
し
、
よ
き
一
言
を
も
、
書
の
こ
せ
る
、
反
古
を
と
り
い
た
し
、
見
る
時

は
、
そ
の
人
に
あ
ふ
こ
L
ち
こ
そ
す
れ
、
又
は
ふ
る
き
筆
の
跡
を
た
れ
か
し
の
、
か
か

せ
給
ふ
な
る
は
、
よ
し
あ
し
な
と
い
ひ
な
く
さ
み
と
な
れ
り
、
ふ
る
き
筆
の
あ
と
を
見

る
に
、
た
L

は
ふ
る
に
も
、
道
有
事
、
か
き
の
せ
た
る
な
と
よ
し
、
い
か
な
る
人
の
手

跡
な
れ
は
と
て
、
心
詞
も
つ
L
か
ぬ
、
文
の
き
れ
は
し
の
、
や
う
な
る
は
、
た
う
と
む

へ
く
も
な
し
」

手
習
う
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
の
記
述
は
、
傍
線
部
分
仰
が
『
沙
石
集
』
巻
十
末
に

シ

ョ

ウ

ザ

ヴ

ケ

サ

ノ

シ

ヨ

サ

y
ク

ワ

ヴ

ナ

ハ

ム

ス

あ
る
「
王
帝
ノ
象
ヲ
タ
レ
、
蒼
韻
ガ
書
ヲ
ツ
ク
ル
、
三
由
主
ノ
縄
ヲ
結
ピ
、
木
ヲ
キ
ザ
ミ
シ

し
か

ニ
ハ
不
如

i

〔
ト
〕
云
へ
り
。
」
に
依
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
を
除
け
ば
、
傍
線
部
分
別
と
伺

レ

が
『
徒
然
草
』
一
段
の
「
手
な
ど
拙
か
ら
ず
走
り
が
き
」
を
、

ωが
同
書
一
二
二
段
か
ら

「
次
に
は
手
章
一
目
く
事
、
む
ね
と
す
る
事
は
な
く
と
も
、
こ
れ
を
習
ふ
ベ
し
。
」
の
個
所
を
、

ωは
ま
た
同
じ
く
『
徒
然
草
』
三
五
段
全
文
を
引
用
し
た
所
で
あ
り
、
川
刊
と
刷
も
ま
た
向

者
二
九
段
の
「
残
し
お
か
じ
と
思
ふ
反
古
な
ど
破
り
す
つ
る
中
に
、
亡
き
人
の
手
な
ら
ひ
、

絵
か
き
す
さ
び
た
る
見
出
で
た
る
こ
そ
、
た
ど
そ
の
折
の
心
地
す
れ
。
」
の
引
用
で
あ
る
。

引
用
部
分
以
外
の
記
述
も
、
一
読
し
て
、
手
跡
に
関
す
る
『
徒
然
草
』
の
趣
旨
を
い
さ
さ

か
敷
街
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
記
述
は
実
に
右
で
指
摘
し
た
『
徒
然
草
』
の
各
段

を
綴
り
合
せ
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
用
を
明
記
し
た
の
は

ωの
部
分
た
だ
一
個
所
だ
け
で
あ
る
。
読
者
に
対
し
て
は
、
し
た
が
っ
て
、

ωの
部
分
だ

け
が
引
用
部
分
と
し
て
明
瞭
に
脳
裡
に
焼
き
付
け
ら
れ
る
反
面
、
他
の
引
用
部
分
は
記
述

の
表
面
か
ら
引
用
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
喪
っ
て
、
記
述
の
背
後
に
沈
澱
し
て
し
ま
い
、

引
用
で
あ
り
な
が
ら
非
引
用
に
転
落
し
て
、
著
者
側
有
の
記
述
へ
移
行
す
る
と
い
う
性
質

を
帯
び
る
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
り
か
た
は
、
書
く
こ
と
の
主

体
性
を
求
め
る
志
向
の
表
れ
に
他
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
一
般
論
と
し
て
は
、
引
用
は
、
引

用
を
明
記
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
そ
れ
が
取
り
込
ま
れ
た
当
の
文
脈
と
の
差
異
性
を

保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
引
用
性
を
主
張
す
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
か

ら
言
え
ば
、
『
目
覚
し
草
』
に
お
け
る
明
記
さ
れ
な
い
引
用
の
あ
り
か
た
が
、
明
記
さ
れ
た

引
用
に
よ
っ
て
、
引
用
性
を
剥
奪
さ
れ
て
そ
の
差
異
性
を
喪
い
、
著
者
の
記
述
に
移
行
融
解

秩田高専研究紀要第13号
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す
る
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
は
、
こ
の
点
に
、
こ
の
著
者
の
意
図
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
顕

在
化
を
和
文
体
採
用
に
よ
る
文
章
の
均
質
性
に
求
め
た
の
だ
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ

う
。
引
用
隠
蔽
の
行
為
は
、
そ
れ
故
に
、
著
者
個
有
の
文
章
で
あ
ろ
う
と
す
る
虚
機
化
の
意

識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

5命

こ
こ
で
、
『
目
覚
し
草
』
に
お
け
る
引
用
の
問
題
が
提
起
し
た
書
く
意
識
の
右
で
指
摘

し
た
深
層
心
理
を
開
示
し
う
る
も
う
一
つ
の
面
に
つ
い
て
論
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
れ
は
こ
の
作
品
の
著
者
の
問
題
で
あ
る
。
現
在
、
著
者
に
烏
丸
光
広
を
擬
す
根
拠

