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一

此
の
論
文
の
意
図

い
つ
の
頃
で
あ
っ
た
か
、
確
か
な
目
的
も
な
く
書
き
捨
て
た
覚
え
書
き
風
の

雑
文
に
、
「
虚
実
論
の
系
譜
」
と
題
し
た
反
古
が
机
の
底
に
残
さ
れ
て
い
る
。

ほ
の
か
な
愛
着
も
あ
っ
た
の
か
破
り
拾
て
る
乙
と
を
た
め
ら
っ
て
来
た
の
で
あ

ろ
う
。
今
そ
の
ま
ま
に
書
き
改
め
る
に
は
、
あ
ま
り
に
古
く
さ
い
気
が
す
る

が
、
所
々
に
若
い
頃
む
き
に
な
っ
て
ベ
ン
を
握
っ
た
情
感
が
残
さ
れ
て
い
て
今

更
焼
き
捨
て
が
た
い
ふ
し
ぶ
し
が
あ
る
。

今
書
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
旧
稿
と
は
か
な
り
か
け
離
れ
た
事
に
な
る
が
、

終
戦
後
の
混
乱
し
た
時
期
で
の
、
私
自
身
の
経
験
に
属
す
る
が
、
中
学
校
の
教

壇
で
岡
本
か
の
子
の
短
編
小
説
「
東
海
道
五
十
三
次
」
を
取
扱
っ
た
事
が
あ
っ

た
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
と
乙
と
わ
る
べ
き
か
、
私
は
乙
の
作
品
を
始
め
て
眼
を

通
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
ζ

の
作
品
が
小
説
で
あ
る
の
か
随
筆
で
あ
る
の
か

三並
日日

原

芳

起

田

か
ら
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
乙
の
作
者
の
創
作
で
あ
る
の
か

体
験
の
ま
ま
を
書
い
た
随
想
の
一
片
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

ζ

の

作
品
が
ど
ち
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
の
か
は
、
ま
ず
自
信
を
以
っ
て
断
言
す

る
事
が
出
来
よ
う
。
も
っ
と
も
森
鴎
外
の
作
品
か
れ
と
れ
や
、
志
賀
直
哉
の
作

品
乙
れ
か
れ
の
中
に
は
、
そ
う
単
純
に
作
品
の
中
に
虚
構
的
が
あ
る
か
な
い
か

は
、
定
め
が
た
い
ふ
し
が
あ
る
。
小
説
と
は
何
か
を
定
め
る
事
は
決
し
て
た
や

す
い
事
で
は
な
い
。
だ
が
大
多
数
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
虚
構
的
要
素
の
有
無

が
小
説
で
あ
る
か
否
か
が
お
お
よ
そ
の
め
ど
に
な
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
、
か

の
子
の
「
東
海
道
五
十
次
」
に
つ
い
て
は
、
乙
れ
が
小
説
と
し
て
創
作
で
あ
る

の
か
、
随
筆
随
想
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
を
見
定
め
る
確
か
な
め
ど

と
な
ろ
う
。
私
が
と
の
作
品
を
教
材
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
が
、
文
部
省
が
検

定
し
て
出
し
た
教
科
の
中
で
で
あ
り
、
岡
本
か
の
子
の
作
品
の
中
か
ら
私
自
身

で
拾
っ
た
の
で
な
か
っ
た
し
、
そ
の
時
、
残
念
な
が
ら
岡
本
か
の
子
作
品
集
が

手
許
に
も
学
校
の
図
書
室
に
も
な
か
っ
た
の
で
、
判
断
の
基
準
を
私
の
持
ち
合

わ
せ
た
文
芸
理
論
に
求
め
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
生
徒
た
ち
に
、
と
の

1 -
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作
品
は
、
文
学
作
品
と
し
て
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
の
か
を
考
え
る
と
と
、

次
い
で
、

ζ

の
作
品
の
主
題
(
テ
!
?
)
を
い
か
に
捉
え
る
か
、
第
三
、
と
の

作
品
を
通
し
て
作
者
の
思
想
の
あ
り
か
た
、
思
潮
の
中
で
の
性
格
づ
け
を
考
え

る
ζ

と
を
、
す
く
な
く
と
も
納
得
す
る
所
ま
で
導
こ
う
と
考
え
た
。
そ
れ
に

は
、
そ
乙
に
岡
本
か
の
子
作
品
集
が
あ
っ
て
、
短
編
小
説
と
し
て
の
部
分
け
の

中
で
外
か
ら
認
定
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
が
幸
い
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
方
向
で
指
導
を
一
応
終
っ
た
時
点
で
、
熊
本
市
の
あ
る
公
会
堂
で
行
わ

れ
た
教
育
講
演
会
で
、
あ
る
高
名
な
る
国
文
学
者
の
講
演
を
聞
い
た
。
何
分
今

か
ら
四
十
年
近
く
の
菅
の
記
憶
の
中
で
、
そ
の
学
者
の
御
名
前
は
思
い
出
せ
な

い
。
そ
の
先
生
も
ふ
と
思
い
浮
か
ぶ
か
の
子
の
作
品
に
触
れ
ら
れ
た
の
で
、
学

説
と
し
て
で
は
な
く
、
漫
然
と
「
岡
本
か
の
子
の
東
海
道
五
十
三
次
と
い
う
随

筆
云
云
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
て
、
な
か
ば
は
驚
か
さ
れ
、
な
か
ば
は
作
品

の
グ
形
4

が
読
者
に
与
え
る
第
一
印
象
の
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
も
し
た
。

私
は
早
速
教
壇
上
の
生
徒
指
導
に
活
用
す
る
と
と
に
し
た
。

な
る
ほ
ど
、
乙
の
作
品
は
、
何
と
な
く
岡
本
か
の
子
の
随
想
で
あ
る
。
作
者

の
生
活
体
験
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
き
下
し
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
込
ま
せ
る
よ

う
な
ス
タ
イ
ル
を
見
せ
て
い
る
。
だ
が
と
れ
は
明
ら
か
に
小
説
と
し
て
創
作
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
断
じ
て
随
筆
と
し
て
警
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
作
者
の

生
活
体
験
な
り
見
聞
な
り
を
、

グ
そ
の
ま
ま
8

に
者
か
れ
て
い
れ
ば
、
随
筆

(
エ
ッ
セ
イ
)
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
作
者
の
体
験
に
素
材
を
得

て
い
て
・
も
、
そ
し
て
そ
の
事
実
の
線
に
沿
う
て
構
成
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
変
形

が
与
え
ら
れ
、
事
の
ま
ま
で
は
表
現
し
が
た
い

m
想
d

の
世
界
を
表
現
し
た
た

め
に
、
別
個
の
別
天
地
を
創
造
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
小
説
で
あ
る
。

岡
本
か
の
子
は
、
詩
人
で
あ
り
、
歌
人
で
あ
る
。
「
東
海
道
五
十
三
次
」
が

随
筆
で
あ
る
な
ら
ば
当
然
歌
人

・
詩
人
と
し
て
の
彼
女
が
顔
を
出
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
彼
女
の
夫
君
で
あ
る
没
画
家
一
平
氏
が
出
て
来
な
け
れ
ば

お
か
し
い
。
絵
画
が
好
き
で
、
夫
君
の
考
古
学
研
究
の
助
手
と
し
て
東
海
道
の

旅
を
続
け
る
主
人
公
が
、
岡
本
か
の
子
で
な
い
と
と
は
考
え
て
み
る
ま
で
も
な

く
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
、
深
く
読
ま
な
い
で
飛
ば
し
読
み
を
し
た
場
合
、
一
人
称
で
主
人
公
の

少
女
期
を
し
ん
み
り
と
し
を
調
子
で
叙
述
し
た
随
筆
風
な
筆
致
で
あ
る
と
と
、

東
海
道
を
歩
い
て
実
感
し
た
所
を
描
い
た
写
生
文
を
思
わ
せ
る
部
分
も
あ
っ

て
、
印
象
的
に
は
作
者
の
随
筆
と
感
違
い
さ
せ
る
要
素
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い

る
。
前
記
の
高
名
の
学
者
も
、
乙
ま
か
な
吟
味
を
加
え
る
乙
と
な
し
に
、
飛
ば

し
読
み
に
読
ん
で
、
ふ
と
「
か
の
子
の
随
筆
東
海
道
五
十
三
次
」
と
話
の
は
ず

み
K
触
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
非
礼
を
顧
み
ず
、
と
れ
を
教

室
で
、
小
説
と
は
何
か
、
随
筆
と
は
何
か
、
と
い
う
教
育
的
見
地
か
ら
の
好
箇

の
題
材
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
時
分
だ
っ
た
と
思
，
つ
が
わ

た
く
し
は
中
世
の
連
歌
師
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
柴
屋
軒
家
長
の
文
学
的
業
績

に
つ
い
て
深
入
り
し
始
め
て
い
た
の
で
、
か
の
子
の
短
編
『
東
海
道
五
十
三

次
』
の
中
の
、
次
の
よ
う
な
描
写
に
す
ζ

ぷ
る
興
味
を
引
か
れ
て
い
た
。

ま
わ
り
の
円
味
が
か
っ
た
平
凡
な
地
形
に
対
し
て
天
柱
山
と
吐
月
峰
は
突

冗
と
し
て
秀
で
て
い
る
。
け
れ
ど
も
直
と
か
峻
と
か
い
う
時
ち
ょ
う
で
は

な
く
、
ど
乙
ま
で
も
撫
で
肩
の
柔
ら
か
い
線
で
あ
る
。
乙
の
不
自
然
さ
が

二
峰
を
人
工
の
庭
の
よ
う
に
見
せ
、
そ
の
下
の
と
ζ

ろ
に
あ
る
藁
葺
き
の

草
堂
も
ろ
と
も
、
一

一
帽
の
絵
に
な
っ

て
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
来
る
。
柴
の
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門
を
入
る
と
讃
酒
と
し
た
庭
が
あ
っ
て
、
寺
と
茶
室
と
折
衷
し
た
や
う
な

