
文
学
の
概
念
に
　
つ
　
い
　
て

-

　

西

尾

実

と

加

藤

周

一

の

場

会

　

-

'
^
_
 
J
人
の
「
言
'
1
…
と
>
j
:
-
十
に
つ
い
て
の
?
u
<
r
M
v
十
.
:
　
)
九
六
三
叩
1
〇
月

早
)
を
旅
先
(
梅
外
)
　
で
読
ん
だ
加
藤
用
1
は
'
「
文
学
の
概
念
に
つ
い
て
の

仮
説
　
　
n
i
i
i
口
語
と
文
学
に
つ
い
て
の
論
』
に
つ
い
て
の
論
　
-
　
」
と
屈
す
る

文
蹄
を
充
表
し
た
3
　
(
r
文
学
』
　
1
九
六
四
年
五
月
号
)
。
西
は
尖
の
説
を
批
判
'

祁
思
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
て
、
西
化
は
二
度
に
わ
た
り
'
論
文
を

発
表
し
た
。
国
文
学
者
、
国
語
教
育
学
者
と
し
て
生
淀
を
過
ご
し
た
西
尾
実
の

文
v
V
の
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
.
「
血
液
学
の
専
門
家
」
か

ら
「
ひ
そ
か
に
非
専
門
化
の
専
門
家
に
な
ろ
う
と
志
し
」
(
F
杭
羊
の
歌
3
岩
波

新
竹
二
八
四
ペ
)
現
在
'
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
加
藤
周
1
の
文
学
に

つ
い
て
の
考
え
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
へ
冒
頭
に
あ
げ
た
両
者
の

論
文
を
中
心
に
'
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
の
概
念
に
つ
い
て
整
州
し
て
み
た
い
。
さ

ら
に
、
両
者
の
論
は
現
在
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
を
も
考
え
た
い
。

水
稲
は
「
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
の
論
」
　
(
西
尼
)
'
「
文
学
の
概
念
に
つ
い

て
の
仮
説
」
　
(
加
藤
)
　
を
聖
約
、
紹
介
し
'
二
度
に
わ
た
る
酉
は
実
の
加
藤
周

1
　
へ
の
山
谷
と
し
て
の
論
文
に
も
ふ
れ
、
さ
ら
に
若
干
の
考
察
を
加
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

二

杉
　
　
本
　
　
令
　
　
美

「
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
の
論
」
は
'
原
稿
川
紙
　
(
四
〇
〇
字
詰
)
　
に
し
て

二
三
枚
は
ど
の
論
文
で
あ
り
、
三
軍
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
「
時
枝
教
授
と
の

十
余
年
に
わ
た
る
論
争
を
'
わ
た
し
の
立
以
で
整
即
し
た
」
と
自
ら
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
い
わ
ゆ
る
「
四
ー
・
時
枝
論
争
」
の
西
は
白
身
に
よ

る
ま
と
め
で
あ
る
。

第
二
早
は
'
西
帽
へ
時
枝
論
争
の
繋
刑
で
あ
る
。
長
い
論
争
の
過
程
に
つ
い

て
の
ま
と
め
は
本
稿
の
目
的
で
な
く
'
わ
た
く
し
自
身
の
手
に
も
余
る
の
で
'

こ
こ
で
は
'
西
尾
の
論
文
か
ら
両
者
の
考
え
の
違
い
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

言
語
と
文
学
と
は
区
別
で
き
る
か
ど
う
か
が
論
争
の
中
心
で
あ
り
'
時
枝
説
が
'

7
訂
し
て
区
別
で
き
な
い
と
す
る
の
に
対
し
て
西
は
説
は
'
区
別
す
る
た
め
の

7
舷
的
な
紋
を
引
-
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
個
々
の
作
品
に
お
い
て
は
は
っ
き

り
区
別
で
き
る
と
主
張
す
る
。
第
二
章
で
は
'
こ
の
時
点
に
お
け
る
西
尾
実
の
へ

言
語
と
文
学
に
つ
い
て
の
考
え
が
冊
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
前
章
の
内
容

を
う
け
言
語
1
般
と
文
学
と
の
違
い
に
つ
い
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。
第
7
に
'

言
語
の
機
能
は
社
会
的
行
為
と
し
て
の
通
じ
合
い
で
あ
る
か
ら
、
通
じ
合
い
の

相
手
に
よ
っ
て
言
語
生
活
の
構
造
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
学
も
こ
と

ば
の
芸
術
だ
か
ら
相
手
を
意
識
し
て
い
る
ー
f
H
語
生
泊
の
構
造
を
分
類
す
る
の

と
同
じ
手
続
き
で
文
学
作
品
も
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
'
こ
の
方
法
に
よ

る
文
学
火
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
第
二
に
'
文
学
の
文
学
た
る
ゆ
え
ん
は
何
か

-3ォー



と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
'
口
常
の
迅
じ
合
い
に
な
-
'
文
学
に
含
ま
れ
る
も
の

は
'
「
抹
い
主
体
的
震
災
の
独
自
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
節
三
葦
で
は
『
三

m
干
し
の
句
作
論
を
引
き
'
創
作
の
過
程
を
説
明
し
'
そ
れ
亨
っ
け
て
、
文
学

‥

　

　

　

　

言

　

　

　

　

∴

l

∵

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

‥

_

¥

'

l

蝣

_

蝣

明
し
た
部
分
は
'
後
に
間
過
と
な
る
部
分
な
の
で
引
用
し
て
、
西
は
説
の
要
約

を
し
め
く
く
る
。

也
純
一
が
'
『
三
冊
干
し
の
句
作
論
に
、
「
句
作
に
F
な
る
L
と
F
す
る
」

と
あ
り
。
内
を
つ
ね
に
勤
め
て
物
に
応
ず
れ
ば
'
そ
の
心
の
い
ろ
'
句
と
な

る
3
内
を
つ
ね
に
勤
め
ざ
る
も
の
は
'
な
ら
ざ
る
故
に
'
私
意
に
か
け
て
す

る
也
o
」
と
言
っ
て
い
る
9
　
こ
れ
は
、
俳
人
屯
稚
仙
の
句
作
論
で
あ
る
が
'
荏

い
体
験
の
告
白
で
あ
る
だ
け
に
'
的
確
な
創
作
論
で
も
あ
る
。

そ
う
考
え
て
-
る
と
'
「
内
を
つ
ね
に
勤
め
て
」
と
い
う
の
は
、
「
平
常

の
吐
泊
と
し
て
自
己
を
と
と
の
え
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
「
物
に
応
ず

れ
ば
」
と
い
う
の
は
'
そ
の
日
己
と
対
牧
と
が
相
応
し
'
棚
即
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
7
柾
の
物
我
融
合
境
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
花
の
美
し
さ
に
我
を

忘
れ
て
観
入
し
た
と
か
'
大
空
の
星
の
輝
き
に
伐
慨
と
し
て
投
入
し
て
し
ま

っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
体
験
で
あ
る
。
号
つ
い
う
生
活
態
比
は
、
物
と
我
と

を
あ
-
ま
で
対
立
捌
係
に
お
き
'
冷
静
に
客
机
す
る
科
学
的
態
度
と
対
立
す

る
.
こ
の
よ
う
な
'
物
我
轍
4
1
.
境
が
芸
術
的
態
度
で
あ
っ
て
'
対
立
的
雑
観

'

.