は
、
本
文
献
「
子
時
寛
永
の
初
弥
生
の
下
の
弦
徳
峯
老
人
洛
陽
の
ほ
と
り
草
庵
に
し
て
し

る
し
終
り
ぬ
」
の
後
に
加
え
ら
れ
た
政
文
末
の
日
付
・
署
名
「
寛
永
等
二
季
春
日
烏
丸

大
納
言
光
広
」
と
あ
る
の
に
求
め
ら
れ
て
い
て
、
執
筆
年
代
も
こ
の
践
文
末
の
日
付
に
依

っ
て
推
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
光
広
の
著
作
と
断
ず
る
に
は
、
幾
つ
か
の
間
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
こ
の

二
つ
の
践
は
語
っ
て
い
る
。

素
直
に
二
つ
の
践
を
読
む
限
り
で
は
、
著
者
は
草
庵
者
「
徳
峯
老
人
」
、
そ
の
成
立
は

寛
永
初
年
で
あ
り
、
光
広
は
単
に
翌
寛
永
二
年
に
こ
れ
に
蹴
文
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
こ

と
。
次
に
は
、
光
広
に
こ
う
し
た
隠
号
の
存
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
光

広
と
は
一
応
切
離
し
て
著
者
を
考
え
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
な
ら
「
徳
峯
老
人
」
と
は
何
人

か
と
い
う
問
題
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
長
尾
高
明
氏
が
「
徳
峯
老
人
が
光
広
と
同
一
人
で

門誌
3
)

あ
る
か
と
い
う
点
、
後
者
が
確
か
に
光
広
の
自
践
で
あ
る
か
と
い
う
点
」
を
疑
問
点
と
し

て
指
摘
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
「
徳
峯
老
人
」
を
知
る
資
料
も
自
筆
本

の
存
在
す
る
こ
と
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
現
時
点
で
は
疑
問
は
疑
問
と
し
て
残
さ
れ
る
外

は
な
い
し
、
後
日
を
侠
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
光
広
の
署
名
を
も
っ
政
文
に
照
し
て

も
、
「
こ
れ
は
:
・
身
つ
か
ら
見
し
閲
し
こ
と
を
今
有
の
ま
与
に
い
ひ
た
れ
ば
、
ま
め
や
か
に

刺
削
U
剖
引
制
刈
剣
剖
州
刻
、
道
/
¥
し
き
中
に
あ
だ
な
る
物
語
は
か
な
き
こ
と
も
磯
の

玉
藻
か
き
あ
つ
め
た
る
は
、
引
制
川
刻
刻
引
制
川
副
叫
削
剖
叫
剖
引
ぺ

U
」
と
傍
線
部
分

に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
作
に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ
た
響
き
の
あ
る
表
現
で
あ
り
、

そ
う
か
と
恩
へ
ば
、
自
作
を
指
示
す
る
と
解
せ
る
「
宰
予
を
い
き
め
ん
た
め
な
れ
ば
、
な

づ
け
て
目
覚
し
草
と
な
ん
い
へ
り
」
と
記
し
て
、
自
作
か
他
作
か
の
決
め
手
に
す
る
に
は

明
瞭
さ
を
欠
き
、
難
し
い
。

草』
戸時

見aし『目

こ
う
し
た
中
で
、
手
が
か
り
を
示
唆
す
る
か
と
思
え
る
の
は
、
書
中
で
歌
の
道
に
つ
い

て
定
家
の
『
詠
歌
大
概
』
の
「
情
以
新
為
先
、
詞
以
旧
可
用
」
と
「
和
歌
無
師
匠
。
唯
以

旧
政
羽
明
。
」
に
依
拠
し
て
、
「
和
歌
に
師
な
し
、
た
だ
ふ
る
き
歌
を
師
と
し
、
ふ
る
き
詞

を
周
て
、
あ
た
ら
し
く
心
を
よ
み
な
す
べ
し
と
い
へ
り
」
と
書
き
、
『
沙
石
集
』
の
和

歌
陀
羅
尼
論
を
受
容
し
て
、
「
こ
の
道
に
い
る
人
は
、
自
然
に
み
だ
り
が
は
し
き
事
や
み

て
、
花
を
詠
づ
れ
ば
心
花
と
の
み
な
り
、
邪
念
妄
想
を
の
ぞ
き
て
、
お
の
づ
か
ら
陀
羅
尼

と
ひ
と
し
く
、
神
明
納
受
の
徳
あ
り
」
と
記
し
た
二
つ
の
記
述
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
光
広
は
定
家
尊
信
者
細
川
幽
斎
の
歌
学
の
継
承
者
の
一
人
で
あ
り
、
歌
道
に
つ
い
て

彼
が
幽
斎
に
閲
脅
し
た
事
例
を
彼
自
身
の
手
で
記
録
し
た
『
耳
底
記
』
の
、
慶
長
四
年
一
一
一

月
廿
五
日
の
条
に
は
、
「
常
に
見
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
『
詠
歌
大
慨
』
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
周
知
の
事
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
が
和
歌
陀
羅
尼
論
を
説
い
て
い
た
こ

と
は
家
集
『
黄
葉
集
』
・
『
日
光
山
紀
行
』

l
「
歌
は
我
が
国
の
陀
羅
尼
と
か
や
」
と

『
日
光
山
紀
行
』
に
記
述
し
て
い
る
!
に
み
え
、
そ
し
て
、
彼
が
和
歌
を
以
っ
て
、
能
因

雨
乞
歌
の
故
事
に
ち
な
み
三
島
明
神
に
歌
を
、
詠
じ
て
雨
の
止
ま
ん
こ
と
を
祈
り
、
直
に
納

受
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、
神
切
に
雨
を
祈
り
、
疫
鬼
を
逐
う
行
為
を
、
再
三
に
わ

た
っ
て
演
じ
た
と
い
う
数
々
の
挿
話
の
淵
源
に
は
、
こ
の
和
歌
陀
羅
尼
論
へ
の
彼
の
深
い

信
心
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
先
の
二
つ
の
歌
道
論
が
光

広
の
そ
う
し
た
見
解
の
表
れ
と
推
測
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
光
広
著
作
説
の
一