家
の
入
口
に
さ
び
た
柳
が
か
か
っ
て
い
る
。
柳
の
句
、

幾
若
葉
は
や
し
は
じ
め
の
園
の
竹

山
桜
思
ふ
色
添
ふ
震
か
な

こ
の
描
写
は
、
ま
が
う
方
な
く
写
生
で
あ
る
。
所
は
昔
連
歌
師
宗
長
が
山
家

を
構
え
て
住
ん
だ
い
わ
ゆ
る
柴
屋
軒
で
あ
り
、
宗
長
の
『
宇
津
山
記
』
に
、

永
正
は
じ
め
の
頃
、
比
山
家
す
ま
ま
ほ
し
く
て
安
元
に
か
た
ら
ふ
。
「
い

と
や
す
き
と
と
」
な
ど
あ
り
し
。
其
泰
三
月
は
じ
め
に
、
安
元
興
行
に
、

山
ざ
く
ら
お
も
ふ
色
そ
ふ
か
す
み
か
な

山
家
の
ね
が
ひ
、
か
っ
心
ゆ
く
や
う
に
お
ぼ
え
て
、
み
ね
の
か
す
み
、
山

の
た
h

ず
ま
ひ
も
、
い
と
Y
も
よ
ほ
さ
れ
侍
る
な
る
べ
し
、
卯
月
ば
か
り

に
所
を
見
立
て
て
、
か
た
の
や
う
に
草
庵
を
む
す
び
し
な
り
。
上
に
喜
見

庵
と
い
ふ
。
此
所
久
し
き
庵
な
る
べ
し
。
其
夏
の
五
月
に
、

い
く
若
葉
は
や
し
は
じ
め
の
園
の
竹

そ
ま

竹
を
う
ゑ
、
か
き
こ
も
る
ζ

と
、
柚
が
た
の
は
や
し
は
じ
め
の
寄
せ
も
あ

り
ゃ
。
(
宗
長

・
宇
津
山
記
)

右
の
引
用
の
中
の
「
安
元
」
と
あ
る
の
は
、
斎
藤
加
賀
守
安
元
と
い
う
駿
河

の
今
川
家
に
仕
え
た
武
家
で
あ
り
、
そ
の
斎
藤
安
元
の
領
す
る
所
を
請
い
受
け

て
宗
長
が
草
庵
を
結
ん
だ
の
で
あ
り
、
「
山
桜
」
の
句
は
草
庵
の
成
る
よ
り
も

早
い
三
月
に
安
元
邸
で
催
し
た
連
歌
興
行
の
際
に
宗
長
が
詠
ん
だ
発
句
で
あ

り
、「
幾
若
葉
」
の
勾
は
入
居
し
た
後
の
五
月
に
詠
ん
だ
句
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
現
在
「
柴
屋
寺
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
名
所
は
、
申
す
ま
で
も
な
く

宗
長
が
晩
年
に
住
ん
だ
と
右
に
い
う
所
の
柴
屋
軒
を
今
日
に
伝
え
て
保
存
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
寺
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
時
の
事
で
あ
っ
た

か
は
私
は
知
ら
な
い
。
か
の
子
の
短
篇
を
読
む
ま
で
は
、
私
は
柴
屋
寺
と
称
す

る
ζ

の
名
所
を
踏
査
し
た
事
も
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
以
上
も
後
に

な
っ
て
、
や
っ
と
心
に
か
か
っ
て
い
た
柴
屋
軒
の
あ
と
を
自
分
の
足
で
歩
い
て

尋
ね
て
見
る
と
と
が
か
な
っ
て
、
岡
本
か
の
子
の
描
写
の
中
の
虚
実
を
確
か
め

る
乙
と
が
出
来
た
。
吐
月
峰
柴
屋
寺
を
描
い
た
く
だ
り
は
、
想
像
で
書
け
る
も

の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
丸
子
の
宿
か
ら
の
か
な
り
の
勾
配
に
な
っ
て
い
る
坂
道

を
、
端
ぎ
な
が
ら
登
っ
て
行
っ
て
、
行
手
に
仰
が
れ
て
来
る
天
柱
山
と
吐
月
峰

を
借
景
に
、

お
の
ず
か
ら
な
る
庭
園
を
成
し
て
静
か
に
広
が
っ
て
い
る
景
勝
を

眼
前
に
眼
前
に
し
た
時
の
感
動
が
文
の
面
に
躍
動
し
て
い
る
。
写
実
で
あ
り
、

写
生
で
あ
る
。

短
編
「
東
海
道
五
十
三
次
」
は
創
作
小
説
で
あ
り
、
随
筆
で
も
紀
行
で
も
な

い
と
い
う
事
の
証
拠
と
な
る
点
は
、
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
が
、
ま
た
そ
の
畳
場
人
物

の
構
成
が
、
重
要
な
点
で
虚
構
で
あ
り
、
作
者
の
自
伝
、
作
者
の
経
験
は
、
創

作
に
対
す
る
素
材
源
で
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
作
品
の
中
に
流
れ
て
い
る
情

意
的
要
素
は
、
そ
の
作
者
の
精
神
的
体
験
を
測
源
と
し
て
い
る
と
息
わ
れ
る
。

虚
構
の
器
に
盛
ら
れ
た
真
実
が
乙
の
作
品
を
生
か
し
て
い
る
と
評
す
べ
き
で
あ

る。

- 3ー

私
は
当
時
の
中
学
生
を
相
手
に
し
て
、
や
や
す
同
次
元
の
論
議
に
な
っ
た
が
、

小
説
と
は
何
か
、
随
筆
と
は
何
か
、
文
学
の
世
界
の
事
実
そ
の
ま
ま
と
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
の
問
題
に
つ
い
て
、
彼
女
ら
に
わ
か
る
範
囲
で
、
わ
か
る
よ
う
に
説

い
た
つ
も
り
か
ら
、

ζ

の
岡
本
か
の
子
の
短
篇
小
説
に
つ
い
て
解
説
し
て
み
る

ζ

と
に
し
た
。
私
自
身
に
取
っ
て
も
、
そ
れ
は
プ
ラ
ス
に
な
る
思
考
で
あ
っ

Osaka Shoin Women's University Repository



た
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
ほ
た
る
」
の
巻
の
物
語
論
は
、
そ
の
最
も
核
心
的
な

分
野
で
、
右
に
あ
げ
つ
ら
っ
た
よ
う
な
虚
実
観
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
今
鏡
』

の
「
作
り
物
語
の
行
方
」
以
降
の
物
語
論

・
歌
論
に
見
ら
れ
る
狂
言
締
語
論
を

呼
び
起
ζ

し
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
日
本
文
学
論
に
見
ら
れ
る
虚
実
論
の

淵
源
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
の
乙
と
は
、
私
の
稚
拙
極
ま
る
旧
著
と
し
て
私

の
遠
い
記
憶
の
底
に
枕
ん
で
し
ま
っ
た
旧
著
「
日
本
小
説
評
論
史
序
説
」
(
大

同
館
書
庖
刊
昭
和
七
年
)
の
中
で
一
応
触
れ
た
と
ζ

ろ
だ
が
、
今
改
め
て
取
り

上
げ
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
↓
『
今
鋭
』
↓
『
無
名
草
子
』
の
一

つ
の
流
れ
を
物
語
評
論
史
の
源
流
と
し
て
の
虚
実
論
と
し
て
あ
と
づ
け
、
そ
ζ

か
ら
一
転
し
て
歌
論
に
於
け
る
狂
言
締
語
論
に
及
ぼ
し
て
観
察
を
展
開
さ
せ
る

ζ

と
も
可
能
で
あ
る
。

二
「
盤
」
の
巻
の
物
論
義
に
見
ら
れ
る
物
語

本
質
論
と
し
て
の

「
そ
ら
ご
と
」
論

「
ほ
た
る
」
に
表
白
さ
れ
た
、
源
氏
の
君
の
発
言
に
仮
託
し
た
物
語
論
は
、

作
者
紫
式
部
の
抱
懐
し
て
い
た
物
語
文
学
評
論
で
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
ら

か
な
乙
と
で
あ
り
、
異
論
の
余
地
も
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
長
編
小

説
に
よ
く
見
ら
れ
る
評
論
的
見
解
は
、
そ
の
箇
所
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
人
物

は
作
者
の
分
身
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
ゲ
l
テ
作
の
「
フ
ァ
ウ
ス

ト
」
の
天
上
の
序
曲
に
於
い
て
、
作
中
の
人
物
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
作
者
の
分
身

で
あ
る
と
見
て
よ
い
し
、
そ
の
反
対
の
性
格
を
賦
与
さ
れ
て
登
場
す
る
メ
フ
ィ

ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
し
ゃ
べ
る
せ
り
ふ
も
ま
た
作
者
の
人
間
批
評
の
中
の
重
要
な

一
面
を
表
白
し
て
い
る
ζ

と
も
明
白
だ
と
思
う
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
与
え
ら
れ
た

飽
く
な
い
理
想
探
究
の
精
神
も
ゲ
l
テ
の
思
想
の
中
枢
を
示
す
と
と
も
、
メ
フ

ィ
ス
ト
の
中
に
見
ら
れ
る
否
定
観
も
ゲ
l
テ
の
思
想
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ

ヲ

Q

。さ
も
あ
れ
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
ほ
た
る
」
の
巻
に
現
れ
た
物
語
批
判
、
物

語
創
作
論
議
は
、
紫
式
部
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
作
中
の
主
人
公
光
源
氏
は
作

者
の
分
身
で
あ
る
と
考
え
て
支
障
は
あ
る
ま
い
「
物
語
の
他
の
部
分
で
は
、
主

人
公
は
決
し
て
作
者
自
身
の
投
影
で
な
く
、
作
者
の
批
評
の
対
象
と
し
て
の
一

個
の
男
性
で
あ
り
、
必
ず
し
も
作
者
の
思
想
の
中
に
造
形
さ
れ
た
理
想
的
男
性

だ
と
い
う
乙
と
に
は
な
る
ま
い
。
「
名
の
み
と
と
ど
と
し
く
」
何
か
と
「
言
ひ

消
た
れ
給
ふ
と
が
多
か
ん
な
る
」
一
人
の
男
性
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
た
だ
し
数

多
く
の
男
た
ち
の
中
で
、
よ
り
優
秀
で
あ
り
、
円
満
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ

り
、
現
実
の
世
の
中
で
見
れ
ば
、
最
も
卓
越
し
た
識
見
の
持
ち
主
で
あ
る
。
作

者
が
抱
い
て
い
た
文
学
・
芸
術
に
関
し
て
も
、
乙
れ
を
代
弁
す
る
に
足
る
人
物

で
あ
る
か
ら
、
作
者
は
自
己
の
分
身
と
し
て
の
役
割
を
彼
に
付
与
し
た
の
で
あ

る
。
た
ま
た
ま
、
玉
霊
の
君
を
始
め
、
あ
ち
こ
ち
の
姫
君
が
絵
物
語
な
ど
の
す

さ
び
に
連
日
述
夜
熱
中
し
て
い
る
場
面
に
、
主
人
公
光
源
氏
が
、
か
つ
は
教
訓

的
に
、
あ
る
い
は
野
次
馬
的
に
、
批
評
的
な
談
義
を
さ
し
は
さ
む
。

ζ

の
場
面
は
、

長
雨
例
の
年
よ
り
も
い
た
く
し
て
晴
る
る
ま
な
く
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
御

か
た
が
た
絵
物
語
な
ど
の
す
さ
び
に
て
明
か
し
暮
ら
し
給
ふ
。
明
石
の
御

か
た
は
、
さ
ゃ
う
の
事
を
も
よ
し
あ
り
て
し
な
し
給
ひ
て
姫
君
の
御
か
た

に
奉
り
給
ふ
。
西
の
対
に
は
、
ま
し
て
め
づ
ら
し
く
お
ぼ
え
給
ふ
事
の
筋
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な
れ
ば
、

明
け
暮
れ
書
き
読
み
い
と
な
み
お
は
す
。
っ
き
な
か
ら
ぬ
若
人

あ
ま
た
あ
り
。
さ
ま
ざ
ま
に
珍
ら
か
な
る
人
の
上
な
ど
を
ま
と
と
に
や
い

つ
は
り
に
や
言
ひ
集
め
た
る
中
に
も
、
わ
が
あ
り
さ
ま
の
や
う
な
る
は
な

か
り
け
り
と
見
給
ふ
。
住
吉
の
姫
君
の
さ
し
あ
た
り
け
む
折
は
さ
る
も
の

に
て
、
今
の
世
の
お
ぼ
え
も
な
ほ
心
殊
な
め
る
に
、
れ
訟
の
か
み
が
ほ
と

げ
ん

ほ
と
し
か
り
け
む
な
ど
ぞ
、
か
の
監
が
ゆ
ゆ
し
さ
を
思
し
な
ず
ら
へ
給

ふ。

と
、

ま
ず
西
の
対
の
玉
か
づ
ら
の
君
の
物
語
鑑
賞
の
さ
ま
を
、
実
景
と
し
て
描

く
所
か
ら
始
ま
る
。
光
る
源
氏
は
、
姫
た
ち
の
物
語
に
興
じ
入
っ
て
い
る
光
景

を
観
察
す
る
人
物
と
し
て
場
面
に
加
わ
っ
て
い
る
。
玉
愛
は
物
語
の
世
界
を
み

ず
か
ら
の
生
活
経
験
と
向
次
元
の
も
の
と
し
て
眺
め
て
い
る
。
ま
ζ

と
か
い
つ

わ
り
か
を
考
え
た
と
と
は
な
い
。
奇
異
な
物
語
を
そ
の
ま
ま
に
実
事
と
し
て
信

じ
て
、

自
身
の
経
歴
と
並
べ
て
感
動
し
、
比
較
し
て
い
る
。
虚
仮
の
世
界
と
し

て
一
応
で
も
考
え
て
み
た
事
の
な
い
素
朴
な
読
者
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。

光
る
源
氏
は
、
物
語
と
は
何
か
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
知
識
人
と
し
て
こ
の

姫
た
ち
の
さ
ま
を
眺
め
て
い
る
。
そ
の
素
朴
さ
は
現
実
生
活
の
中
で
も
人
に
だ

ま
さ
れ
や
す
い
危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
。
と
と
で
、
物
語
と
は
何
か
を
教
え
て

お
く
事
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
あ
な
が
ち
に
野
次
馬
的
な
興
味
を
持
っ
た
だ
け

で
は
な
い
。

作
中
人
物
で
あ
る
源
氏
の
君
の
展
開
し
て
見
せ
る
物
語
論
は
、
次
第
に
高
次

の
文
学
理
論
を
含
ん
で
、
か
な
り
専
門
的
な
知
識
で
、
物
語
作
者
紫
式
部
の
抱

懐
す
る
主
義
主
張
を
、
作
中
人
物
を
し
て
語
ら
し
め
て
い
る
事
は
疑
う
べ
く
も

な
い
。
ζ

の
物
語
論
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
源
氏
の
君
は
、
作
者
紫
式
部
の
分

身
で
あ
る
と
4zp
え
よ
う
。
か
の
ゲ
l
テ
の
戯
曲

「フ

ァ
ウ
ス
ト」

の
中
で
、
人

物
フ
ァ
ウ
ス
ト
な
ら
び
に
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
、
互
い
に
対
立
し
た
立
場

で
吐
露
す
る
科
白
が
、
作
者
ゲ
l
テ
の
抱
懐
す
る
理
想
と
人
間
批
評
と
を
立
体

的
に
組
み
立
て
て
見
せ
る
も
の
、
対
立
す
る
両
個
の
人
物
は
、
と
も
に
ゲ
l
テ

の
分
身
と
し
て
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
と
酷
似
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て

来
た
。
現
実
の
紫
式
部
自
身
と
、
物
語
中
の
光
る
源
氏
の
人
物
像
が
、
決
し
て

近
い
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

源
氏
は
ま
ず
口
を
開
く
。

殿
は
こ
な
た
か
な
た
に
か
か
る
物
ど
も
の
散
り
つ
つ
御
自
に
離
れ
ね
ば
、

「
あ
な
む
づ
か
し
。
女
ζ

そ
物
う
る
さ
が
ら
ず
、
人
に
欽
か
れ
む
と
生
ま

れ
た
る
も
の
な
れ
。
乙
乙
ら
の
中
に
、
ま
ζ

と
は
い
と
少
な
か
ら
む
を
、

か
つ
知
る
知
る
、
か
か
る
す
ず
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
れ
給
ひ

て
、
あ
つ
か
は
し
き
さ
み
だ
れ
の
髪
の
乱
る
る
も
知
ら
で
書
き
給
ふ
よ
」

と
て
笑
ひ
給
ふ
も
の
か
ら

l
l

と
、
物
語
と
は
事
実
の
ま
ま
に
語
っ
た
物
で
な
い
こ
と
、
実
話
実
伝
と
は
別
の

世
界
で
あ
り
、
作
ら
れ
た
話
で
あ
る
乙
と
を
諭
し
、
姫
た
ち
の
素
朴
な
読
み
の

姿
勢
を
破
る
。
そ
乙
を
乗
り
越
え
て
始
め
て
物
語
は
い
か
に
読
む
べ
き
か
を
さ

と
る
事
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
ま
た
、

か
か
る
世
の
ふ
る
ご
と
な
ら
で
は
、
何
を
か
紛
る
る
ζ

と
な
き

つ
れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ
め
ま
し
|
|

と
、
別
の
面
か
ら
物
語
の
存
在
価
値
、
効
用
論
の
一
端
に
触
れ
る
。

更
に
進
め
て
、
物
語
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
写
実
的
な
要
素
、
宣
長
の
説
い
た

よ
う
な

P

物
の
あ
は
れ
4

を
知
ら
し
め
る
は
た
ら
き
、
ま
た
そ
れ
と
も
違
っ
た

-5-

Osaka Shoin Women's University Repository



伝
奇
的
浪
長
的
な
，
ふ
と
を
か
し
き
H

要
素
を
見
せ
て
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
効

用
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
様
相
が
あ
る
事
を
教
え
よ
う
と
す
る
。

さ
で
も
、
と
の
い
つ
は
り
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を

見
せ
、
つ
き
づ
き
し
く
続
け
た
る
、
は
た
、
は
か
な
し
ご
と
と
知
り
な
が

ら
、
い
た
づ
ら
に
心
動
き
、
ら
う
た
げ
な
る
姫
君
の
物
思
へ
る
見
る
に
、

片
心
つ
く
か
し
||
と
言
う
の
が
、
写
実
的
傾
向
の
作
品
、

，
あ
は
れ
を

見
せ
6

た
物
語
で
あ
る
。

ま
た
、
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
か
な
と
見
る
見
る
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
取

り
成
し
け
る
が
、
目
驚
き
て
、
静
か
に
ま
た
聞
く
た
び
ぞ
に
く
け
れ
ど
、

ふ
と
を
か
し
き
ふ
し
あ
ら
は
な
る
な
ど
も
あ
る
べ
し
||

と
あ
る
の
は
、
非
写
実
的
浪
受
的
傾
向
の
作
品
を
さ
す
。
伝
奇
的
と
い
っ
て
も

よ
か
ろ
う
。
古
い
時
代
の
物
語
で
あ
る
ほ
ど
、伝
奇
的
要
素
が
著
し
か
っ
た
が
、

平
安
期
の
物
語
に
右
に
概
括
し
た
よ
う
な
二
つ
の
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
事
は
確

か
で
あ
る
。
個
々
の
作
品
に
就
い
て
観
れ
ば
、
乙
の
二
つ
の
傾
向
が
混
在
し
て

い
て
、
そ
の
二
者
の
中
で
ど
ち
ら
か
に
傾
い
て
い
た
の
が
事
実
で
あ
る
。

ζ

の
頃
、
幼
き
人
の
、
女
一房
な
ど
に
時
々
読
ま
す
る
を
立
ち
聞
け
ば
、
物

よ
く
い
ふ
も
の
の
世
に
あ
る
べ
き
か
な
。
そ
ら
ど
と
を
よ
く
し
馴
れ
た
る

く
ち
つ
き
よ
り
ぞ
言
ひ
出
だ
す
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
。
さ
し
も
あ
ら
じ