*

・

'

'

‥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

　

　

　

・

"

*

　

l

'

・

"

‥

　

　

　

‥

.

・

'

は
'
場
合
に
よ
り
、
人
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
棟
で
は
な
い
。
し
か
し
'
芭

北
が
言
っ
て
い
る
'
「
そ
の
心
の
い
ろ
」
を
成
立
さ
せ
る
体
験
と
し
て
、
.
刺

作
を
成
り
立
た
せ
る
芸
術
的
休
験
で
あ
る
小
父
は
山
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
'
そ
う
い
う
物
我
相
応
の
似
合
化
の
芸
術
的
体
験
を
光
雄
と
し
て
生

み
出
さ
れ
る
「
そ
の
心
の
い
ろ
」
は
'
わ
れ
わ
れ
の
い
う
詩
的
感
動
と
も
い

う
べ
き
そ
れ
で
あ
っ
て
、
1
般
的
に
い
え
ば
'
表
現
に
お
け
る
主
題
感
動
で

あ
る
。
こ
の
主
越
感
動
が
客
観
化
を
得
て
'
作
品
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
9

こ
の
主
体
的
な
真
実
が
客
体
的
な
作
品
に
脱
間
す
る
過
程
を
「
な
る
」
と
い

う
こ
と
ば
で
言
い
表
わ
し
'
し
か
も
'
こ
れ
を
「
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
の

対
立
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
止
る
と
'
こ
の
「
な
る
」
は
'
主

皿
の
日
和
的
な
展
間
の
志
で
あ
る
と
排
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(
r
人
間
と
こ
と
ば
と
文
学
と
]
)
岩
波
古
仏
へ
　
昭
和
四
十
四
年
二
月
十
五
口
へ
_

第
1
川
発
行
'
昭
和
四
十
五
咋
二
月
二
十
日
第
三
刷
発
行
、
三
八
ペ
～
三

九
ペ
'
以
下
引
川
は
本
吉
に
よ
る
。
)

三

加
藤
間
7
の
西
は
説
へ
の
批
判
、
祁
出
の
論
文
'
(
「
文
学
の
概
念
に
つ
い
て

の
仮
説
」
、
『
文
学
と
は
何
か
し
角
川
雷
店
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
三
十
日
初
版

発
行
(
新
版
)
収
録
。
引
用
は
本
朔
日
に
よ
る
。
)
の
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ

・つ。
川
。
時
枝
説
の
批
判
と
言
語
の
働
き
に
つ
い
て
。

。
文
学
'
非
文
学
を
区
別
す
る
三
つ
の
韮
畔
。

c
J
O
　
「
⊥
f
=
的
」
'
七
」
の
柁
湖
)

。
『
三
冊
子
J
l
の
解
釈
に
つ
い
て
3

。
「
経
験
」
に
つ
い
て
。

矧
。
「
経
験
」
の
三
つ
の
種
類
(
文
学
的
'
科
学
的
'
日
常
的
経
験
に
つ
い

て。)

紺
。
辺
じ
合
い
の
相
手
に
よ
る
分
類
と
「
独
自
」
に
つ
い
て
。
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㈱
。
文
学
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
。

㈲
。
ま
と
め
。

加
藤
周
1
の
論
の
展
開
の
態
度
は
'
相
手
の
論
の
矛
厨
を
指
摘
し
'
語
句
の

細
部
に
至
る
ま
で
批
判
の
手
を
ゆ
る
め
な
い
点
院
利
で
あ
り
'
自
己
の
説
を
述

べ
る
に
あ
た
っ
て
は
周
到
で
あ
る
。
「
新
し
き
昆
重
派
に
就
い
て
」
(
二
九
四

六
・
文
学
的
考
察
し
)
の
以
掬
し
た
口
調
や
、
本
多
秋
五
の
批
判
一
F
物
語
戦
後
文

学
史
』
一
に
答
え
た
「
文
学
的
自
伝
の
た
め
の
断
片
」
(
r
群
像
]
1
　
1
九
五
九
)
　
に

う
か
が
え
る
攻
撃
的
態
度
は
'
こ
こ
に
は
出
て
い
な
い
が
、
自
ら
考
え
を
め
ぐ

ら
し
'
論
理
的
に
約
柑
で
き
な
い
点
に
つ
い
て
は
あ
-
ま
で
も
追
究
し
よ
う
と

い
う
基
本
的
姿
勢
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。

加
藤
説
の
要
約
に
う
つ
る
。

仙
　
西
尾
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
文
学
は
言
語
と
逆
枕
で
あ
り
'
言
語

と
文
学
と
区
別
す
る
線
を
ど
こ
に
引
-
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
時
枝
説
は
、

三
つ
の
論
理
上
の
誤
り
が
あ
る
と
す
る
。
第
7
の
誤
り
は
「
文
学
は
言
語
に
よ

る
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
い
う
加
藤
の
前
提
か
ら
指
摘
さ
れ
.
る
。
言
語
は

表
別
の
素
材
(
手
段
)
　
で
あ
り
'
文
学
は
そ
の
結
果
一
形
)
　
で
あ
り
'
素
材
と

形
は
一
体
で
あ
っ
て
連
続
と
は
い
え
な
い
と
結
論
す
る
。
第
二
に
'
し
た
が
っ

て
言
語
を
普
通
の
住
宅
に
'
文
学
を
芸
術
的
な
建
築
に
比
較
す
る
の
は
、
比
較

の
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
普
通
の
住
宅
と
美
術
的
な
住
宅
が
建
築
と

し
て
連
続
し
て
い
て
も
'
区
別
の
つ
け
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
、
と
述
べ
る
。

こ
こ
で
の
、
加
藤
の
時
枝
説
へ
の
批
判
は
加
藤
の
「
文
学
は
言
語
に
よ
る
去

現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
か
ら
出
光
し
て
い
る
の
で
あ
り
'
尖
は
こ

の
前
握
こ
そ
時
枝
誠
記
の
放
し
-
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
r
国
語
学
原
論
'

続
箔
』
)
。
「
文
学
は
木
.
L
E
的
に
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
」
1
〇
三
ペ
)