つ
の
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
例
の
自
作
を
意
味
す
る
か
と
解
し
う
る
政
文

も
こ
の
線
に
沿
っ
て
受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
徳
峯
老
人
」
著
作
を

事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
も
切
離
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
光
広
著
作
説
を
立
証
す
る
碓
実
性
に
乏
し
い
。
か
と
い
っ
て
そ
れ

を
積
極
的
に
否
定
す
る
論
拠
も
乏
し
い
と
す
れ
ば
、
右
に
挙
げ
た
可
能
性
に
依
っ
て
、
一

応
光
広
作
と
擬
し
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
著
作
を
推
測
し
う
る
視
点
を
確
認
し
て
、
は
じ
め
て
次
へ
論
及

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
目
覚
し
草
』
は
、
訪
れ
た
旧
友
を
対
話
者
と
し
て
、
人
間
の
老
い
に
悲
歎
し
、
流
転

の
う
ち
に
我
欲
偏
執
に
終
る
人
生
か
ら
の
超
脱
を
説
き
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
世
相
へ
の

所
感
・
批
判
を
語
る
草
庵
者
を
語
り
手
に
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の

枠
組
み
の
語
り
手
草
庵
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
例
の
本
文
践
の
草
庵
者
「
徳
峯
老

人
」
著
作
と
い
う
記
載
と
呼
応
関
係
を
形
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
れ
を
光
広
著
作
の
視
点
か
ら
読
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
語
り
手
の
草
庵
者
リ
践
文

昭和53年2月
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の
草
庵
者
「
徳
峯
老
人
」

H

『
目
覚
し
草
』
の
著
者
と
い
う
関
係
は
こ
の
作
品
の
実
際
の

著
者
ハ
光
広
〉
の
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
の
著
者
〈
光
広
〉

は
践
文
を
与
え
た
第
三
者
の
立
場
に
自
身
を
位
置
づ
け
、
か
の
虚
構
者
の
背
後
に
身
を
隠

す
。
そ
れ
は
ま
た
実
際
の
著
者
自
身
が
自
身
を
虚
構
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
は
ず
で
あ

る。

夫

こ
う
し
た
結
果
は
、
『
目
覚
し
草
』
の
記
述
は
語
り
手
で
あ
り
著
者
で
も
あ
る
「
徳
峯

老
人
」
の
自
己
表
自
の
表
現
と
い
う
意
味
を
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
表
白
の
表
現

の
虚
構
化
を
意
味
す
る
。
こ
の
虚
構
化
こ
そ
先
に
指
摘
し
た
虚
構
化
|
引
用
隠
蔽
に
よ
る

著
者
固
有
の
文
章
を
虚
構
す
る
こ
と
と
意
識
の
深
層
裡
で
結
び
付
い
て
い
る
は
ず
の
も
の

に
違
い
な
い
。

「
春
も
や
う
/
¥
纂
行
空
に
、
雨
う
ち
そ
L

ぐ
草
の
つ
れ
ん
¥
な
る
に
、
も
と
よ
り
友

担
む
'

と
す
る
人
来
け
る
に
あ
ひ
て
、
老
が
眠
の
め
を
さ
ま
し
、
な
が
ら
へ
て
よ
し
な
き
夢
の

う
き
こ
と
を
思
い
出
て
、
う
ら
な
く
か
た
る
こ
そ
お
か
し
け
れ
。
」

『
目
覚
し
草
』
冒
頭
の
こ
の
文
章
を
次
の
『
宝
物
集
』
冒
頭
の
文
章
と
比
較
し
て
み
よ

h

ヲ。

邦

「
治
承
元
年
ノ
秋
ノ
比
、
護
摩
国
ノ
嶋
ヲ
出
テ
、
同
二
年
ノ
春
再
度
旧
皇
ニ
帰
テ
侍
シ

カ
ド
モ
、
世
中
在
シ
ニ
モ
非
ズ
、
浮
木
ニ
乗
ケ
ン
人
ノ
心
地
シ
テ
、
世
ノ
憂
キ
時
ノ
栖

ナ
レ
パ
、
心
ヲ
モ
慰
メ
ン
ト
テ
、
東
山
ナ
ル
所
ニ
箆
リ
居
テ
侍
シ
程
ニ
、
品
目
花
ノ
本
目

ノ
前
ニ
テ
見
馴
タ
ル
人
、
葦
垣
之
間
近
ク
来
タ
ル
由
申
遺
シ
タ
レ
バ
ー
竹
ノ
編
戸
ヲ
押

円椴〉

開
ッ
、
入
侍
リ
ヌ
。
心
ツ
ク
シ
ノ
思
イ
ニ
年
ハ
経
ケ
レ
ト
モ
、
憂
ニ
経
タ
ル
身
ナ
リ
ケ

レ
ハ
、
守
れ
Jmペ
脱
原
生
キ
テ
帰
リ
ニ
ケ
ル
悦
ニ
ナ

γ
来
ル
ト
ソ
申
ケ
ル
。
三
箇
年
ノ
夢

僅
エ
覚
タ
リ
ト
云
ト
モ
、
一
生
涯
之
嘆
キ
不
晴
程
、
人
ニ
モ
不
被
知
侍
ニ
、
何
ニ
ト
シ

テ
尋
来
リ
給
ヘ
ル
ゾ
。
鬼
界
ガ
鳩
ノ
在
様
ハ
申
テ
毛
無
益
。
古
郷
ノ
事
ハ
風
ノ
伝
ニ
モ

難
関
侍
キ
。
都
ヲ
出
テ
後
、
如
何
ナ
ル
事
カ
侍
リ
シ
ト
・
申
セ
ハ
、
無
何
ト
世
中
モ
不
静

ハ
J

S
オ
ホ
タ
侍
日
キ
》

〔
浅
間
敷
事
〕
ナ
ル
ノ
ミ
見
ル
。
」

さ
て
こ
の
文
章
か
ら
、
康
額
著
作
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
自
伝
的
記
述
を
払
拭
し