ゃ
」
と
の
た
ま
へ
ば
|
|

と
説
く
の
ば
、
非
写
実
と
写
実
と
の
二
つ
の
作
品
群
を
総
括
し
て
、
物
語
は
つ

ま
る
所
は

H

そ
ら
ど
と
'
で
あ
る
と
押
さ
え
て
、
上
手
の
語
り
ぐ
ち
か
ら
繰
り

出
さ
れ
る
物
語
の
表
面
に
あ
ざ
む
か
れ
で
は
な
ら
ぬ
と
教
え
る
。

次
に
は
玉
髭
の
軽
い
反
挽
が
あ
る
。

「
げ
に
、
い
つ
は
り
馴
れ
た
る
人
や
、
さ
ま
ざ
ま
に
さ
も
酌
み
侍
ら
む
。

た
だ
い
と
ま
乙
と
の
事
と
乙
そ
思
う
給
へ
ら
れ
け
れ
」
と
て
、
硯
を
押
し

や
り
給
へ
ば
|
|

玉
髭
の
性
格
づ
く
り
も
面
白
い
。
自
分
の
恩
っ
た
事
は
た
め
ら
わ
ず
言
つ
て

の
け
る
女
性
は
当
時
と
し
て
は
珍
ら
し
く
も
あ
っ
た
ろ
う
。
男
性
は
そ
ら
ど
と

を
し
馴
れ
て
い
る
か
ら
と
は
、
源
氏
の
論
義
に
対
し
て
一
点
を
酬
い
た
も
の
で

も
あ
る
。
源
氏
は
姫
の
感
想
に
応
答
す
る
形
で
、
彼
の
物
語
論
の
神
随

・
核
心

的
な
意
見
を
述
べ
る
。

犯
と

「
骨
無
く
も
聞
と
え
同
記
し
て
け
る
か
な
。
神
代
よ
り
世
に
あ
る
事
を
し
る

し
置
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。
と
れ
ら

〈
わ

に
と
そ
、
道
々
し
く
委
し
き
事
は
あ
ら
め
」
と
て
笑
ひ
給
ふ
。

物
語
作
者
と
し
て
の
大
い
な
る
抱
負

・
信
念
を
示
す
も
の
。
彼
女
は
物
語
を

そ
ら
ど
と
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
を
実
録
と
し
て
の

H

日
本
紀
d

と
比
較
し
、
史

書
は
実
在
の
事
が
ら
を
記
録
し
た
も
の
だ
が
と
れ
を
「
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か

し
」
と
喝
破
す
る
。
歴
史
・
実
録
は
事
実
の
中
で
重
大
な
意
義
を
荷
な
う
と
認

定
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
拾
っ
て
列
挙
す
る
か
、
綴
り
合
わ
せ
る
。
人
間
の

金
円
的
な
す
が
た
を
内
面
の
隠
微
な
核
心
ま
で
立
ち
入
っ
て
描
く
事
の
出
来
る

物
語
と
比
べ
て
、
ど
ち
ら
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
も
お
と
っ
て
い
る
と
も
定
め
ら

か
た
そ
ば

れ
な
い
。
正
史
は
人
世
の
片
傍
を
表
現
す
る
。
物
語
は
人
の
世
の
最
も
大
事
な

事
を
教
え
て
く
れ
る
、
乙
れ
ら
に
乙
そ
三
史
五
経
に
も
比
肩
す
べ
き
、

グ
み
ち

み
ち
し
く
く
は
し
き
こ
と
4

も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
ら
ど
と
即
ち
作
り
物
語

が
荷
な
い
得
る
最
大
の
価
値
を
、
正
史

・
実
録
と
の
比
較
に
於
い
て
強
調
す

る
。
正
史
実
録
に
は
制
約
が
あ
り
限
界
が
あ
る
。
物
語
に
は
そ
ら
ど
と
で
あ
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り
、
は
か
な
し
ご
と
で
あ
る
が
故
に
乙
そ
描
写
・
表
現
の
自
由
が
あ
る
。
現
実

の
人
の
世
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
る
制
約
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
は
、
物
語
に
想
像

の
契
を
張
ら
せ
る
。

「
そ
の
人
の
上
と
で
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
事
乙
そ
な
け
れ
、
よ
き
も

あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
有
様
の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
聞
く
に
も
あ
ま

る
事
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し
き
ふ
し
ぶ
し
を
、
心
に
と

め
が
た
く
て
言
ひ
始
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に
言
ふ
と
で
は
よ
き
事
の

限
り
え
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
で
は
、
ま
た
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら

き
事
を
取
り
集
め
た
る
、
皆
か
た
が
た
に
つ
け
た
る
ζ

の
世
の
外
の
事
な

ら
ず
か
し
。
ひ
と
の
み
か
ど
の
さ
え
、
つ
く
り
ゃ
う
変
れ
る
、
同
じ
ゃ
ま

と
の
国
の
と
と
な
れ
ば
、
土
日
今
の
に
変
る
べ
し
。
深
き
こ
と
あ
さ
き
ζ

と

の
け
ぢ
め
ζ

そ
あ
ら
め
、
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ど
と
と
い
ひ
は
て
む
も
、
事

の
心
た
が
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。

仏
の
い
と
う
る
は
し
き
心
に
て
説
き
置
き
給
へ
る
慨
肘
も
、
方
便
と
い
ふ

事
あ
り
て
、
さ
と
り
な
き
も
の
は
乙
ζ

か
し
ζ

た
が
ふ
疑
ひ
を
置
き
つ
ベ

く
な
む
。
方
等
経
の
中
に
多
か
れ
ど
、
言
ひ
も
て
ゆ
け
ば
ひ
と
つ
旨
に
あ

あ
た
り
て
、
窓
口
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
な
む
、
ζ

の
人
の
よ
き
あ
し
き
ば

か
り
の
事
は
変
り
け
る
。
よ
く
言
へ
ば
す
べ
て
何
事
も
空
し
か
ら
ず
な
り

ぬ
や
」
と
、
物
語
を
い
と
わ
ざ
と
の
事
に
の
た
ま
ひ
な
し
っ
。

源
氏
が
説
い
た
物
語
論
は
、
以
上
で
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ
て
い
よ
う
。
「
物
語
を

い
と
わ
ざ
と
の
事
に
の
た
ま
ひ
な
し
つ
」
は
、
前
節
に
道
破
し
た
、
「
乙
れ
ら

に
乙
そ
道
々
し
く
く
は
し
き
乙
と
は
あ
ら
め
」
と
首
尾
照
応
し
て
い
る
。
そ
ら

ご
と
・
は
か
な
し
ど
と
で
あ
る
物
語
を
、
仏
の
御
法
に
並
べ
、
そ
の
煩
悩
即
菩

提
の

一
つ
主
意
に
帰
一
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
乙
れ
ζ

そ
道
々
し
き
経
典
仏
典

の
意
に
も
合
致
す
る
所
が
あ
ろ
う
。

は
か
な
し
ど
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
物
語
を
高
い
境
地
に
ま
で
昇

撃
さ
せ
る
ζ

と
が
出
来
れ
ば
、
聖
賢
の
道
、
仏
菩
薩
の
道
に
も
通
じ
よ
う
、
と

れ
は
し
か
し
な
が
ら
紫
式
部
の
胸
臆
に
抱
懐
す
る
理
想
で
あ
っ
た
と
岡
山
う
。

右
の
一
節
の
中
で
解
釈
上
の
疑
い
を
存
す
る
章
句
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
と
と

わ
っ
て
、
私
解
を
記
し
て
置
ζ

ぅ。

ひ
と
の
み
か
ど
の
さ
え
つ
く
り
ゃ
う
か
は
れ
る
。
お
な
じ
ゃ
ま
と
の
国
の

事
な
れ
ば
、土
日
今
の
に
変
る
べ
し
、
深
き
と
と
浅
き
と
と
の
け
ぢ
め
ζ

そ

あ
ら
め
、
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ど
と
と
い
ひ
は
て
む
も
事
の
心
た
が
ひ
て
な

む
あ
り
け
る
。

と
い
う

一
文
の
本
文
の
扱
い
と
解
義
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
河
内
本
系
の
本

文
に
従
え
ば
、

ひ
と
の
み
か
ど
の
さ
で
つ
く
り
ゃ
は
か
は
れ
る

と
、
「
さ
へ
」
が
一
副
助
詞
、
「
つ
く
り
ゃ
は
か
は
れ
る
」
で
反
語
を
な
す
。

「ざ

え
」
か
「
さ
へ
」
か
は
仮
名
づ
か
い
の
問
題
で
ど
う
に
で
も
取
れ
る
。
「
つ
く

り
ゃ
う
か
は
れ
る
」
か
「
つ
く
り
ゃ
は
か
は
れ
る
」
か
で
は
、
解
釈
が
根
本
的

に
違
っ
て
く
る
。
「
河
海
抄
」
で
は
、
説
は
な
い
が
、
本
文
を
掲
げ
て
「
や
サ
」

と
異
文
を
傍
書
し
て
い
る
。
「
花
鳥
全
情
」
で
は
、

人
の
み
か
と
の
さ
へ
つ
く
り
ゃ
は
か
は
れ
る

と
い
う
本
文
を
掲
げ
て
い
る
の
は
河
内
本
系
の
本
文
の
影
響
を
見
せ
て
い
る

が
、
釈
に
、
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人
の
御
門
の
さ
へ
つ
く
り
は
唐
朝
の
書
籍
を
云
、
才
あ
る
人
の
つ
く
れ
る

蓄
な
り
。

ぎ
え

と
し
て
い
る
か
ら
、
「
さ
へ
」
を
「
才
」
と
読
ん
だ
事
は
確
か
で
あ
る
。
「
ざ
え

つ
く
り
」
と
熟
語
と
し
て
読
み
、
「
異
朝
の
作
文
の
体
も
(
基
本
的
に
は
)
変

っ
て
い
な
い
」
と
い
う
意
味
に
解
し
た
と
見
ら
れ
る
。
「
湖
月
抄
」
は
本
文
を
、

人
の
み
か
ど
の
ざ
え
つ
く
り
ゃ
う
か
は
れ
る

と
掲
出
、
解
釈
に

思
案
、
唐
の
書
籍
も
文
体
つ
く
り
ゃ
う
其
時
代
/

11
に
て
か
は
れ
ど
也
。

と
し
て
い
る
。
「
人
の
み
か
ど
の
ざ
え
」
で
読
点
、
「
つ
く
り
ゃ
う
」
を
複
合
語

と
取
る
わ
け
で
あ
る
、

乙
の
考
え
は
、
「
ゃ
う
」
か
「
や
は
」
か
の
ど
ち
ら
を

取
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
に
根
本
的
な
解
決
の
鍵
を
あ
ず
け
た
形
で
あ
る