と
す
る
時
枝
と
'
加
藤
と
は
そ
の
出
発
点
が
違
う
の
で
あ
り
へ
ゆ
え
に
加
藤
説

に
い
う
三
つ
の
論
班
的
削
り
の
指
摘
は
意
味
を
な
さ
ず
'
彼
の
鋭
い
刃
は
む
な

し
く
空
を
切
っ
た
感
じ
が
す
る
の
だ
が
'
深
入
り
し
な
い
こ
と
に
し
て
'
要
約

に
も
ど
る
。

言
語
に
は
象
徴
的
機
能
と
非
象
徴
的
機
能
と
が
あ
る
。
信
号
の
赤
が
止
ま
れ

を
意
味
す
る
よ
う
に
'
あ
る
こ
と
は
は
へ
　
そ
れ
に
対
応
す
る
意
味
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
の
が
前
者
で
あ
り
'
赤
が
止
ま
れ
と
い
う
意
味
を
離
れ
て
も
、
そ
の

色
自
身
が
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
特
定
の
刺
激
を
与
え
る
よ
う
に
'
こ
と
ば
は
意

味
と
は
別
に
音
や
文
字
の
形
と
し
て
あ
る
効
果
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
'
そ
の

は
た
ら
き
が
後
者
で
あ
る
。
文
学
は
言
語
と
い
う
象
徴
の
体
系
に
よ
る
表
現
で

あ
る
か
ら
文
学
と
非
文
学
を
区
別
す
る
の
に
次
の
三
つ
の
弘
準
が
考
え
ら
れ
る
。

第
7
に
表
現
さ
れ
る
も
の
の
ち
が
い
。
第
二
に
通
じ
合
い
の
相
手
の
ち
が
い
。

第
三
に
表
現
の
し
か
た
に
よ
る
ち
が
い
。
西
尾
説
に
あ
て
は
め
る
と
'
「
主
体

的
真
実
の
表
現
」
が
第
1
の
茄
準
で
あ
り
、
「
通
じ
合
い
の
相
手
は
本
来
独
自

で
あ
る
」
が
第
二
の
基
準
で
あ
り
'
第
三
の
基
準
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

目
上
が
苅
一
群
の
大
S
^
v
.
,
*
:
,
?
3

物
　
「
主
体
的
真
実
」
に
つ
い
て
加
藤
は
「
主
体
が
7
-
i
V
尖
と
考
え
て
い
る
も

の
」
な
の
か
「
主
体
に
つ
い
て
の
真
実
」
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
1
・
u
い
'

前
者
な
ら
ば
「
当
人
が
ほ
ん
と
う
に
感
じ
た
こ
と
」
と
も
考
え
ら
れ
る
'
と
述

べ
る
。
そ
し
て
「
文
学
作
品
が
F
探
い
主
体
的
其
尖
の
表
現
で
あ
る
t
Z
と
い
う

の
は
、
要
す
る
に
「
当
人
が
日
常
生
活
に
お
け
る
よ
り
も
、
深
く
感
じ
た
こ
と

の
表
現
で
あ
る
』
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
論
じ
る
C
'
ま
た

コ
ニ
冊
子
J
l
の
解
釈
も
ち
が
う
。
「
物
に
応
ず
れ
ば
」
は
「
融
合
墳
」
を
い
う

の
で
は
な
く
「
物
に
自
己
が
応
え
る
。
反
応
す
る
」
と
は
解
せ
な
い
か
。
r
l
ニ
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冊
子
J
I
の
言
う
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
「
平
常
か
ら
詩
人
と
し
て
自
己
の
心
を
訓

練
し
て
お
け
ば
、
そ
の
心
が
物
に
出
会
っ
て
反
応
を
お
こ
す
と
き
、
そ
の
心
の

(
反
応
の
)
　
両
白
味
が
、
そ
の
ま
ま
句
に
な
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
志
味
に
な
る

だ
ろ
う
と
述
べ
へ
　
さ
ら
に
「
相
応
L
t
相
即
す
る
」
こ
と
は
語
句
の
意
味
か
ら

同
時
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
「
物
我
融
合
墳
」
も
宗
教
的
体
験
と
し
て

は
あ
り
柑
る
一
「
訓
練
の
没
後
に
達
す
る
神
秘
主
義
的
経
験
と
し
て
」
一
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
芸
術
的
体
験
で
は
な
い
し
む
ろ
ん
r
三
冊
子
』
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
な

い
と
述
べ
て
い
る
。

矧
　
科
学
も
日
常
生
活
も
文
学
も
経
験
の
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
で
あ
る
と
す

る
加
藤
は
、
ま
ず
科
学
と
文
学
の
経
験
を
く
ら
べ
る
。
文
学
的
経
験
は
具
体
的

で
特
殊
な
'
当
人
に
は
-
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
7
回
限
り
の
経
験
で
あ
る
。

科
学
的
経
験
は
抽
象
さ
れ
分
類
さ
れ
7
定
の
条
件
の
も
と
で
は
何
回
で
も
同
じ

ょ
ぅ
催
-
り
返
す
こ
と
の
で
き
る
経
験
で
あ
る
'
梶
井
茄
次
郎
の
レ
モ
ン
に
対

し
て
経
済
学
や
力
学
の
対
象
と
し
て
の
レ
モ
ソ
O
し
か
る
に
へ
　
日
常
的
経
験
は

1
方
で
文
学
的
経
験
に
か
か
わ
り
7
方
で
科
学
的
経
験
に
か
か
わ
り
、
し
ば
し

ば
二
つ
を
同
時
に
含
む
。
い
か
に
し
て
、
科
学
的
経
験
や
文
学
的
経
験
を
日
常

的
経
験
か
ら
区
別
す
る
か
。
加
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

す
べ
て
の
科
学
は
、
個
別
的
な
経
験
を
、
そ
の
科
学
の
対
象
と
す
る
領
域

の
全
休
と
閲
通
さ
せ
て
意
味
づ
け
る
。
科
学
は
7
榊
の
経
験
を
意
味
づ
け
る

と
き
に
'
世
界
の
全
体
を
意
味
づ
け
る
の
で
あ
る
。
(
r
文
学
と
は
何
か
』
　
1

八
7
ペ
)

文
学
的
経
験
は
'
単
に
具
体
的
な
、
7
回
か
ぎ
り
の
経
験
な
の
で
は
な
く
'

そ
れ
を
通
し
て
当
小
者
の
人
生
の
全
休
、
つ
ま
り
そ
の
人
の
他
界
の
全
休
に

対
す
る
態
度
が
現
わ
れ
ざ
る
争
え
な
い
よ
う
な
経
験
で
あ
る
.
(
同
上
古
一

八
二
ペ
)

ヽ

　

ヽ

科
学
も
'
文
学
も
'
世
界
の
全
体
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
日
常
生
活
は
'

ヽ

　

ヽ

世
界
の
部
分
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
(
同
上
訪
7
八
二
ペ
)

以
上
が
第
二
草
へ
第
三
草
の
要
約
で
あ
る
。
文
章
は
明
暗
で
あ
り
'
経
験
に

つ
い
て
の
分
析
は
美
し
-
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
r
文
学
と
は
何
か
し
　
(
初
版
一

九
五
〇
)
　
よ
り
本
論
を
経
て
、
最
近
の
r
科
学
と
文
学
3
　
(
1
九
七
九
・
N
H

K
大
学
講
麟
)
　
に
い
た
る
ま
で
某
本
的
堵
え
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
「
経
験
」