た
形
姿
を
想
定
し
て
、
『
目
覚
し
草
』
の
冒
頭
と
比
較
対
照
し
て
ほ
し
い
。
両
者
か
ら

は
、
季
節
・
洛
の
ほ
と
り
東
山
で
の
隠
棲
・
旧
友
の
訪
問
・
憂
き
思
い
と
世
上
に
つ
い
て

の
対
話
、
と
い
う
共
通
項
が
浮
び
出
て
こ
よ
う
。
こ
の
共
通
項
は
、
『
目
覚
し
草
』
の

『
宝
物
集
』
受
容
の
甚
大
さ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
当
然
理
解
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

こ
と
か
ら
考
え
て
、
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
旧
友
を
聴
き
手
に
憂
き
思
い
を
語
り
、

浅
ま
し
き
世
を
批
判
す
る
草
庵
者
と
い
う
例
の
枠
組
み
は
『
宝
物
集
』
冒
頭
に
依
っ
て
そ

浦13 
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の
発
想
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
例
示
し
た
冒
頭
の
傍
線
部
分
は
疑
い
も
な
く
『
徒
然

草
』
一
二
段
の
「
同
じ
心
な
ら
ん
人
と
、
し
め
や
か
に
物
語
し
て
、
を
か
し
き
こ
と
も
、
世

の
は
か
な
き
事
も
、
う
ら
な
く
い
ひ
慰
ま
ん
こ
そ
う
れ
し
か
る
べ
き
に
」
を
受
容
し
た
結

果
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
。
し
た
が
っ
て
、
聴
き
手
で
あ
る
旧
友
は
、
こ
の
一
二
段
の
語

句
「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
・
「
ま
め
や
の
心
の
友
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
担
っ
た
、
語
り
手
の

草
庵
者
に
相
応
し
い
人
物
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
呈
示
し
て
い
る
。
つ

ま
り
は
、
草
庵
者
「
徳
峯
老
人
」
著
作
と
い
う
虚
構
化
は
、
『
宝
物
集
』
の
冒
頭
、
『
徒

然
草
』
一
二
段
を
受
容
引
用
し
た
枠
組
み
の
虚
構
化
と
呼
応
し
て
、
語
り
手
の
自
己
表
白

の
表
現
を
も
虚
構
化
し
た
こ
と
を
背
叩
味
す
る
。
こ
う
し
た
虚
構
化
に
よ
っ
て
虚
構
上
の
著

者
の
個
有
の
記
述
と
い
う
虚
構
性
を
要
求
さ
れ
、
受
容
し
た
諸
作
品
か
ら
の
引
用
を
隠
蔽

す
る
と
い
う
操
作
を
『
目
覚
し
草
』
全
体
の
記
述
に
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
必
然
的
に
こ
の
操
作
は
著
作
者
虚
構
化
と
相
侠
っ
て
、
本
文
政
文
を
虚
構
化
し

て
そ
の
虚
構
性
を
一
貫
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

「
干
時
寛
永
の
初
弥
生
の
下
の
弦
徳
峯
老
人
洛
陽
の
ほ
と
り
草
庵
に
し
て
し
る
し
終
り

ぬ」

の
本
文
政
文
を
、
『
目
覚
し
草
』
の
記
述
の
『
方
丈
記
』
か
ら
の
受
容
に
基
づ
い
て
「
方

丈
記
に
対
す
る
模
倣
が
最
も
素
朴
に
現
は
れ
て
い
る
の
は
本
文
末
の
践
で
あ
る
」
と
指
摘

し
た
の
は
深
沢
正
憲
民
で
あ
る
が
、
深
沢
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
『
方
丈
記
』
の
次
の
獄

文

「
子
時
建
磨
の
ふ
た
と
せ
、
や
よ
ひ
の
つ
も
ど
り
ご
ろ
、
桑
門
の
蓮
胤
外
山
の
庵
に
し

て
、
こ
れ
を
し
る
す
」

と
の
類
似
は
否
定
さ
る
べ
く
も
な
い
。
『
方
丈
記
』
か
ら
の
受
容
と
い
う
深
沢
氏
の
指
摘

も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
類
似
は
『
方
丈
記
』
に
倣
っ
た
結
果
で
あ

る
の
を
容
認
で
よ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
『
目
覚
し
草
』
の
虚
構
化
は
完
墜
と
な
る
。

秋田高専研究紀要第13号

四

以
上
の
よ
う
な
虚
構
性
は
、
虚
構
化
の
形
で
、
実
際
の
著
者
(
光
広
)
が
草
庵
者
の
著

作
と
し
て
『
目
覚
し
草
』
を
な
ぜ
書
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
新
し
い
問

題
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
単
な
る
手
す
さ
び
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
る

か
ど
う
か
。

老
残
を
現
世
に
明
す
生
の
欲
心
偏
執
を
捨
て
閑
適
の
境
地
に
超
脱
す
る
こ
と
を
説
く
観

念
を
基
調
に
し
つ
ヘ
見
聞
し
た
過
去
現
在
の
世
事
世
相
を
語
っ
て
批
判
を
加
え
教
誠
す
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る
こ
と
に
こ
の
作
品
の
主
限
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
の
ち
せ
の
山
の
み
ち
の
い
ま

し
め
」
と
言
い
、
「
宰
予
を
い
き
め
ん
た
め
な
れ
ば
、
な
づ
け
て
目
覚
し
草
と
な
ん
い
へ

り
」
と
記
し
た
光
広
の
践
文
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
批
判
・
教
械
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
世
事
世