が
、
思
う
に
、
「
ひ
と
の
み
か
ど
の
ざ
え
」
で
、
異
朝
の
文
学
も
し
く
は
書
籍

を
表
わ
す
と
す
る
解
釈
は
文
脈
上
か
ら
見
て
も
同
意
し
得
な
い
。
「
つ
く
り
ゃ

う
」
で
も
「
つ
く
り
ゃ
は
」
で
も
い
さ
さ
か
落
ち
着
き
の
わ
る
さ
は
あ
る
が
、

み
と
の
み
か
ど

ど
ち
ら
を
取
っ
て
も
解
釈
は
可
能
で
あ
る
。
「
異
朝
の
ざ
え
」
は
誤
読
。
「
異

朝
の
(
文
学
)
さ
へ
」
で
、
仮
名
づ
か
い
の
ま
ぎ
れ
。

異
朝
の
文
章
で
さ
え
も
、
作
り
様

・
文
体
の
表
選
は
あ
る
が
、
同
じ
日
本

国
の
文
学
で
あ
る
か
ら
、
(
文
体
の
変
遷
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
)

昔
と
今
と
の
変
り
が
あ
り
、
事
の
深
浅
の
差
は
あ
ろ
う
が
、
ひ
た
ぶ
る
に

物
語
は
そ
ら
ど
と
だ
か
ら
と
文
学
の
歴
史
の
中
か
ら
否
定
し
去
る
の
は
道

理
に
会
わ
な
い
。

と
い
う
よ
う
な
文
脈
で
も
あ
ろ
う
。

ひ
と
の
み
か
ど
の
さ
で
つ
く
り
ゃ
は
か
は
れ
る

が
、
原
態
に
近
い
解
釈
を
取
る
人
も
あ
る
が
、

国
の
事
な
れ
ば
」
ト
は
文
脈
が
合
わ
な
い
。

異
朝
の
文
章
で
も
文
体
l
作
文
の
体
に
変
遷
が
あ
っ
た
と
い
う
知
識
は
、
多

分
日
本
文
学
の
世
界
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
ろ
う
。

も
ろ
と
し
に
も
、
文
体
三
た
び
あ
ら
た
ま
る
な
ど
申
し
た
る
や
う
に
、
比

の
歌
の
す
が
た
詞
も
時
代
の
隔
た
る
に
従
ひ
て
変
り
ま
か
る
な
り
、

(俊

成

・
古
来
風
体
抄
)

は
紫
女
の
時
代
よ
り
は
下
れ
る
頃
の
著
述
で
あ
る
が
、
唐
土
に
も
文
体
三
た
び

あ
ら
た
ま
る
と
言
は
れ
た
と
い
う
亭
は
、
王
朝
の
学
者
た
ち
に
は
周
知
の
事
で

あ
ろ
う
。
(
唐
土
の
文
体
の
三
変
と
は
思
う
に
唐
詩
に
就
い
て
盛
唐

・
中
唐

・

晩
唐
の
詩
体
の
変
移
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
)

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
源
氏
の
物
語
論
義
の
中
で
難
解
な
右
の
一
文
は
、
異
朝

本
朝
を
通
観
し
て
、
文
体
が
時
と
共
に
変
遷
推
移
が
あ
る
と
い
う
の
が
、

一つ

の
論
理
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
。
作
り
物
語
も
一
個
の
文
体
で
あ
る
、
ひ
た
ぶ
る

に
そ
ら
ど
と
と
言
ひ
果
て
る
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
が
、

一
貫
し
た
筋
で
あ

ス
v

。

そ
れ
で
は

「
同
じ
ゃ
ま
と
の

と
す
れ
ば
や
は
り
「
つ
く
り
ゃ
は
変
れ
る
」
は
正
し
い
本
文
と
は
認
め
に
く

い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
物
語
が
そ
う
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
異
朝
の
詩
文
の

作
り
ざ
ま
(
文
体
)
も
時
代
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
変
遷
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

わ
が
国
の
詩
文
の
風
体
が
古
今
に
よ
り
、
事
柄
の
深
浅
の
差
に
よ
り
、
違
い
の

あ
る
が
当
然
だ
ろ
う
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
わ
が
国
の
古
今
の
物
語
の
作
り
事
さ

ま
が
推
移
変
遷
が
あ
る
事
の
傍
証
と
し
て
唐
土
の
詩
体
の
歴
史
を
援
引
し
た
も

の
で
あ
る
。
異
国
の
詩
体
も
日
本
の
そ
れ
と
変
り
が
な
い
、
ま
し
て
日
本
国
内
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の
事
だ
か
ら
云
云
と
異
文
を
採
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
却
っ
て
文
脈
が
混
乱
す

ヲ
匂
。

源
氏
の
君
を
し
て
語
ら
し
め
た
物
語
論
義
の
中
で
注
目
す
べ
き
点
が
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
物
語
を
日
本
紀
日
正
史
と
並
べ
て
、
物
語
に
と
そ
世
の
中
の
道
・

人
間
の
道
を
悟
ら
し
め
る
、
「
道
々
し
き
事
」
が
あ
る
と
、
気
を
吐
い
て
い
る

点
で
あ
る
。
正
史
実
録
も
人
間
の
世
の
事
を
記
し
、
物
語
も
古
今
の
人
の
世

の
、
か
く
の
如
く
あ
る
様
を
描
く
。
相
通
ず
る
所
は
そ
ζ

に
あ
る
。
ち
が
う
の

は
、
彼
は
実
事
を
集
録
し
、
此
れ
は
仮
の
世
界
と
し
て
創
作
す
る
。
物
語
は
虚

構

・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
人
間
の
真
実
を
托
す
る
も
の
、
作
者
と
し
て
は
理

想
と
し
て
し
か
あ
り
た
い
と
願
う
。
紫
式
部
は
虚
構

・
仮
感
の
世
界
だ
か
ら
ζ

そ
自
由
に
真
実
な
る
も
の
を
悩
き
あ
げ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ニ
つ
め
は
、
物
語
を
仏
の
御
法
H
H
経
典
と
並
べ
た
事
で
あ
る
。
仏
典
の
中
に

も
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
虚
構
の
例
話
で
法
を
説
く
。
物
語
も
「
そ
ら
ど

と
」
で
あ
る
が
、
「
ま
と
と
」
を
寓
す
る
事
が
出
来
る
。
真
実
に
至
る
方
便
と

し
て
の
虚
構
と
し
て
意
義
づ
け
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た
で
あ
ろ

惨つ。
ζ

の
二
つ
を
証
と
し
て
、
物
語
の
「
そ
ら
ど
と
」
は
「
そ
ら
と
と
」
に
し
て

「
そ
ら
と
と
」
に
あ
ら
ず
、

そ
の
内
面
に
「
ま
ζ

と
」
を
は
ぐ
く
み
持
つ
「
そ

ら
ど
と
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。

紫
式
部
は
虚
実
と
い
う
漢
語
を
使
っ
て
い
な
い
。
彼
女
の
語
棄
に
と
の
語
が

存
在
し
な
か
っ
た
か
否
か
。
乙
れ
は
私
が
幼
稚
な
旧
稿
で
も
一
応
問
題
に
し
て

み
た
。
乙
の
再
論
は
、

日
本
文
学
に
見
ら
れ
る
虚
実
論
に
限
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
(
紙
数
の
考
慮
か
ら
も
)

虚
実
論
の
系
譜
(
そ
の

素
描
)

日
本
文
学
の
い
き
の
長
い
評
論
史
的
課
題
と
し
て
、
と
の
「
虚
実
」
と
い
う

ζ

と
が
尾
を
引
い
て
い
る
。
「
後
」
の
物
語
論
の
か
な
め
を
つ
か
ん
で
見
る
と
、

物
語
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
的
課
題
で
あ
る
虚
と
実
と
の
二
律
背
反
と
い
う
事

に
な
る
。
だ
が
「
虚
実
」
と
い
う
漢
語
は
使
っ
て
い
な
い
。

「
虚
実
」
と
い
う
漢
詩
は
、
儒
家
に
も
兵
家
に
も
よ
く
出
て
来
る
が
、
語
意

は
そ
れ
ぞ
れ
に
相
異
な
る
。
「
論
語

・
泰
伯
第
八
」
に
「
有
;
町
~
無
3
、
お

レ

ド

モ

ウ

シ

キ

ガ

若
v
虚
」
と
あ
る
の
は
人
物
の
学
識
才
能
な
ど
が
充
実
し
て
い
る
か
、
空
虚

で
あ
る
か
が
実
と
虚
と
の
対
概
念
を
な
す
。
「
孫
子
」
に
「
虚
実
第
六
」
の
筋

が
あ
る
。
十
三
筋
の
髄
脳
乙
の
篇
に
あ
り
」
と
荻
生
但
械
の
国
字
解
に
云
っ
て

い
る
。
「
兵
形
遊
ν

実
而
撃
ν
虚
」
と
い
う
の
が
孫
子
の
云
う
「
虚
実
」
で

あ
る
。
戦
力
兵
力
を
集
中
充
実
し
て
い
る
部
分
が
「
実
」
で
あ
り
、
分
散
し
て

ら

ケ

返

力
の
抜
け
て
い
る
部
分
が
「
虚
」
で
あ
る
。
「
論
語
」
の
笑
つ
れ
ど
も
配
し
き

と
と

が
若
く
」
と
あ
る
の
と
字
義
に
は
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
ら
ど
と
ま
乙
と
の

対
概
念
と
は
奥
な
る
。

「
日
本
書
紀
」
の
神
代
の
巻
に
、

汝
言
虚
実
、
将
何
以
為
ν
験

と
あ
る
の
は
正
に
虚
偽
と
真
実
と
の
対
義
を
示
す
。
道
義
的
倫
理
的
概
念
の
例

で
あ
る
。

「
古
事
記
序
」
に
、

諸
家
U
U
m
v
斎
帝
紀
本
辞
、
既
-
-
違
-
一
正
実
1

多
タ
加
一
一
反
偽
-
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と
あ
る
。
史
料
に
対
す
る
考
証
の
問
題
で
あ
る
。

