
こ
と
ば
に
．
関
す
る
四
著

私
が
、
こ
こ
で
関
連
的
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
う

の
は
、
山
本
正
芳
『
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
』

（
岩
波
冒
店
）
・
吉
本
隆
開
『
言
語
に
と
っ
て
美
と

は
な
に
か
』
第
－
巻
・
第
∬
巻
（
勤
草
撃
尿
）
・
中

村
光
夫
『
言
葉
の
芸
術
』
（
講
談
社
）
・
寺
田
透
『
近

代
日
本
の
こ
と
ば
と
詩
』
へ
思
潮
社
）
の
四
著
作
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
、
昨
年
度
に
上
梓
さ
れ
て
、
私

の
文
学
的
関
心
の
上
に
興
味
ぶ
か
か
っ
た
、
言
語
考

察
の
雷
、
あ
る
い
は
言
語
考
察
を
ふ
く
ん
だ
書
物
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
四
著
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格

を
異
に
し
て
い
て
、
一
律
に
輪
ず
る
に
は
か
な
ら
ず

L
も
ふ
さ
わ
し
い
対
象
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
い

ず
れ
も
、
こ
と
ば
、
陣
に
近
代
日
本
の
こ
と
ば
に
対

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
か
た
ち
で
メ
ス
を
入
れ
て
い

て
、
読
者
は
、
関
連
的
に
多
く
の
感
憩
を
誘
発
さ
れ

ざ
る
を
え
ず
、
そ
こ
に
ま
た
椅
別
の
お
も
し
ろ
さ
が

あ
る
の
で
あ
る
。

山
本
正
秀
『
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
』
は
、

．
磯
　
　
貝
　
　
英
　
　
夫

長
い
あ
い
だ
待
望
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
幕
末
か
ら

明
治
二
二
年
に
い
た
る
言
文
一
致
運
動
の
歴
史
は
、

こ
こ
で
は
じ
め
て
包
括
的
に
叙
述
さ
れ
、
そ
の
全
容

を
あ
ら
わ
し
た
。
長
年
に
わ
た
る
、
う
ず
も
れ
た
資

料
の
博
捜
と
整
理
の
努
力
に
は
、
心
か
ら
敬
意
を
表

し
た
い
。
本
書
の
帯
繁
か
ら
脱
稿
ま
で
に
一
〇
年
余

を
要
し
た
と
い
う
か
、
著
者
の
努
力
は
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

若
者
は
、
そ
れ
ら
の
彪
大
な
変
科
を
で
き
る
だ
け

広
く
引
用
し
、
て
い
ね
い
に
紹
介
し
っ
つ
、
評
価
を

加
え
、
史
的
に
位
置
づ
け
、
大
き
な
展
望
を
つ
く
る

と
い
う
か
た
ち
で
、
本
書
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
こ
の
召
物
は
、
そ
の
ま
ま
二
言
文
一
致
盲
科

辞
典
と
い
う
お
も
む
き
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
私

た
ち
は
、
言
文
一
致
関
係
の
主
張
と
実
践
の
ほ
と
ん

ど
を
、
直
接
、
本
書
に
お
い
て
た
し
か
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
原
資
料
を
直
接
手
に
す
る
こ
と
が
か
な
り

む
ず
か
し
い
今
日
に
お
い
て
、
資
料
の
引
用
と
紹
介

に
罷
切
な
こ
の
配
屁
は
、
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
も

の
で
あ
る
。
近
代
日
本
語
の
史
的
研
究
の
重
要
な
資

料
的
礎
石
が
こ
こ
に
築
か
れ
た
わ
け
で
、
こ
の
こ
と

の
便
益
は
、
は
か
朝
知
れ
な
い
。
今
後
の
す
べ
て
の

研
究
は
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
の
ゆ
れ
を
元
し
っ
つ
、
や
が
て
言
文
一