相
の
生
起
す
る
時
代
に
対
す
る
認
識
l
世
事
世
相
を
捉
え
る
視
点
と
そ
れ
を
位
置
づ
け
る

歴
史
認
識
を
検
討
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

語
り
手
は
、
自
ら
が
身
を
置
い
て
き
た
時
代
の
状
況
を
、
ま
ず
、

「
天
下
一
た
び
み
だ
れ
、
民
や
す
か
ら
ざ
る
事
有
し
に
、
ゆ
ゆ
し
き
武
将
の
ま
し
/
¥

て
、
一
と
せ
た
ら
ぬ
程
に
賊
徒
を
た
い
ら
げ
て
、
そ
の
い
き
ほ
ひ
の
ひ
か
り
秋
津
嶋
根

の
外
ま
で
あ
ま
ね
く
か
H
A

や
き
、
日
本
の
武
土
悉
帰
服
し
、
雲
井
の
春
あ
ら
た
ま
り
て

家
/
¥
の
風
し
づ
か
に
」

と
認
識
し
、
「
四
海
波
し
づ
か
に
て
、
国
お
さ
ま
り
し
か
ば
」
と
把
握
す
る
。
戦
乱
か
ら

治
世
安
穏
で
徳
川
氏
に
よ
る
武
家
政
権
の
確
立
安
定
へ
と
い
う
時
代
の
政
治
的
状
況
の

転
換
と
そ
の
結
果
で
あ
る
泰
平
の
認
識
の
呈
示
で
あ
る
。

そ
し
て
直
ち
に
展
開
さ
れ
る
の
が
、
泰
平
の
日
々
に
本
来
性
を
忘
却
し
、
名
利
を
欲
望
一

し
て
我
慢
闘
争
、
酒
宴
遊
興
、
遊
芸
、
色
欲
に
惑
溺
す
る
公
家
・
武
士
・
僧
侶
に
対
す
る

批
判
と
、
儒
、
書
、
歌
、
神
、
ト
占
等
の
道
と
し
て
の
本
質
喪
失
に
対
す
る
批
判
と
で
あ

り
、
こ
れ
を
締
め
く
く
る
意
味
で
の
、
「
礼
義
」
と
「
正
直
無
欲
」
に
基
づ
く
「
奉
公
の

功
あ
り
と
て
、
ほ
こ
ら
ず
、
ろ
う
し
て
賞
な
き
を
う
ら
み
ぎ
れ
、
死
生
命
あ
り
、
富
は
天

に
あ
り
」
と
す
る
家
臣
論
、
「
死
そ
の
身
や
す
き
時
も
あ
ゃ
う
か
ら
ん
事
を
わ
す
れ
ず
し

て
、
よ
き
も
の
を
か
L

へ
置
、
政
道
す
ぐ
な
る
国
へ
は
、
賢
臣
あ
つ
ま
り
忠
節
を
は
げ

み
、
民
そ
の
め
ぐ
み
に
な
つ
い
て
、
近
皇
逮
郷
の
も
の
家
を
う
つ
し
、
所
さ
か
へ
ゆ
た
か

な
れ
ば
子
は
親
に
孝
あ
り
、
貞
女
は
夫
に
つ
か
で
わ
か
き
は
老
た
る
を
た
っ
と
び
、
朋

友
交
に
信
あ
り
、
下
た
る
人
は
上
を
あ
ふ
ぎ
、
上
下
む
つ
ま
じ
く
、
大
道
お
こ
な
は
れ

て
、
専
文
久
し
く
、
天
下
国
家
泰
平
な
り
」
と
い
う
治
国
論
主
君
論
が
続
く
。
以
上
の
一
一
語

説
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
の
が
、
泰
平
の
時
に
お
け
る
「
ま
こ
と
」
の
退
廃
を
嘆
く
視
角

の
存
在
、
儒
教
に
依
っ
た
治
国
平
天
下
の
観
念
の
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
語
り
手
は
、
酒
、
茶
、
香
等
の
得
失
、
煙
草
、
三
絃
、
楊
弓
か
ら
前

栽
の
流
行
の
世
相
を
談
ず
る
に
い
た
っ
て
、
現
実
を
「
六
塵
の
郷
」
と
し
、
人
聞
の
生
を

「
夢
幻
泡
影
」
と
す
る
観
念
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
時
世
を
「
世
々
か
は

り
、
あ
ら
た
ま
り
、
過
こ
し
方
の
い
か
ば
か
り
は
る
/
¥
と
」
と
言
い
、
「
都
の
内
外
の

さ
ま
ざ
ま
に
か
は
る
を
見
れ
ば
・
:
住
家
の
う
つ
り
か
は
り
、
ま
な
く
と
き
な
く
、
さ
か
ふ

論草』し覚『目

る
か
と
恩
へ
ば
、
は
や
く
お
と
ろ
へ
」
と
語
っ
て
、
変
転
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
結
ぶ

の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
治
世
泰
平
の
到
来
と
い
う
政
治
的
現
状
を
認
め
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
現

状
下
の
諸
様
相
を
泰
平
に
起
因
す
る
「
ま
こ
と
」
の
退
廃
と
抱
え
、
泰
平
安
穏
で
の
為
政

者
の
修
身
を
治
国
の
論
理
と
し
て
、
儒
教
を
そ
の
土
台
に
据
え
て
主
張
す
る
傾
向
と
、
そ

う
し
た
退
廃
を
「
世
既
に
溌
季
に
成
り
」
と
し
て
溌
季
史
観
に
依
っ
て
認
識
し
よ
う
と
い

う
傾
向
と
、
『
方
丈
記
』
・
『
徒
然
草
』
に
顕
著
な
無
常
観
念
に
基
づ
い
て
認
談
し
よ
う

と
す
る
傾
向
と
の
混
在
が
認
め
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
認
識
の
現
出
の
背
後
に
、
今
の