「
虚
実
」
と
い
う
漢
詩
の
語
義
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
文
学
・
文

芸
に
関
す
る
「
虚
」
と
実
、
即
ち
虚
実
論
の
日
本
文
学
に
於
け
る
系
譜
を
考
え

る
上
の
野
頭
に
置
け
る
も
の
は
、

「作
文
大
体
」
(
大
江
朝
綱
)
の

「第
一
按
題
」

の

--，

A

q

ヅ
ル

詩
有
ニ
長
短
ぺ題
有
三
虚
実
ぺ
出
ν

於
経
籍
奥
理
-
者
、
謂
ニ
之
，
実
題
ぽ
勺

於
風
月
浮
花
-
者
、
謂
之
ニ
虚
題
寸

で
あ
ろ
う
。
「
源
氏
物
一
語
」
の
い
う
「
み
ち
み
ち
し
く
く
は
し
き
と
と
」
は

「
実
」
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
ま
こ
と
は
い
と
少
な
か
ら
む
」
「
す
ず
ろ

ど
と
」
「
は
か
な
し
ど
と
」
は
「
浮
花
」
で
あ
り
、
「
虚
」
な
る
者
で
あ
ろ
う
。

(
九
三
九
〉

「
作
文
大
体
」
は
大
江
朝
綱
の
天
慶
二
年
の
序
が
あ
る
か
ら
、
六
十
年
以
上
も

前
の
も
の
、
紫
式
部
も
か
な
り
の
関
心
を
以
っ
て
読
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。

「
白
氏
文
集
」
か
ら
採
っ
た
「
和
漢
朗
詠
集
」
の
「
仏
事
」
の
中

κ挙
げ
た
。

願

2
が
午
生
世
俗
文
字
之
業
、
狂
言
雲
間
之
誤
ず
ν

ギ
リ
マ
ヘ
当
来
世
々

讃
仏
乗
之
因
、
転
法
輪
之
縁
-

が
「
賛
」
の
巻
の
物
語
論
の
詞
章
に
影
響
関
係
を
持
つ
で
あ
ろ
う
事
は
否
定
し

得
な
い
が
、
仏
に
捧
げ
る
祈
願
の
文
と
、
こ
ち
ら
は
物
語
の
あ
り
か
た
、
あ
る

べ
き
さ
ま
を
述
べ
た
中
に
作
者
と
し
て
紫
女
の
抱
負
を
托
し
た
主
義
主
張
に
外

な
ら
な
い
か
ら
、
中
実
は
全
く
違
う
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
狂
言
締
語
論
の
、
文
学
否
定
観
と
強
烈
な
文
学
愛
と

の
二
律
背
反
が
、
「
源
氏
物
語
」
を
支
え
た
物
語
論
と
が
、
「
今
鋭
」
の
「
作
り

物
語
の
行
方
」
あ
た
り
で
合
流
し
た
形
を
見
せ
、
中
世
以
降
の
狂
言
締
語
論
の

大
き
な
流
れ
を
な
し
て
い
る
事
が
見
受
ら
れ
る
。
物
語

・
和
歌
な
い
し
は
芸
能

に
対
す
る
否
定
観
と
そ
れ
を
止
場
し
た
形
の
宗
教
的
文
芸
論
で
あ
っ
た
。

ナ
ン
ゾ
ナ

'av'ン

愈
言
軟
語
皆
帰
第
一
義
、
散
乱
歌
詠
童
ν
為
ニ
解
脱
門
-
」
(
順
次
往
生
諸

式
)

徒
飛
勺
度
読
花
飾
之
言
葉
サ
互
栽
-
ぺ
輪
廻
生
死
之
罪
根
づ
:
・
・
危
言
軟
語
込

シ

ヒ

ズ

ユ

帰
ニ
中
道
之
風
ぺ妄
想
戯
論
皆
混
二
実
相
之
月
九
(
納
和
歌
集
等
於
平
等
院
経

蔵
記

・
惟
宗
孝
一
吉
)

狂
言
締
語
の
あ
や
ま
ち
は
、
仏
を
讃
む
る
種
と
し
て
、
骨粗き
言
葉
も
知
何

な
る
も
第
一
義
と
か
に
ぞ
帰
る
な
る
。
(
梁
塵
秘
抄

・
法
文
歌
)

「
今
鋭
」
の
「
作
り
物
語
の
行
方
」
は
、
「
源
氏
物
語
」
の
弁
護
で
あ
り
、
「後」

の
巻
の
物
語
論
の
敷
街
で
あ
る
に
尽
き
る
。
「
今
鋭
」
作
者
は
、「
源
氏
物
語
」

を
「
そ
ら
ど
と
」
と
見
る
の
は
不
当
で
あ
り
、
「
あ
ら
ま
し
ど
と
」
と
い
う
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。
「
あ
ら
ま
し
ど
と
」
と
は
、
か
く
あ
る
事
実
で
な
く
、
か

く
も
あ
り
得
ょ
う
と
仮
想
し
、
あ
る
い
は
と
う
も
あ
っ
た
ら
と
願
う
よ
う
な
仮

感
の
世
界
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
持
つ
浪
漫
性

・
理
想
性
を
「
源

氏
物
誌
巴
の
中
に
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
源
氏
物
語
」
作
者
よ
り
も

は
る
か
に
抹
香
臭
く
、
白
氏
の
願
う
如
く
文
学
を
讃
仏
乗
の
因
と
な
し
た
い
と

い
う
心
が
強
ま
っ
て
い
る
。

白
楽
天
と
申
し
た
る
人
は
、
な
な
そ
ぢ
の
巻
物
を
作
り
て
ζ

と
ば
を
い
ろ

へ
、
警
へ
を
取
り
て
人
の
心
を
進
め
給
ふ
な
ど
聞
え
給
ふ
も
、
文
珠
の
化

身
と
ζ

そ
は
申
す
め
れ
。
仏
も
替
喰
経
な
ど
い
ひ
て
、
無
き
事
を
作
り
い

だ
し
給
ひ
て
、
説
き
置
き
給
へ
る
は
、
虚
妄
な
ら
ず
と
と
そ
は
侍
る
な

れ
。
(
作
り
物
語
の
行
方
)

あ
ら
き
言
葉
も
な
よ
び
た
る
言
葉
も
、
第
一
義
と
か
に
も
帰
し
入
れ
ん
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は
、
仏
の
御
心
ざ
し
な
る
べ
し
。
(
作
り
物
語
の
行
方
)

要
す
る
に
「
後
」
の
巻
の
物
語
論
の
敷
街

・
解
釈
で
あ
る
が
、
白
楽
天
を
以

っ
て
「
源
氏
物
語
」
を
解
い
た
の
が
と
の
「
今
鋭
」
で
あ
っ
た
。

「
作
文
大
体
」
に
現
れ
た
詩
歌
の
題
材
に
関
係
す
る
「
虚
実
」
の
観
念
、
「
源

氏
物
語
」
に
現
れ
た
、
架
空
の
作
り
事
か
実
事
の
記
録
か
に
か
か
わ
る
そ
ら
ど

と
ま
と
と
の
論
、
作
家
の
倫
理
に
関
す
る
、
詩
心
と
道
心
と
の
葛
藤
や
融
和
の

問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
「
狂
言
椅
語
」
の
論
が
、
平
安
期
に
源
を
発
し
て
、

中
世
以
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
を
見
せ
る
。
三
者
は
虚
と
実
と
の
対
立
の
観
念

を
含
ん
で
い
る
が
、
別
個
の
流
れ
を
な
し
て
い
て
、
時
に
は
近
接
し
た
り
、
合

流
し
た
り
も
す
る
。

「
作
文
大
体
」
の
詩
題
の
虚
実
は
、
詩
の
風
体
の
構
造
構
成
を
説
く
。
美
論

の
問
題
で
あ
る
。

「
蛍
」
の
そ
ら
ど
と
ま
と
と
の
観
念
は
、
物
語
と
は
何
か
、
何
が
小
説
を
小

説
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
。

狂
言
締
語
の
論
は
、
詩
人
や
作
者
の
良
心
、
心
の
安
定
を
求
め
よ
う
所
に
焦

点
を
置
く
。

中
世
の
後
期
に
詩
人
の
問
で
よ
く
読
ま
れ
た
コ
ニ
体
詩
法
」
は
宋
の
理
由
市
の

頃
に
周
弼
が
選
ん
だ
も
の
で
、
元
の
時
代
に
天
隠
が
注
を
加
え
、
季
国
田
が
増
注

を
加
え
た
書
物
が
日
本
の
詩
人
学
者
の
間
で
愛
読
さ
れ
、
講
義
も
な
さ
れ
て
、

俗
語
の
ま
ま
抄
録
さ
れ
た
抄
物
が
あ
る
中
で
、
寛
文
十
四
年
京
都
の
書
臨
時
で
刊

行
さ
れ
た
「
三
体
詩
抄
」
は
興
味
あ
る
書
で
あ
る
。

「
唐
賢
絶
句
三
体
詩
法
」
で
は
、
絶
句
に
「
実
接
」
と
「
虚
接
」
と
を
説
い

て
い
る
。
第
三
句
を
実
語
を
以
っ
て
し
、
上
句
に
接
す
る
を
い
う
。
注
に

述
エ
風
花
雪
月
山
川
草
木
飛
禽
走
獣
等
実
事
ぺ
以
接
ニ
上
一
一
一
句
-
云
云

と
あ
り
、
素
隠
の
抄
に
、

実
事
ヲ
以
テ
虚
事
ヲ
ツ
グ
ト
云
フ
義
ゾ
。
風
花
雪
月
等
ノ
景
物
ハ
形
ア
ル

者
ゾ
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
実
ト
云
ゾ
。
心
ハ
虚
霊
ト
テ
形
ナ
キ
者
ゾ
。
サ
ル
ホ