に
関
す
る
論
の
成
立
の
源
は
、
1
方
で
京
都
の
鮭
を
見
た
と
き
の
感
動
に
つ
な

が
り
、
今
1
方
で
戦
時
中
よ
り
親
し
ん
だ
仏
文
学
に
発
す
る
と
仮
蝣
M
L
'
そ
の

展
開
を
た
ど
る
の
も
興
味
深
い
が
'
今
は
第
五
章
以
下
の
要
約
へ
と
話
を
進
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

脚
　
西
尾
説
の
通
じ
合
い
の
相
手
を
一
撃
二
賓
に
分
け
る
の
に
対
し
て
>
加

藤
は
も
う
少
し
あ
み
の
目
を
細
か
く
し
た
方
が
文
学
史
的
展
開
を
跡
づ
け
る
た

め
に
は
便
利
だ
と
い
う
。
特
定
の
個
人
(
た
と
え
ば
ひ
と
り
の
恋
人
)
'
特
定
の

複
数
の
個
人
(
た
と
え
ば
歌
人
仲
間
)
'
立
場
の
わ
か
ら
な
い
大
衆
t
　
の
二
柾
三

類
に
加
藤
は
次
の
二
点
を
補
足
す
る
。
第
一
に
神
を
か
ぞ
え
る
。
(
原
始
文
学

の
多
く
の
相
手
は
神
で
あ
る
)
。
第
二
に
中
仙
以
降
、
明
治
を
経
て
今
日
ま
で

の
文
学
の
事
受
者
を
相
手
の
立
場
の
わ
か
ら
な
い
大
衆
相
手
で
あ
る
と
す
る
こ

と
'
す
な
わ
ち
マ
ス
・
コ
,
,
,
ニ
ー
ケ
-
シ
ョ
ソ
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
大
ま

か
す
ぎ
る
。
中
性
文
学
'
近
世
文
学
へ
近
代
文
学
の
読
者
の
区
別
に
は
役
立
た

な
い
。
そ
こ
で
加
藤
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
分
類
を
試
み
る
。
「
文
学
的
表
現
の
相

手
で
あ
る
小
集
団
の
価
値
体
系
」
と
「
社
会
に
支
配
的
な
価
偵
体
系
」
と
の
関

連
を
時
代
ご
と
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
両
者
の
1
致
'
中
.
杜
に
お

け
る
罪
離
'
江
戸
町
人
文
学
に
お
け
る
7
致
'
明
治
大
正
時
代
の
再
度
の
垂
離
'
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そ
し
て
現
代
に
お
け
る
蒋
解
と
t
致
と
の
双
方
の
力
の
均
衡
と
い
う
ふ
う
に
。

㈲
　
こ
と
ば
に
は
象
徴
的
機
能
と
非
象
徴
的
機
能
と
が
あ
る
。
二
つ
の
機
能

の
迎
い
は
詩
と
散
文
と
を
区
別
す
る
に
は
有
効
だ
が
、
文
学
と
文
学
で
な
い
も

の
と
を
区
別
す
る
に
は
役
立
た
な
い
。
加
藤
は
こ
こ
で
「
形
象
」
と
い
う
こ
と

ば
を
用
い
て
い
て
'
当
然
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
割
愛
し
先
を
急
ぐ
。

㈲
　
論
文
の
結
論
で
あ
り
'
加
藤
の
文
学
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
文
学
が
経
験
を
、
そ
の
抽
象
的
普
遍
性
に
お
い
て
は
な
-
'
具
体
的
特
殊
性ヽ

に
お
い
て
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
'
ま
た
そ
の
表
現
が
作
者
の
他
界
の
全

休
に
対
す
る
態
度
を
前
錠
と
し
て
ふ
く
ま
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る

}
.
J
と
へ
こ
の
二
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
特
徴
の
両
方
の
そ
な
わ
っ
た
こ

と
ば
に
よ
る
表
現
が
文
学
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
雷
1
九
七
～
7
九
八
ペ
一

以
上
要
約
し
た
加
藤
の
西
尾
へ
の
批
判
、
補
足
の
論
文
は
「
周
到
懇
切
な
批

判
」
一
西
尾
)
　
で
あ
り
原
稿
用
紙
(
四
〇
〇
字
詰
)
に
し
て
六
〇
枚
に
な
ろ
う
と

す
る
詳
細
な
も
の
で
あ
っ
た
。

四

加
藤
周
1
の
批
判
、
祁
足
に
対
し
酉
捉
実
は
二
度
凶
答
と
し
て
の
文
章
を
発

表
し
て
い
る
。
「
ふ
た
た
び
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
　
-
　
加
藤
周
7
氏
の
批
評

に
答
え
て
　
-
　
」
(
r
文
学
』
　
7
九
六
五
年
三
月
)
'
「
み
た
び
言
語
と
文
学
に
つ

い
て
」
二
九
六
七
年
]
月
新
税
)
　
が
そ
れ
で
あ
り
'
と
も
に
r
人
間
と
こ
と

ば
と
文
学
と
し
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
西
比
実
自
身
の
文
学
班
論
の
研
究
を
ふ

り
か
え
り
つ
つ
へ
　
そ
の
後
の
拭
習
や
研
究
会
で
の
作
品
研
究
の
成
果
を
も
と
り

入
れ
、
行
き
届
い
た
管
見
の
し
か
た
を
し
て
い
る
。
細
部
に
つ
い
て
は
後
に
必

要
に
応
じ
て
ふ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
'
こ
こ
で
は
文
学
の
概
念
に
つ
い
て
禿
要
と

思
わ
れ
る
二
占
だ
つ
い
て
の
み
指
摘
す
る
。

山
　
西
足
は
F
国
語
国
文
の
教
育
』
以
来
、
文
学
の
文
学
た
る
ゆ
え
ん
を
文

学
的
形
象
に
認
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
中
世
文
学
へ
　
こ
と
に
道
元
の
研
究
を

す
る
う
ち
に
ひ
と
つ
の
疑
間
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
の
節
情
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

形
象
夫
を
も
っ
て
文
学
の
す
べ
て
を
覆
お
う
と
し
て
い
た
の
は
'
や
は
り

西
洋
に
学
ん
だ
日
本
の
近
代
文
学
や
、
和
歌
的
文
学
に
覆
わ
れ
て
い
た
口
本

の
伝
統
文
化
に
と
ら
わ
れ
'
道
元
そ
の
他
数
多
く
の
仏
教
家
や
漢
学
者
や
国

学
者
や
歴
史
学
者
・
洋
学
者
な
ど
の
散
文
に
、
わ
れ
わ
れ
の
文
学
を
E
i
出
し

得
な
か
っ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
反
省
さ
せ
ら
れ
て
い
る
C
'

(
同
上
古
六
四
ペ
)