世
を
降
れ
る
世
と
み
る
下
降
不
可
逆
的
世
界
観
念
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と

が
で
き
る
。

漉
季
史
観
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
儒
教
興
隆
と
と
も
に
、
公
家
か
ら
武
家
へ
と
移

動
し
た
政
権
移
動
は
不
可
避
で
あ
っ
た
し
不
可
逆
で
あ
る
と
把
握
主
張
す
る
認
識
と
結
び

つ
い
て
出
現
し
、
ま
た
、
そ
の
背
景
と
し
て
作
用
し
た
儒
教
は
朱
子
学
的
立
場
に
立
っ
て

【
斡

na'w

為
政
者
個
人
の
修
身
と
治
国
を
連
続
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
見
解
か
ら
す

る
な
ら
ば
、
『
目
覚
し
草
』
の
右
述
し
た
認
識
傾
向
は
こ
う
し
た
江
戸
初
期
の
歴
史
認
識

と
共
通
し
、
ま
た
、
仮
名
草
子
『
竹
斎
』
が
、
泰
平
の
世
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
京
内
の

【
持

U
F
O
】

遊
興
の
諸
相
を
、
『
論
語
』
の
レ

γ
ズ
を
通
し
て
、
風
刺
し
た
姿
勢
と
も
共
通
性
を
指
摘

で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
実
際
の
著
者
光
広
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
武
家
政
権
を
支
え

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
う
儒
教
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
武
家
政
権
の
不
可

避
・
不
可
逆
の
認
識
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
涜
季
史
観
や
修
身
治
国
観
念
の
主
唱
と
は
異
質

な
色
合
い
を
『
目
覚
し
草
』
の
例
の
認
識
は
帯
び
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
家
政

権
を
奪
回
す
る
こ
と
の
、
公
家
の
側
に
お
い
て
捉
え
た
時
の
、
絶
望
と
諦
念
に
立
脚
し
た

武
家
政
権
の
不
可
避
性
不
可
逆
性
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
に
が
さ
に
濃
く
色
ど

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
苦
汁
を
な
め
る
よ
う
な
容
認
こ
そ
、
武
家
政
権
下
で
生
起

す
る
事
象
を
悪
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
批
判
意
識
を
措
定
さ
せ
る
発
条
に
転
じ
た
結
果
と

し
て
の
、
儒
教
的
君
主
論
の
援
用
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
徳
川
政
権
確
立
に
よ
る
泰
平
の
時
世
を
、
「
扱
も
/
¥
目
出
度
御
時
代
か
な
。
我
ご

と
き
の
土
民
ま
で
も
あ
ん
ら
く
に
さ
か
へ
美
々
敷
事
共
を
見
聞
て
の
有
が
た
さ
よ
。
今
が

み
ろ
く
の
世
な
る
べ
し
」
(
巻
て
万
民
た
の
し
び
に
あ
へ
る
事
)
と
讃
美
し
、
「
う
ゐ

の
な
ら
ひ
・
:
い
つ
し
か
わ
き
ま
ふ
べ
き
世
は
洗
季
た
り
と
い
へ
ど
も
」
(
序
〉
と
洗
季
観

念
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
る
現
実
認
識
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
、
泰
平
の

昭和53年2月
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現
実
を
積
極
的
に
肯
定
し
た
『
慶
長
見
開
集
』
の
浄
心
の
認
識
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
相
違
性
に
お
い
て
、
『
目
覚
し
草
』
の
同
時
代
に
対
す
る
認
識
の
立
場
は
一
一
層
明
瞭
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。

光
広
が
『
目
覚
し
草
』
の
書
名
の
由
来
を
昼
寝
し
て
孔
子
に
謎
賞
さ
れ
た
宰
予
の
逸
話

を
も
っ
て
「
宰
予
を
い
さ
め
む
た
め
な
れ
ば
」
と
記
し
た
の
は
、
仮
名
草
子
に
通
有
の
教

訓
を
単
に
意
図
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
徳
川
政
権
に
よ
る
時
世
を
宰
予

の
昼
寝
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
は
、
儒
教
を
治
国
平
天
下
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
た

為
政
者
に
対
し
て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
逆
手
に
取
っ
た
公
家
の
側
か
ら
の
皮
肉
な
批

評
意
識
を
象
徴
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
意
味
か
ら
言
っ
て
、
『
目
覚
し
草
』
の
歴
史
認
識
は
、
溌
季
の
世
を
叙
述
し

た
『
太
平
記
』
の
王
法
思
想
と
融
合
し
た
儒
教
的
徳
治
思
想
ゃ
、
『
愚
管
抄
』
が
王
法
衰

微
と
近
代
末
世
の
最
大
の
契
機
を
武
家
政
権
に
求
め
た
中
世
の
基
底
的
歴
史
認
識
|
こ
の

認
識
に
よ
っ
て
『
沙
石
集
』
は
近
代
の
仏
教
の
荒
廃
を
批
判
し
た
し
、
兼
好
法
師
は
「
今

様
は
無
下
に
い
や
し
く
こ
そ
成
ゆ
く
め
れ
」
(
『
徒
然
草
』
二
一
一
段
〉
と
諮
っ
た
の
で
あ
る

|
と
魂
の
深
部
で
連
結
し
共
鳴
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
共
鳴
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

『
目
覚
し
草
』
の
先
に
指
摘
し
た
諸
作
品
の
受
容
と
引
用
行
為
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
光
広
が
政
文
に
お
い
て
『
目
覚
し
草
』
の
記
述
を
「
有
の
ま
与
」
と
言
明

し
た
こ
と
は
、
彼
の
こ
う
し
た
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
実
の
事
実
で
あ
っ

た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
茶
道
流
行
の
元
凶
と
し
て
指
弾
さ
れ
て
い
る
「
数
寄
の