ド
ニ
、
意
ニ
一
伊
思
虚
卜
云
ゾ
。
実
接
ノ
詩
ハ
、
三
ノ
句
-
一
所
ν
見
之
景
物

ノ
実
事
ヲ
云
テ
、
サ
テ
、

一
ノ
句
ト
二
ノ
句
ト
四
ノ
句
ト
ニ

ハ
、
意
ニ
所

ν
思
慮
事
ヲ
ノ
ベ
テ
、
然
テ
三
ノ
句
ノ
実
事
ヲ
以
テ
一
一
一
ノ
句
ト
四
ノ
句

ト
ノ
虚
事
ヲ
接
也
。
実
接
ト
ハ
以
ν
実
接
ν

虚
之
義
ゾ
。
サ
テ
又
、

虚
中
ニ
有
ν
実
、
々
中
有
ν
虚
、
ヨ
ク
意
ヲ
ツ
ケ
テ
吟
翫
セ
パ
、
自
然
ニ

可
ν
有
ν
得
也
。

講
義
を
筆
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ま
こ
と
に
詳
細
で
わ
か
り
易
い
。

私
に
興
味
深
く
思
え
る
の
は
、
「
作
文
大
体
」
の
い
う
所
の
「
出
=
於
経
籍
奥

理
-
者
、
謂
ニ
之
実
題
寸
懸
=
於
風
月
浮
花
-
者
、
調
ニ
之
虚
題
一
」
と
比
し
て
虚
実

が
逆
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
、
詩
の
美
的
構
造
に
関
す
る
点
は
共
通

し
て
い
る
点
、
近
世
の
俳
譜
に
於
け
る
「
虚
実
」
の
論
が
、
確
か
に
ζ

の
「
三

体
詩
法
」
の
「
虚
実
」
に
承
け
る
所
が
あ
る
と
い
う
点
な
ど
で
あ
る
。

「
虚
接
」
に
就
い
て
は
、
「
抄
」
に
、
「
実
接
ト
ウ
ラ
オ
モ
テ
ゾ
」
ト
記
シ
、

第
三
ノ
句
ハ
虚
語
ヲ
専
一
一
ス
レ
ド
モ
、
自
然
実
語
モ
ア
ル
ゾ
。
ソ
レ

モ
語

ハ
実
ナ
レ
ド
モ
意
ガ
虚
ゾ
。
虚
中
合
ν
実
タ
ル
モ
ノ
ゾ

と
説
明
す
る
。
「
実
接
」
の
条
に
「
虚
中
有
ν
実
、
実
中
有
ν
虚
」
と
考
え
合
わ

せ
る
と
、
近
世
の
俳
諮
や
芝
居
や
小
説
と
広
汎
に
わ
た
る
虚
実
論
の
源
泉
と
な

っ
た
も
の
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

「
三
体
詩
法
」
の

「
律
詩
」
の
部
で
は
、
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四
実
・
四
虚
・
前
虚
後
実
・
前
実
後
虚

律
詩
八
句
の
中
、
一
二
四
五
六
の
句
が
実
語
で
あ
る
詩
が
四
実
。
三
四
五
六
の

句
が
虚
語
な
の
が
四
虚
。
三
四
の
句
が
虚
で
、
五
六
の
句
が
実
で
あ
る
の
が
前

虚
後
実
。
逆
に
三
四
実
、
五
六
虚
で
あ
れ
は
前
実
後
虚
で
あ
る
。
「
抄
」
に
、

1
1の
詩
ハ
一
一
一
ノ
句
ヲ
為
り
起
「
一
一
一
四
フ
句
ヲ
為
~
承
、
ト
五
六
ノ
句
ヲ
為

ν
転
、
七
八
句
ヲ
為
ν
合
。
四
実
ト
ハ
承
処
ノ
句
ト
転
処
ノ
句
ト
ノ
二
聯
ヲ

云
ゾ
。
然
レ
パ
起
処
の
句
ト
合
処
ノ
句
卜
ノ
四
句
虚
ゾ
。
虚
ト
ハ
意
一
一
所

ん
恩
ノ
理
事
、
ソ
。
理
事
ハ
無
影
、
故
件
凪
。
実
ト
ハ
眼
ュ
所
一
見
景
ゾ
。

景
物
ハ
有
ν
形
、
故
為
り
実
ゾ
。
サ
テ
実
ノ
中
ニ
含
レ
虚
芋
ガ
ア
ル
ゾ
。

と
詳
細
に
説
い
て
い
る
。

四
虚
に
つ
い
て
は
承
匂
転
句
を
す
べ
て
虚
語
だ
け
に
す
れ
ば
柔
弱
に
流
れ

る
、
そ
乙
で
、

中
四
匂
ノ
中
ニ
景
物
ヲ
云
添
テ
、
情
思
ヲ
以
テ
通
貫
ν

テ
虚
一
一
云
ナ
セ
ト
ゾ

と
こ
と
わ
っ
て
注
意
を
加
加
え
て
い
る
。

「
五
言
律
句
三
体
家
法
」
も
「
七
言
律
詩
」
の
場
合
に
準
じ
て
理
解
し
た
ら

よ
い
が
、
す
こ
ぶ
る
興
味
の
あ
る
説
明
が
「
抄
」
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

テ

ヲ

テ

n

先
輩
ノ
抄
ノ
中
、
以
;
情
恩
-
為
実
、
以
ニ
景
物
一
為
ν
虚

が
v

ガ
ア
ル
ゾ
。
其

テ

ヲ

ク

エ

ハ
沙
汰
ノ
カ
ギ
リ
ゾ
。
将
ν
錯

就
ν
錯
コ
ト
ナ
カ
レ
。

こ
れ
が
「
作
文
大
体
」
ノ
「
出
ニ
於
経
籍
奥
理
一
者
、
謂
ニ
之
実
題
ぺ
懸
ニ
於
風

月
浮
花
山
者
、
謂
ニ
之
虚
題
-
」
と
な
か
ば
以
上
共
通
す
る
所
が
あ
る
点
に
注
目

さ
れ
る
。
詩
句
の
美
的
内
容
と
し
て
の
虚
実
は
、
全
く
叙
景
寄
物
を
離
れ
た
行

情
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
か
ら
、
説
明
の
む
ず
か
し

い
所
が
あ
り
、
「
五
言
律
匂
三
体
家
法
」
「
四
虚
」
の
条
の
「
抄
」
に
も
、
「
中

テ

ヲ

F

間
の
四
句
ハ
、
以
エ
情
恩
之
虚
-
虚
ト
ハ
セ
ズ
シ
テ
、
以
九
景
物
之
実
寸
虚
-
一
云
ヒ

ノ

ル

マ

デ

ノ

タ

ノ

ナ
シ
テ
サ
テ
自
エ
起
頭
句
-
至
ニ
結
処
句
「
如
ニ
行
雲
流
水
ヘ
サ
ワ
リ
モ
ナ
ク

ス
ル
/
{
、
、
、
ト
云
下
シ
タ
ト
ゾ
」
と
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
句
に

於
い
て
、
景
物
を
離
れ
た
持
情
も
、
ま
た
そ
の
逆
も
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。

中
世
近
世
に
及
ん
で
も
右
に
引
い
た
よ
う
な
「
三
体
詩
法
」
の
虚
実
説
に
反

対
し
否
定
す
る
者
が
あ
っ
た
事
は
「
三
体
詩
抄
」
の
中
で
も
触
れ
る
所
が
あ
っ

た
が
、
強
く
主
張
し
て
い
る
の
は
石
川
丈
山
の
「
詩
法
正
義
」
で
あ
る
。

ヲ

ヲ

ジ

-
v〆ぜ

p
h

夫
詩
之
道
官
、
得
ニ
性
情
之
正
一
而
恩
無
ん
邪
。
既
一
有
ハ
，
恩
則
ヲ
不
レ
能
心

無リ一一
一口、
有
ハ
一一
一
口
則
チ
詠
歌
叩
言
一
正
〈
情
づ
也
。
是

νぱ
、
テ
情
者
実
Z
J
m景
ハ
者

虚
也
。
・
・
・
轡
ニ
所
ん
云
フ
如
日
一一
子
つ
者
、
以
一
情
ヲ
為
…
虚
刊
以
一
景
為
実
ヲ
云

一一品
こ
れ
は
「
作
文
大
体
」
の
虚
実
と
一
致
す
る
。

近
世
の
俳
論
に
於
け
る
虚
実
論
、
近
松
門
左
衛
門
の
談
話
と
伝
え
る
「
難
波

土
産
」
の
虚
実
皮
膜
の
論
、
馬
琴
の
稗
史
観
に
現
れ
た
小
説
の
本
質
と
し
て
の

虚
実
の
論
な
ど
の
、
評
論
史
上
の
位
置
は
、

ζ

の
稿
の
最
初
に
目
標
と
し
た
所

で
あ
る
が
、
長
く
な
る
の
で
極
め
て
簡
単
な
素
描
に
と
ど
め
て
後
日
を
期
す

ヲ
令
。

俳
論
に
関
し
て
は
、
ま
ず
芭
蕉
自
身
の
語
と
し
て
は
「
虚
実
」
に
関
し
て
ど

う
言
っ
て
い
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
と
れ
は
ま
と
と
に
少
な
い
。
初
期
の
談
林

に
近
い
初
期
の
句
合
の
判
詞
。
「
田
舎
の
句
合
」
の
判
詞
は
芭
蕉
が
延
宝
八
年

其
角
の
自
句
合
に
与
え
た
も
の
、
荘
子
寓
言
説
の
影
響
も
濃
厚
だ
が
、
詩
法
論

の
虚
実
の
理
念
の
影
も
見
え
る
。

第
九
番
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左

持

壁
の
麦
葎
千
年
を
わ
ら
ふ
と
か
や

右
摺
鉢
の
早
苗
穏
に
出
る
秋
乙
そ
あ
ら
め

壁
に
生
る
麦
は
、
朝
菌
の
晦
朔
を
し
ら
ず
、
冥
霊
大
椿
を
論
ず
る
に
似

た
り
。
又
摺
鉢
の
早
苗
に
秋
お
も
ふ
乙
と
、
か
の
「
二
葉
吹
だ
に
萩
の

上
風
」
と
よ
み
玉
ふ
心
も
お
の
づ
か
ら
也
。
左
は
虚
也
、
右
は
実
。
花

実
い
づ
れ
を
か
と
ら
ん

左
は
荘
子
寓
言
の
お
も
か
げ
、
右
は
日
本
の
古
歌
の
お
も
か
げ
、
ど
ち
ら
も

換
骨
奪
胎
の
校
巧
が
面
白
い
、
故
に
持
で
あ
る
と
い
う
。
左
は
「
う
そ
」
で
あ

る
が
、
途
方
も
な
く
大
き
な
夢
が
あ
る
。
虚
の
面
白
さ
だ
。
右
は
古
歌
の
吹
き

換
え
に
し
ん
み
り
と
し
た
お
も
む
き
を
出
し
て
い
る
と
評
す
る
。
俳
請
は
上
手

に
う
そ
を
つ
く
事
な
り
と
教
え
た
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
に
支
考
一
派
の
で
っ