仏
　
文
学
史
を
可
能
に
す
る
基
本
条
件
は
二
つ
あ
る
。
第
7
に
相
手
誼
誠
で

あ
り
'
こ
れ
は
文
体
と
も
関
連
さ
せ
て
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
作
品
の
「
主
題
」
　
(
主
体
的
真
実
)
へ
「
構
想
」
'
「
叙
述
」
が
各
時
代
の

各
作
品
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
作
品
を
形
成
し
て
い

る
か
'
そ
の
歴
史
的
研
究
。

山
は
文
学
の
概
念
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
は
文
学
史
の
新
し
い
方
法

の
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
m
i
i
は
基
本
的
に
は
加
藤
周
1
の
'
文
学
に
お
い
て

め
ざ
す
も
の
と
同
じ
方
向
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五

西
尾
・
加
藤
の
意
見
の
追
い
は
仙
「
主
体
的
真
実
~
」
惚
「
経
験
」
矧
「
通
じ

合
い
の
相
手
」
の
三
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
以
下
旧
を
迫
っ
て
検
討
し
た
い
。

仙
　
「
主
体
的
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
㊥
活
動
の
中
心
と
な
る
さ
ま
。
日
光
的
0
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◎
主
体
に
関
す
る
さ
ま
t
の
二
つ
の
意
味
か
あ
る
。
(
公
披
国
語
群
山
ハ
'
第
三

版
)
。
加
藤
の
批
判
の
出
発
点
は
こ
の
こ
と
ば
自
体
に
あ
り
、
こ
と
ば
の
も
つ

意
味
か
ら
「
主
体
的
夷
尖
」
と
は
何
か
を
考
乙
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
初
の
論
文
(
「
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
の
論
」
)
で
西
尾
が
頭
に
描
い
た
読
者
は

対
時
枝
論
争
に
関
連
す
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
「
主
体
的
真
実
」
の
こ

と
ば
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
説
脱
し
て
お
ら
ず
、
初
め
て
の
読
者
に
は
意
味
が
つ
か

み
に
く
い
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
西
は
説
に
い
う
「
主
体
的
真
実
」

は
、
こ
と
ば
の
意
味
か
ら
そ
の
内
容
が
和
解
で
き
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。

文
学
の
発
生
点
を
「
見
る
」
(
客
体
的
認
識
)
働
き
(
東
西
軸
)
と
「
思
う
」
(
主
体

的
思
塔
)
働
き
(
南
北
抑
)
と
の
交
点
に
お
き
'
そ
の
交
点
を
「
主
体
的
真
実
」

と
名
づ
け
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
論
自
体
が
難
解
で
あ
り
'
た
と
え

ば
「
主
体
に
な
っ
た
真
実
、
責
実
化
し
た
主
体
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
つ
い

て
考
え
る
と
き
'
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
ざ
る
を
柑
な
い
の
で
あ
る
。
音
っ
ま
で

も
な
-
西
尼
の
文
学
拙
論
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
り
'
他
の
と
こ
ろ
で
も
-

り
返
し
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
'
わ
た
-
L
に
は
難
解
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

加
藤
周
1
は
あ
る
文
章
が
あ
る
人
に
と
っ
て
む
ず
か
し
い
こ
と
の
別
由
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
と
え
ば
'
小
林
秀
雄
さ
ん
の
r
鉄
斎
j
に
つ
い
て
の
一
語
を
読
ん
で
'

よ
く
わ
か
る
人
も
あ
り
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
む
ず
か

し
い
と
思
う
人
も
あ
り
'
や
さ
し
い
と
思
う
人
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し

て
人
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
わ
か
り
方
の
違
い
'
む
ず
か
し
さ
の
違
い
が
出
て

-
る
か
と
い
え
ば
'
そ
れ
は
、
小
林
さ
ん
が
使
っ
て
い
る
言
共
の
定
義
を
ど

の
程
度
ま
で
正
確
に
知
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
読
者
が
ど

<
-
:
蝣
;
.
1
n
,
-
*
蝣
'
:
・
.
・
=
」
ユ
l
"
:
1
.
'
t
t
∴
-
-
J
ォ
=
・
-
I
-
-
'
,
'

.
T
.
'
:
"

と
い
う
経
験
の
和
知
、
あ
る
い
は
そ
の
探
技
に
よ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
幾

何
学
　
:
-
:
の
H
合
し
J
-
4
ほ
ど
ち
が
っ
た
小
;
で
す
。
J
S
i
-
^
柁
何

が
む
ず
か
し
い
ま
た
は
や
さ
し
い
と
い
う
の
と
'
小
林
さ
ん
の
r
鉄
斎
』
が

や
さ
し
い
、
む
ず
か
し
い
と
い
う
の
と
は
'
意
味
が
か
な
り
違
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
.
小
林
さ
ん
の
r
鉄
藷
.
)
の
似
合
は
'
読
者
が
1
つ
の
文

句
を
読
ん
で
へ
　
そ
の
去
別
の
意
味
が
い
ち
お
う
わ
か
っ
た
だ
け
で
は
、
じ
つ

は
な
ん
に
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
(
『
所
の
回
転
を
よ
く
す
る
諏

訪
術
し
光
文
社
、
二
〇
五
～
二
〇
六
ペ
)

読
者
は
読
み
な
が
ら
、
文
章
を
通
し
て
'
そ
の
g
=
日
に
、
う
し
ろ
川
か
ら

そ
の
文
章
を
さ
さ
え
て
い
る
著
者
の
経
験
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
'
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
る
た
め
に
は
'
読
者
自
身
が
群
者
の
紅
験

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
種
類
の
経
験
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
'
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
。
ほ
ん
と
う
の
む
ず
か
し
さ
は
'
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
(
同

上
古
二
〇
五
ペ
)

西
尾
実
の
「
主
体
的
真
実
」
と
い
う
こ
と
ば
は
'
繭
北
(
思
う
)
東
西
(
見

る
)
「
両
軸
の
結
合
点
」
を
名
づ
け
た
も
の
で
あ
り
「
こ
の
結
合
点
を
、
あ
る
人

1
.
∵
J
t
-
*
言
'
:
一
出
u
山
二
‥
∵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'
・
;
・
.
.
-
 
'
*
,
‥

忠
魂
矧
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
あ
る
人
々
は
、
盟
河
と
も
言
っ
て
い
る
。
」

(
「
ふ
た
た
び
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
」
同
上
讃
凹
七
ペ
'
班
線
引
用
者
)
　
と
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
班
組
部
の
こ
と
ば
は
あ
る
柾
の
経
験
の
質
を
名
づ
け
た

こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
'
「
主
体
的
真
実
」
も
同
じ
よ
う
に
あ
る
種
の

経
験
の
質
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
尾
に
と
っ
て
そ
の

経
験
は
'
あ
る
時
は
日
常
生
活
で
の
子
ど
も
と
の
「
対
話
」
で
あ
っ
た
り
、
五

味
義
武
か
ら
閃
い
た
'
鴎
外
の
娘
(
末
剰
)
　
の
こ
と
ば
だ
っ
た
り
'
モ
ウ
ル
ト
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ソ
の
文
学
論
や
ゴ
ッ
ホ
の
絵
や
'
こ
と
に
道
元
の
研
究
で
あ
っ
た
。
7
見
異
な