師
」
と
「
茶
好
の
男
」
は
千
利
久
と
古
田
織
部
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
点
で
見
聞
し
た
事
実
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
し
、
類
纂
的
記
述
形
式
で
「
ま

ぎ
ら
は
し
き
物
、
似
せ
物
う
ち
た
る
刀
、
古
筆
を
似
る
弘
一
跡
」
と
か
、
「
た
だ
世
に
は
や

る
物
と
て
は
、
愛
宕
白
山
、
そ
ら
せ
い
も
ん
、
緩
怠
名
問
、
た
ば
こ
、
雑
説
、
し
う
く

・
:
」
と
列
挙
し
た
事
象
も
、
浄
心
の
よ
う
に
「
目
出
度
御
時
代
」
と
讃
嘆
で
き
な
い
現
実

に
生
起
す
る
事
実
の
一
面
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
、
例
え
ば
「
い
に

し
え
の
茶
の
湯
の
も
ど
き
」
、
「
い
に
し
え
の
数
寄
道
具
の
宝
物
は
皆
す
た
り
は
て
な
ん
」

に
呈
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
は
下
降
退
廃
の
世
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
レ
ン
ズ
を

通
し
て
捉
え
た
「
有
の
ま
与
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
光
広
が
、
記
述
の
事
実
を
主
張
す

る
口
調
に
も
、
中
世
の
基
底
的
歴
史
認
識
へ
の
粉
れ
も
な
い
共
鳴
の
感
情
が
こ
も
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
、
指
摘
し
た
諸
作
品
か
ら
の
引
用
行
為
の
政
き
さ
し
な
ら
ぬ
心
理
を
知
る
。

そ
の
意
味
で
、
著
者
に
と
っ
て
、
引
用
す
る
と
い
う
行
為
は
典
拠
と
し
た
原
型
と
の
自
己

同
一
化
の
志
向
を
呈
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
引
用
隠
蔽
は
そ
の
方
法
と
し
て
取
ら
れ
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た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
原
型
に
自
己
同
一
化
を
企
て
る
意
識
は
自
己
を
神

正
一
同
化
す
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
『
目
覚
し
幕
』
で
行
っ
た
批
判
を
可
能
に
し
た
発
条
は

こ
の
自
己
神
訴
化
が
あ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
れ
と
相
侠
っ
て
著
者
は
、
引
用
の
背
後
に
自

己
を
退
か
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
批
判
と
い
う
自
己
表
白
の
主
体
性
を
隠
蔽

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
為
政
者
批
判
に
伴
う
危
険
か

ら
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
保
身
の
た
め
の
擬
装
で
あ
る
。
例

え
ば
、
数
寄
者
批
判
が
林
緩
山
の
数
寄
批
判
と
同
論
法
で
あ
り
、
君
主
論
が
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
儒
教
と
表
面
上
向
論
調
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
一
端
を
鋭
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
光
広
が
版
文
中
で
「
い
さ
め
」
と
書
い
た
の
に
は
対
外
的
側

値
づ
け
と
し
て
仮
名
草
子
に
お
け
る
教
訓
的
性
格
を
意
識
的
に
附
与
し
た
擬
装
性
の
意
味

を
一
証
拠
立
て
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
光
広
の
政
文
は
両
義
的
で
あ
る
。
こ
の
両
義
性
を

成
立
さ
せ
る
方
法
と
し
て
著
者
草
庵
者
の
仮
構
化
が
企
て
ら
れ
た
と
断
じ
て
も
よ
い
。

し
か
し
で
あ
る
。
自
己
表
白
が
全
面
的
に
後
退
し
て
は
批
判
す
る
主
体
性
は
失
は
れ
て

し
ま
う
他
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
引
用
者
が
引
用
さ
れ
た
原
型
と
自
己
同
一
を
果
た
し
た
と

し
て
も
、
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
原
型
の
複
製
で
あ
り
模
倣
で
あ
る
こ
と
に
終
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
飛
び
越
え
ら
れ
ね
断
層
が
あ
る
の
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。
引
用
の
背
後
に
身
を
退
け
る
こ
と
は
原
型
の
自
己
表
白
の
模
倣
で
あ
っ
て
、

自
己
の
主
体
性
は
嬰
得
で
き
な
い
。
『
目
覚
し
草
』
の
実
際
の
著
者
が
引
用
し
な
が
ら
引

用
を
明
一
記
し
な
か
っ
た
行
為
は
こ
う
し
た
断
層
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
か
ら
に
違
い
な

い
の
で
あ
る
。
引
用
を
隠
蔽
す
る
こ
と
は
、
原
型
の
模
倣
性
を
隠
蔽
し
、
か
つ
自
己
表
白

の
主
体
性
を
心
理
的
に
取
り
戻
せ
る
手
段
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
作
品
の
実
際
の
著
者
に
と
っ
て
、
原
型
の
も
つ
諸
観
念
に
依
っ
て
現
災
の