ち
あ
げ
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
と
私
は
思
う
。

「
田
舎
の
句
会
」

の
判
詞
も
芭
蕉
が
杉
風
の
自
句
合
に
与
え
た
も
の
、

と
れ

も
延
宝
八
年
。
左
の
句
、
「
だ
い
/
¥
を
蜜
柑
と
金
柑
の
笑
C
国
は
一
を
勝
と
し

て
そ
の
判
に

澄
を
蜜
柑
金
柑
の
論
は
作
の
中
に
作
有
て
、
虚
の
中
に
実
を
ふ
く
め
り
。

数
句
の
中
の
秀
逸
、
此
句
に
お
い
て
荘
周
が
心
あ
ら
ん
。
尤
玩
味
す
べ
し
。

と
し
て
い
る
。
勿
論
「
荘
子
迫
迄
遊
第
一
」
の
寓
話
、
鵬
の
大
き
さ
故
の
不
自

由
さ
を
蝿
と
鴛
鳩
と
が
笑
っ
て
云
云
と
日
っ
た
と
い
う
の
を
、
俗
界
の
援
の
大

き
い
だ
け
で
美
味
で
も
な
い
の
を
蜜
柑
と
金
柑
と
が
笑
っ
て
し
か
じ
か
と
言
っ

た
ろ
う
と
い
う
の
が
俳
譜
の
其
骨
頂
だ
と
ほ
め
た
の
で
あ
る
。
俳
譜
の
文
体
論

農

夫

野

人

と
し
て
の
俳
言
の
論
も
関
わ
っ
て
い
る
。
部
助
鳩
は
や
っ
と
飛
ぶ
と
と
を
覚
え
た

小
鳩
の
事
だ
と
注
釈
に
あ
る
。
「
虚
の
中
に
実
を
含
め
り
」
は
「
三
体
詩
抄
」

の
中
に
度
々
記
さ
れ
て
い
る
。
「
第
三
ノ
句
ハ
(
虚
接
に
於
い
て
は
)
虚
語
ヲ

専
ニ
ス
レ
ド
モ、

自
然
実
語
モ
ア
ル
ゾ
。
ソ
レ
モ
語
ハ
実
ナ
レ

ド
モ
意
ガ
虚

ゾ
。
虚
中
合
ν

実
タ
ル
モ
ノ
ゾ
」
(
素
隠
抄
)
芭
蕉
の
美
論
の
中
に
「
三
休

詩
法
」
の
影
も
映
じ
て
い
る
事
は
察
せ
ら
れ
る
。
荘
子
寓
言
の
事
は
、
日
本
の

古
典
の
研
究
史
の
中
に
測
源
す
る
所
も
あ
ろ
う
。
「
河
海
抄
」
の
「
料
簡
」
の

条
に
、
「
其
の
越
、
荘
子
の
寓
言
に
同
じ
き
者
か
」
と
記
し
て
い
る
あ
た
り
が

古
い
所
見
で
あ
ろ
う
。

「
勢
語
臆
断
」
「
伊
勢
物
語
古
意
」
に
見
ら
れ
る
物
語
は
虚
実
を
問
わ
ず
、
作

る
ふ
み
で
あ
る
と
い
う
説
は
、

私
は
馬
琴
の
小
説
諭
へ
の
展
開
を
重
視
す
る

が
、

芭
蕉
へ
の
線
を
引
い
て
よ
い
も
の
か
に
は
い
さ
さ
か
の
た
め
ら
い
を
抱

ノ¥。
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さ
て
、
芭
蕉
の
文
学
観
で
は
、
発
想
の
面
で
の
荘
子
寓
言
の
思
想
か
ら
、
表

現
論
文
体
論
の
側
面
で
の
「
三
体
詩
法
」
「
一
ニ
体
詩
抄
」
の
理
論
的
啓
蒙
か
ら

と
同
時
に
、
わ
が
国
の
歌
学
歌
論
の
花
実
の
理
念
か
ら
と
い
う
よ
う
な
、
複
雑

な
線
引
き
を
考
え
さ
せ
る
所
が
あ
る
。

芭
蕉
は
詩
人
で
あ
る
が
、
詩
論
は
そ
の
好
む
所
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
「
虚
実
」
と
い
う
語
は
彼
の
そ
の
後
の
発
言
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

支
考
一
派
か
ら
賑
や
か
に
と
な
え
ら
れ
た
虚
実
論
は
彼
ら
の
で
っ
ち
あ
げ
か
と

い
う
と
、
あ
な
が
ち
そ
う
は
言
え
な
い
と
思
う
。
支
考
ら
の
虚
実
理
論
の
展
開

は
、
芭
蕉
の
初
期
の
談
林
風
の
頃
の
、
右
の
句
会
判
詞
や
言
行
に
基
ず
く
所
が

あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
る
と
、

「
俳
諮
十
論
」
に
師
の
語
と
し
て
い
る
「
俳
譜
と
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い
ふ
は
別
の
事
な
し
、
上
手
に
迂
詐
を
つ
く
事
な
り
」
と
あ
る
の
は
作
為
で
は

あ
る
ま
い
。
延
宝
の
頃
の
芭
蕉
が
虚
実
と
い
う
乙
と
ば
と
共
に
、
ζ

の
よ
う
な

教
え
方
を
し
た
事
は
あ
っ
た
ろ
う
と
確
言
出
来
る
か
と
思
う
。
た
だ
、
「
例
に

俳
譜
の
端
的
底
に
し
て
、
虚
実
不
自
在
の
人
に
は
知
ら
す
ま
じ
き
」
の
あ
た
り

か
ら
は
支
考
の
舞
文
と
見
ら
れ
る
。
芭
蕉
が
言
い
そ
う
な
事
で
は
な
い
。
俳
譜

に
於
け
る
虚
実
の
観
念
は
芭
蕉
に
発
す
る
が
、
そ
の
理
論
的
展
開
は
支
考
一
派

に
局
限
せ
ら
れ
た
事
は
吾
定
出
来
な
い
。

近
松
の
「
虚
実
皮
膜
」
の
説
は
、

芸
と
い
ふ
も
の
は
実
と
虚
と
の
皮
膜
の
閣
に
あ
る
も
の
な
り
。

貫
・
な
に
は
み
や
げ
)

虚
に
し
て
慮
に
あ
ら
ず
、
実
に
し
て
実
に
あ
ら
ず
、
ζ

の
間
同
府
内
M
M
有
る

も
の
也
(
穂
積
以
貫

・
な
に
は
み
や
げ
)

と
い
う
、

演
劇
に
於
け
る
写
実
主
義
と
非
写
実
主
義
と
の
折
衷
調
和
を
説
く
、

い
わ
ば
虚
を
実
に
し
、
実
を
虚
K
し
よ
う
と
す
る
理
論
は
コ
ニ
体
詩
法
」
か
ら

の
示
瑳
も
あ
り
、
「
勢
語
臆
断
」
な
ど
を
手
が
か
り
に
「
伊
勢

・
源
氏
」
の
古

典
学
か
ら
系
譜
を
引
い
て
見
る
事
も
出
来
る
。

(
穂
積
以

見
落
と
せ
な
い
の
は
馬
雰
の
小
説
論
に
見
ら
れ
る
稗
史
虚
実
論
で
あ
る
。
支

那
小
説
の
素
養
が
あ
り
、
小
説
評
論
と
い
う
事
に

一
家
の
見
を
有
し
熱
意
も
驚

く
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
、
日
本
の
伊
勢

・
源
氏
等
の
物
語
評
、
特
に
「
勢
語

臆
断
」
「
伊
勢
物
語
古
窓
」
等
に
見
え
る
、
物
語
は
虚
実
ま
じ
え
香
く
も
の
と

い
う
見
解
に
は
引
か
れ
る
所
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
馬
琴
は
俳
譜
の
門
も
く
ぐ
っ

て
い
て
俳
論
の
著
述
も
あ
る
。

「問
雨
談
」
は
彼
が
二
十
三
歳
の
秋
、
先
師
吾

山
の
瀬
祭
の
手
向
に
著
作
し
た
も
の
。
(
詳
し
く

「曲
亭
遺
稿
」
(
国
書
刊
行

会
)
に
就
い
て
見
ら
れ
た
い
)
彼
の
小
説
諭
に
俳
譜
者
と
し
て
の
索
養
が
下
地

を
な
し
て
い
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
彼
の
俳
譜
が
、

俳
譜
に
俗
語
を
斥
け
ざ
る
べ
き
事

俳
請
の
本
質
を
虚
実
の
聞
に
置
く
べ
き
事

な
ど
を
骨
子
と
し
て
い
る
か
ら
、
虚
実
論
の
系
譜
を
考
え
る
上
で
彼
の
名
を
逸

し
て
は
な
ら
な
い
。

付
記
、
近
世

・
近
代
の
文
学
論
に
お
け
る
虚
実
論
に
関
し
て
は
、
拙
著
日
本

小
説
評
論
史
序
説
の
第
三
篇
第
一
章
「
小
説
諭
の
胎
生
と
近
世
の
批
評
」
の

〔
八
〕
以
降
、
及
び
第
四
章
「
文
芸
上
の
写
実
主
義
と
理
想
主
義
」
等
の
数
章

に
譲
っ
た
。
改
め
て
執
筆
す
る
機
会
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

- 14-

Osaka Shoin Women's University Repository