る
経
験
を
7
種
の
経
験
の
「
質
」
に
ま
で
自
身
の
内
部
に
お
い
て
高
め
た
と
こ

ろ
に
西
尾
の
'
仙
界
に
対
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

物
　
「
主
体
的
其
尖
」
は
「
物
我
融
合
」
を
前
擬
と
し
た
経
験
で
あ
る
と
西
化

は
説
-
。
「
主
体
的
真
実
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
考
え
た
。
つ
ぎ
に
「
物
我
融

合
」
の
経
験
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
「
三
冊

子
し
の
解
釈
の
ち
が
い
が
な
ぜ
生
じ
た
か
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
般
に
古
典
に
接
す
る
態
度
は
二
つ
あ
る
だ
ろ
う
。
第
7
に
'
作
品
の
作
ら

れ
た
時
代
の
も
の
の
考
え
方
価
値
観
あ
る
い
は
感
受
性
に
で
き
る
だ
け
近
づ
き

な
が
ら
'
作
者
の
心
の
中
に
ま
で
分
け
入
ろ
う
と
し
な
が
ら
古
典
に
近
づ
こ
う

と
す
る
態
度
。
第
二
に
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
頭
で
窄
乙
'
あ
く
ま
で
も
衷
別
に

即
し
'
そ
こ
か
ら
解
釈
で
き
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
れ
ば
正
し
い
よ
み
と
り
方

で
あ
る
と
見
る
古
典
へ
の
接
し
方
。
r
三
冊
子
.
)
　
の
別
の
と
こ
ろ
に
'
「
習
へ

と
い
ふ
は
'
笥
1
そ
の
微
の
顕
れ
て
情
感
ず
る
や
'
句
と
成
る
所
也
。

た
と
へ
ば
'
も
の
あ
ら
は
に
い
ひ
出
て
も
、
そ
の
も
の
よ
り
自
然
に
山
る
情
に

あ
ら
ざ
れ
ば
'
物
我
二
つ
に
成
り
て
へ
そ
の
惜
誠
に
不
至
。
私
意
の
な
す
作
意

也
。
」
(
r
校
本
芭
蕉
全
集
し
角
川
書
店
第
七
巻
7
七
五
ペ
'
班
絞
引
用
者
)
と
あ

り
、
こ
こ
で
は
作
者
が
「
物
に
入
り
て
」
そ
の
結
果
「
物
と
我
と
が
7
体
」
に

な
っ
た
と
き
本
当
の
旬
が
生
ま
れ
'
「
物
我
二
つ
」
す
な
わ
ち
「
物
と
我
と
が

別
々
」
の
と
き
は
無
理
に
作
っ
た
句
し
か
で
き
な
い
'
と
読
み
と
れ
る
。
「
物

象
散
合
」
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
経
験
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
,
少
な
く

と
も
そ
の
観
念
は
あ
っ
た
と
窄
与
ら
れ
る
。
ま
た
申
班
の
場
合
、
宗
教
的
認
識

と
、
文
学
的
感
動
と
は
区
別
し
な
か
っ
た
し
'
歌
道
'
仏
道
と
を
統
7
的
に
と

ら
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
仏
教
的
な
他
界
観
を
深
め
よ
う
と
す
る
修
業
が
'

芸
術
的
体
験
の
実
現
に
も
な
っ
て
い
た
。
(
「
中
性
的
豊
俄
と
し
て
の
文
学
概

念
」
奥
野
純
7
　
r
文
学
概
念
の
変
通
し
国
書
刊
行
会
)

第
7
の
方
法
で
古
山
ハ
に
接
し
た
と
す
る
と
'
よ
み
の
腔
虻
と
解
釈
と
が
一
斑

し
て
い
て
'
西
は
論
も
整
合
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
加
藤
の
批
判
し
た
宗
教
的

体
験
と
芸
術
的
体
験
は
違
う
と
い
う
の
も
あ
た
ら
な
い
。

加
藤
周
一
は
こ
こ
で
は
第
二
の
方
法
に
よ
っ
て
コ
二
冊
子
』
を
解
釈
し
た
。

そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
'
そ
の
一
四
年
後
二
九
七
八
年
)
　
に
f
:
=
か
れ
た

次
の
文
革
に
わ
れ
わ
れ
は
出
会
う
の
で
あ
る
。
1
休
を
論
じ
、
邦
の
悟
り
の
経

験
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
　
(
悟
り
の
経
験
へ
引
用
老
註
)
　
と
等
価
的
な
続
験
は
'
ど
こ
に
も
と

め
ら
れ
る
か
。
い
か
な
る
経
験
の
密
度
が
'
そ
れ
に
く
ら
ペ
れ
ば
企
世
舞
も

聯
く
見
え
る
ほ
ど
、
溌
密
で
あ
り
得
る
か
。
そ
れ
は
人
に
よ
っ
て
ち
が
う
だ

ろ
う
。
し
か
し
異
る
時
代
の
異
る
文
化
の
な
か
で
'
超
越
性
の
畢
言
が
も
っ

と
も
多
い
の
は
、
宗
教
的
経
験
を
し
ば
ら
く
措
け
ば
'
お
そ
ら
く
あ
る
柾
の

美
的
経
験
へ
こ
と
に
音
菜
と
詩
を
媒
介
に
し
て
の
そ
れ
と
'
恋
愛
の
経
験
'

こ
と
に
愛
す
る
相
手
と
の
肉
体
的
結
合
で
あ
る
。
一
「
一
休
と
い
う
引
袋
」

r
著
作
集
3
』
　
〓
ハ
七
ペ
)

1
休
を
論
ず
る
と
き
加
藤
は
自
分
白
身
の
'
た
と
え
ば
つ
ざ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
経
験
を
考
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

美
し
い
も
の
は
、
私
に
伏
慨
と
し
て
わ
れ
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

周
囲
の
他
界
は
消
え
へ
時
間
は
侍
り
へ
そ
の
対
象
の
現
在
だ
け
が
、
い
わ
ば

私
の
全
休
を
み
た
す
O
も
し
そ
れ
を
陶
酔
の
状
態
と
い
う
と
す
れ
ば
'
完
全

な
陶
酔
の
状
態
は
'
稀
に
'
し
か
も
お
そ
ら
く
た
だ
二
つ
の
機
会
に
し
か
'

私
に
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
。
(
F
称
心
独
語
し
新
潮
社
へ
　
二
三
三
ペ
)
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と
述
べ
、
女
性
の
表
情
の
美
し
さ
と
音
楽
に
感
動
し
た
経
験
を
語
る
の
で
あ
る
。