事
象
を
整
除
で
き
た
の
か
ど
う
か
。
『
目
覚
し
草
』
の
終
尾
に
お
い
て
、
時
世
の
転
変
を

『
方
丈
記
』
と
『
徒
然
草
』
の
文
章
に
乗
せ
て
語
る
語
り
手
の
嘆
息
を
読
者
は
開
く
こ
と

に
な
る
。

秋田高専研究紀要第13号

「
世
々
か
は
り
、
人
あ
ら
た
ま
り
、
過
こ
し
方
の
い
か
ば
か
り
、
は
る
ん
¥
・
と
、
ま
さ

き
の
か
つ
ら
な
が
/
¥
と
は
ひ
ま
つ
は
り
、
こ
と
の
は
の
は
び
こ
り
、
し
げ
き
を
ば
、

何
と
か
き
あ
っ
む
べ
く
も
あ
ら
ず
・
:
住
家
の
う
つ
り
か
は
り
、
ま
な
く
と
き
な
く
、
さ

か
う
る
か
と
思
へ
ば
、
は
や
く
お
と
ろ
へ
、
の
ら
と
な
り
て
は
ま
た
さ
き
草
の
も
え
い

づ
る
も
、
か
・
ふ
る
も
し
ば
し
な
に
は
な
る
塩
の
み
ち
ひ
の
よ
し
あ
し
を
は
か
る
べ
き
に

あ
ら
ね
ば
、
っ
か
ね
ゆ
ふ
べ
く
も
な
し
、
老
の
山
口
、
か
た
る
に
も
の
う
き
ま
与
に
、

思
ふ
程
を
ば
、
い
か
で
か
の
ベ
も
つ
く
さ
ま
し
。
」
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傍
線
部
分
に
表
白
さ
れ
て
い
る
の
は
、
徳
川
政
権
の
下
で
、
確
固
と
な
っ
て
行
く
泰
平

の
時
世
の
下
で
、
新
し
く
生
起
し
展
開
し
て
行
く
諸
事
象
を
整
除
で
き
ぬ
嘆
息
で
な
く
て

何
で
あ
ろ
う
。
か
と
言
っ
て
、
浄
心
や
『
竹
斎
』
の
作
者
の
よ
う
に
、
「
目
出
度
御
時

代
」
を
江
戸
に
象
徴
さ
せ
て
、
そ
の
地
の
諸
相
を
讃
美
し
そ
れ
を
叙
述
す
る
と
い
う
視
座

を
自
己
に
設
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
著
者
に
は
で
き
え
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま

で
の
言
及
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
著
者
を
光
広
に
擬
し
た
場
合
、

ア
γ
ピ
ザ
ア

ν
ン
ト

朝
幕
間
の
斡
旋
に
奔
走
し
た
光
広
の
公
武
に
対
す
る
心
の
基
底
に
潜
む
愛
憎
が
、
こ
う
し

た
整
除
で
き
ぬ
感
情
の
表
白
の
露
呈
と
な
っ
た
と
想
像
す
る
。
『
方
丈
記
』
か
ら
の
「
拾

が
た
き
世
に
し
た
が
は
む
と
す
れ
ば
、
へ
つ
ら
ひ
ま
が
り
て
身
や
す
か
ら
ず
、
世
に
し
た

が
は
ね
ば
狂
す
る
に
似
り
」
の
引
用
は
こ
う
し
た
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
光
広
の
心
理
を

託
し
た
象
徴
的
な
響
き
を
も
っ
て
い
は
し
な
い
か
。

『
池
亭
記
』
を
受
容
し
た
『
方
丈
記
』
、
引
用
に
満
ち
た
『
徒
然
草
』
、
そ
れ
ぞ
れ
に

典
拠
と
な
っ
た
原
型
と
の
差
異
性
を
主
張
す
る
作
家
主
体
の
強
さ
烈
し
さ
に
よ
っ
て
独
創

性
を
獲
得
し
た
。
兼
好
は
そ
れ
を
「
み
な
源
氏
物
語
・
枕
草
子
な
ど
に
こ
と
ふ
り
に
た
れ

ど
、
同
じ
事
、
ま
た
、
今
さ
ら
に
言
は
じ
と
に
も
あ
ら
ず
。
お
ぼ
し
き
事
言
は
ぬ
は
腹
ふ

く
る
?
わ
ざ
な
れ
ば
」
(
『
徒
然
草
』
一
九
段
〉
と
明
瞭
に
認
識
し
て
い
た
。
『
目
覚
し

草
』
の
著
者
に
、
そ
れ
を
受
容
し
た
作
品
の
作
者
の
右
の
認
識
は
ど
の
よ
う
に
胸
裡
で
反

響
し
て
い
た
ろ
う
か
。

号
、
昭
和
四
九
年
一
二
月
〉
。

去ム
同制草』し覚『目

註

(

1

)

水
谷
不
倒
「
新
撰
列
伝
体
小
説
史
」
ハ
『
水
谷
不
倒
著
作
集
』
第
一
巻
所
収
、

中
央
公
論
社
刊
)
四
二
頁
。
深
沢
正
憲
「
目
覚
し
草
(
翻
刻
)
」
解
説
(
『
近
世

国
文
学
』
第
一
輯
所
収
、
千
歳
書
一
房
刊
〉
五
三
頁
|
五
四
頁
。
長
尾
高
明
「
め
ざ

ま
し
草
」
影
印
解
説
(
『
近
世
文
学
資
料
類
従
』
仮
名
草
子
編
帥
所
収
、
勉
誠
社

刊
)
三
九
七
頁
。

(
2
〉
拙
稿
「
『
目
覚
し
草
』
の
典
拠
に
つ
い
て
|
『
宝
物
集
』
・
『
沙
石
集
』
・

『
心
学
五
倫
書
』
と
の
関
係
|
」
(
『
蹴
糊
研
究
紀
要
』
第
日
号
、
昭
和
引
年
2

月
〉
参
照
。

(
3
〉
註
(

l

)

中
の
長
尾
高
明
氏
解
説
三
九
七
頁
。

ハ
4
)
植
手
通
有
「
江
一
戸
時
代
の
歴
史
意
識
」
(
肘
一
M
M

『
歴
史
思
想
集
』
所
収
航

説
「
日
本
の
歴
史
観
の
歴
史
」
第
三
部
、
筑
摩
書
房
刊
)
六
五
頁
|
六
六
頁
。

(

5

)

拙
稿
「
仮
名
草
子
に
お
け
る
狂
乱
と
興
が
る
と
」
同
(
『
秋
田
語
文
』
第
四

(
s
m
A
・
叩

-
M
)

昭和53年2月
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