「
物
我
融
合
境
」
を
導
刃
の
以
合
に
あ
て
は
め
て
考
え
た
と
き
加
藤
は
道
元

の
経
験
の
質
を
自
分
自
身
の
経
験
と
等
価
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
そ
う
い
う
経
験
は
「
三
冊
子
」
　
の
「
物
に
応
ず
れ
ば
」
と
は
た
し
か
に

違
う
と
西
尾
説
を
批
判
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
尾
の
説
-
「
物
我
融

合
墳
」
は
加
藤
の
場
合
の
よ
う
に
典
型
的
へ
純
粋
で
な
-
'
も
う
少
し
範
囲
の

広
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
両
者
の
「
融
合
墳
」
の
経
験
の
質
の
ち
が
い
が
加
藤

の
批
判
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
で
加
藤
は
「
物
我
融
合
の
語

を
道
元
の
場
合
に
用
い
れ
ば
、
芭
燕
の
場
合
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と

述
べ
'
こ
れ
は
、
1
休
を
論
じ
た
部
分
と
矛
眉
す
る
が
'
そ
の
理
由
を
わ
た
-

L
は
今
考
え
て
い
な
い
。

矧
　
西
尾
説
に
お
い
て
言
語
生
活
の
形
態
の
分
数
で
通
じ
合
い
の
相
手
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に
分
類
し
た
か
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
F
こ
と
ば
と
そ
の
文

化
]
　
(
1
九
E
l
七
)
　
で
は
、
1
対
1
と
T
対
多
の
二
分
類
、
r
国
語
教
育
学
の

構
想
し
　
(
1
九
五
〓
　
で
は
1
対
1
'
1
対
多
へ
　
1
対
集
団
に
分
類
し
t
 
r
言

語
生
活
の
探
求
し
　
(
1
九
六
1
)
　
に
い
た
り
完
成
す
る
。
加
藤
は
文
学
史
展
開

を
跡
づ
け
る
た
め
に
前
述
の
二
点
を
補
足
し
た
。
し
か
し
'
文
学
史
の
た
め
だ

け
で
な
く
言
語
生
活
全
休
を
分
類
で
き
る
と
い
う
点
へ
西
比
説
は
よ
り
包
折
的

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
柑
な
い
。

六

西
尾
説
へ
の
批
判
へ
補
足
の
文
章
の
終
わ
り
に
加
藤
周
一
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
文
学
の
定
義
は
、
格
別
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
私
に
興
味
が
あ
る
の
は
'
ど
う
い
う
定
義
が
め
ず
ら
し
い
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
へ
　
ど
う
い
う
定
義
が
当
面
の
仕
事
に
と
っ
て
'
い
ち
ば
ん
便

利
な
道
具
で
あ
る
か
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
'
私

は
文
学
の
概
念
の
定
義
を
7
種
の
作
業
仮
説
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
作
業
仮

説
は
'
仮
説
の
内
容
の
論
理
的
整
合
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
も
批
判
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
'
ま
た
殊
に
作
業
の
実
際
に
あ
た
っ
て
の
有
効
性
に
よ
っ

て
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
こ
の
作
業
は
さ
し
あ
た
っ
て
日
本
文
学

史
で
あ
る
。
最
近
事
実
に
関
す
る
知
識
の
い
よ
い
よ
増
し
て
き
た
日
木
文
学

史
の
ど
う
い
う
局
面
を
み
て
も
'
何
を
以
て
文
学
作
品
と
す
る
か
'
そ
の
仮

説
に
乏
し
い
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
西
尾
説
の
あ
ら
わ
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う

L
t
ま
た
私
の
西
尾
説
を
神
足
す
る
こ
と
に
興
味
を
覚
え
た
所
以
で
も
あ
る
3

(
同
上
古
7
九
八
ペ
)

右
の
文
章
に
西
尾
説
へ
の
批
判
へ
補
足
の
動
機
と
目
的
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

日
本
文
学
史
の
た
め
の
仕
郡
の
準
僻
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

加
藤
周
T
の
文
学
の
理
論
と
し
て
'
初
期
の
r
文
学
と
は
何
か
]
　
二
九
五
〇
)

が
あ
り
へ
本
稿
で
扱
っ
た
「
文
学
の
概
念
」
　
二
九
六
四
)
　
を
経
て
'
「
口
木

文
学
史
の
方
法
論
へ
の
試
み
」
(
日
本
語
訳
7
九
七
1
)
　
「
文
学
の
擁
誰
」
二

九
七
六
)
　
そ
し
て
赦
近
の
F
科
学
と
文
学
し
　
二
九
七
九
)
　
へ
と
続
-
。
文
学

の
概
念
に
つ
い
て
の
拙
論
化
を
深
め
つ
つ
同
時
に
作
品
を
古
き
へ
作
n
m
t
作
家

の
研
究
を
す
る
と
い
う
'
文
学
に
関
す
る
三
つ
の
部
門
を
同
時
に
互
い
に
間
述

さ
せ
な
が
ら
進
行
さ
せ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
話
を
文
学
に
限
っ
て
み
て
も
加

藤
の
桁
神
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

加
藤
周
l
の
「
文
学
史
の
可
能
性
」
の
視
点
か
ら
の
批
判
へ
補
足
に
対
し
、

西
尾
実
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
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文
学
が
訴
え
る
相
手
を
二
種
三
類
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
史
的
展
開

を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
ま
だ
作
業
仮
説
に
さ
え
な
っ
て
い

な
い
。
(
「
ふ
た
た
び
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
」
同
上
雷
五
七
ペ
)

わ
た
し
は
極
め
て
大
ざ
っ
ば
に
作
品
の
意
味
構
造
の
如
何
が
文
学
史
を
可

能
な
ら
し
め
る
基
礎
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
'
そ
う
い
う
歴

史
的
研
究
は
ま
だ
断
片
的
に
し
か
行
っ
て
い
な
い
。
(
「
み
た
び
言
語
と
文
学

に
つ
い
て
」
同
上
書
七
7
ペ
)

ひ
か
え
め
な
述
べ
か
た
を
し
て
い
る
が
'
こ
の
時
点
に
お
い
て
文
学
史
の
新

し
い
方
法
の
可
能
性
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
言
語
生
活
全
休
を
も

理
論
的
に
包
括
す
る
雄
大
で
独
創
的
な
文
学
史
で
あ
り
'
そ
の
萌
芽
を
こ
こ
に

兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

七

加
藤
周
1
の
r
日
本
文
学
史
序
説
上
し
は
す
で
に
出
版
さ
れ
二
九
七
五

j
-
i
-
∴
Z
)
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
'
「
　
「
り
　
　
　
エ
圭
蝣
1
-
:
-
-
)
-
 
-
ド
.
.
～

1
七
位
紀
中
葉
)
に
内
容
的
に
続
-
「
統
日
本
文
学
史
序
説
」
も
完
結
し
た
。

二
九
七
九
二
〇
・
二
六
t
 
r
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
L
o
 
r
著
作
集
1
5
』
に
収
録

さ
れ
近
く
出
版
さ
れ
る
予
定
。
)
　
い
わ
ゆ
る
広
義
の
文
学
の
概
念
に
よ
っ
て
選

ば
れ
た
作
品
と
作
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
見
る
た
め
に
へ
そ
の

見
出
し
を
か
か
げ
る
。
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「
自
然
主
義
」

「
自
然
主
義
」

鈴
木
大
拙
と
梯
田
国
男

子

規

と

淑

石

鴎
外
と
そ
の
時
代

内
村
鑑
三
と
安
部
磯
雄

の
小
説
家
た
ち
(
1
)

の
小
説
家
た
ち
(
2
)

幸
徳
秋
水
と
河
上
撃

有
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o
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笑
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S
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文
学
史
の
い
わ
ば
わ
く
組
み
で
あ
る
文
学
の
概
念
の
成
立
'
展
開
に
つ
い
て

は
さ
き
に
ふ
れ
た
。
で
は
文
学
史
の
中
身
で
あ
る
作
品
'
作
家
の
研
究
に
つ
い

て
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
す
べ
て
の
勘
合
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



1
例
と
し
て
靭
外
に
つ
い
て
の
場
合
に
少
し
ふ
れ
る
。
「
約
外
と
そ
の
時
代
」

(
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
C
-
-
*
　
i
-
t
)
　
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

鴎
外
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
恋
愛
を
、
日
本
で
の
家
族
主
義
(
長
男
の
就
任
)

と
出
仕
主
義
(
官
吏
の
私
生
活
へ
の
概
力
の
干
渉
)
の
た
め
に
へ
切
り
拾
て
た
。

し
か
し
実
生
活
の
上
で
切
り
捨
て
ら
れ
た
恋
愛
は
'
当
人
の
心
の
中
で
忘
れ

ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
文
学
的
活
動
の
原
動
力
と
な
り
'
結

婚
後
7
年
も
経
た
ぬ
う
ち
に
允
表
さ
れ
た
小
説
「
舞
姫
」
二
八
九
〇
)
の
社

に
廻
っ
た
。
実
生
は
の
上
で
の
妥
協
を
文
学
的
創
造
力
に
転
化
す
る
と
い
う

鴎
外
の
7
生
を
貫
く
班
別
は
へ
こ
の
と
き
に
は
じ
ま
る
。
(
八
1
-
八
二
ペ
)

晩
年
の
史
伝
三
作
の
価
伯
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
ち
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

伝
記
の
記
述
が
1
見
荒
掠
た
る
即
実
の
羅
列
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
'

そ
の
登
場
人
物
が
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
人
生
が
鴎
外
そ
の

人
に
と
っ
て
の
も
う
1
つ
の
可
能
な
　
-
　
し
か
し
尖
鋭
し
な
か
っ
た
人
生
で

あ
っ
ノ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
(
八
五
ペ
)

し
か
し
す
で
に
「
鴎
外
と
洋
学
」
二
九
五
〇
)
'
「
鴎
外
と
そ
の
時
代
」
二

九
五
九
)
、
「
鶴
外
と
史
伝
の
正
味
」
二
九
六
三
)
　
が
あ
り
'
こ
と
に
右
に
引

用
し
た
こ
と
の
大
部
分
は
「
職
外
と
史
伝
の
意
味
」
に
く
わ
し
い
.
鴎
外
に
限

ら
ず
親
駕
で
も
7
休
で
も
仕
附
弥
で
も
白
石
で
も
同
じ
で
あ
る
。
1
般
化
し
て

言
え
ば
加
藤
に
と
っ
て
個
別
的
な
作
品
、
作
品
と
の
出
会
い
　
(
各
論
)
　
が
ま
ず

あ
り
'
そ
れ
ら
の
論
を
文
学
史
と
し
て
歴
史
的
に
位
起
づ
け
た
　
(
総
論
一
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

<

西
に
実
は
加
藤
周
T
と
の
山
会
い
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
自
ら
述
べ
て
い

るCI

道
元
の
止
法
眼
蔵
の
間
題
に
つ
い
て
も
'
昭
和
三
二
年
六
月
の
日
本
文
学

協
会
の
大
会
の
時
に
'
加
藤
用
7
氏
か
ら
'
「
日
本
の
文
学
史
で
親
浩
や
道

元
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
西
洋
で
は
パ
ス
カ
ル
の

F
パ
ン
セ
』
が
文
学
史
に
耽
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
L
t
説
教
も
'
す
ぐ
れ
た

も
の
は
文
学
史
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
'
そ
れ
は
仏
教
だ
と

い
っ
て
文
学
火
に
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
は
お
か
し
い
」
と
い
う
悲
味
の
訳

が
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
時
に
加
藤
氏
に
初
め
て
会
っ
て
'
「
こ
れ
ま
で

の
文
学
史
で
も
'
大
き
い
文
学
史
な
ら
、
必
ず
、
法
然
・
刺
駕
・
道
元
そ
の

他
の
仏
教
家
の
新
作
も
牧
り
上
げ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
'
そ
れ
は
'
た
だ
人

と
文
章
を
放
り
上
げ
て
い
る
だ
け
で
'
文
学
史
に
お
け
る
位
班
づ
け
も
正
義

づ
け
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
'
課
題
が
遺
さ
れ
て
い
る
」
と
答

え
た
。
(
F
導
兄
と
世
阿
弥
』
・
:
石
披
古
店
二
七
ペ
)

両
者
の
初
め
て
の
出
会
い
か
ら
'
話
題
は
文
学
の
概
念
の
拡
大
に
か
か
わ
っ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
7
方
加
藤
周
7
は
「
私
は
カ
ナ
ダ
で
荻
生
糾
排
を

耽
読
し
、
ド
イ
ツ
の
大
学
の
図
書
.
a
で
、
道
元
の
古
許
を
た
の
し
ん
だ
3
そ
し

て
元
文
部
大
臣
析
田
邦
彦
の
r
正
法
眼
蔵
利
恵
」
　
の
だ
め
で
あ
る
こ
と
や
、
西

尾
先
生
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
註
解
の
周
到
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
。
」
(
「
誰
臼
の

想
い
出
」
　
1
九
六
四
二
〇
)
　
と
西
尾
尖
の
思
い
出
を
端
…
っ
て
い
る
.
文
学
の

概
念
に
つ
い
て
の
両
説
の
山
会
い
も
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

両
者
の
文
学
に
つ
い
て
の
考
え
が
典
型
的
に
鋭
-
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
本

稿
で
扱
っ
た
論
文
で
あ
り
'
以
後
の
両
者
の
仕
事
を
み
る
時
、
こ
の
と
き
の
両

者
の
文
学
の
概
念
に
つ
い
て
の
論
文
の
意
義
は
大
き
い
と
ユ
」
=
え
よ
う
。

二
九
八
〇
・
　
]
　
・
　
1
五
)

(
静
岡
E
J
t
立
榛
頻
=
=
等
学
校
教
諭
)
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