致
が
本
楯
化
す
る
明
治
二
三
年
以
降
の
、
こ
の
若
者

に
よ
る
整
理
が
、
ま
た
待
望
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
近

代
文
学
関
係
者
と
し
て
こ
の
労
作
に
感
謝
を
さ
さ
げ

つ
つ
、
し
か
し
、
そ
の
一
面
に
、
あ
る
種
の
不
満
が

な
く
も
な
い
。
そ
れ
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
、
「
勝

手
な
私
見
や
即
断
は
で
き
る
だ
け
控
え
る
方
針
で
執

筆
し
た
。
」
と
書
か
れ
、
そ
の
点
、
著
者
自
身
も

「
あ
き
た
り
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
う
い
う
種
類
の
著

述
に
は
当
然
の
、
ま
た
必
要
な
か
ま
え
と
言
っ
て
よ

い
も
の
だ
ろ
う
が
、
気
に
な
る
の
は
、
こ
う
い
う
ひ

か
え
め
と
手
を
組
ん
で
い
る
批
評
意
識
の
単
l
性
で

あ
る
。こ

こ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
倫
理
的
で
も
あ
る
、
言
文

一
致
の
絶
対
賛
仰
更
別
提
と
し
て
、
今
日
的
な
言
文

一
致
と
の
距
離
、
あ
る
い
は
言
文
一
致
肯
定
の
度
合

に
応
じ
て
、
す
べ
て
の
文
と
論
は
価
値
づ
け
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
二
言
文
一
致
へ
の
多
く

の
た
め
ら
い
、
そ
れ
に
由
来
す
る
じ
ぐ
ざ
ぐ
道
は
、
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す
べ
て
、
無
註
味
な
頑
速
さ
の
所
産
と
だ
け
言
い
治

し
て
し
ま
っ
て
い
い
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
疑
問
が
、

全
体
的
な
首
肯
の
な
か
に
も
つ
よ
く
お
こ
っ
て
く

る
。た

と
え
ば
、
二
三
年
の
、
鴎
外
の
「
言
文
諭
」
に

結
晶
す
る
よ
う
な
、
言
と
文
と
は
ち
が
う
、
西
欧
で

も
ち
が
う
の
だ
、
と
い
っ
た
多
く
の
言
説
な
ど
、
次

元
の
ち
が
う
、
と
る
に
足
ら
ぬ
論
議
と
し
て
退
け
ら

れ
る
の
だ
が
、
次
元
は
ち
が
う
に
せ
よ
、
あ
そ
こ
に

は
や
は
り
重
要
な
問
題
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
て
く

る
。
敬
体
で
は
な
い
常
態
の
採
用
に
、
文
の
客
観
性

痘
得
を
考
え
る
の
は
正
確
だ
が
、
「
で
あ
る
」
と
い

う
「
非
言
」
の
採
用
に
よ
る
言
文
一
致
の
安
定
を
解

釈
す
る
に
は
、
言
と
文
と
を
区
別
す
る
論
理
が
あ
ら

た
め
て
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
て
く
る
。

『
中
央
公
論
』
に
、
審
美
的
な
文
語
賢
を
誓
い
た

丸
谷
才
一
な
ど
は
問
わ
ず
、
こ
こ
で
、
の
ち
に
と
り

あ
げ
る
、
中
村
光
夫
の
、
「
風
呂
の
水
と
一
緒
に
赤

児
を
流
」
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
言
文
一
致
輿
ま

た
、
寺
田
透
の
、
今
日
の
一
般
感
覚
と
は
反
対
に
、

言
を
文
の
杜
松
と
見
な
す
露
伴
の
見
解
（
「
文
責
及

言
語
の
向
上
」
大
3
）
を
一
望
あ
る
も
の
と
す
る
考

え
か
た
な
ど
が
、
対
照
的
に
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

問
題
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
総
じ
て
、
言
文

一
致
へ
の
抵
抗
心
情
に
対
す
る
問
題
的
な
分
け
入

り
、
ま
た
、
言
文
一
致
の
得
と
矢
へ
の
日
く
ぼ
り
と

い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
叙
速
は
さ
ら
に
立

体
化
し
え
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
、
労
作
に
対
す
る
望
苛
の
言
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
言
文
一
致
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
、
芙
妙
と

四
迷
の
言
文
一
致
は
、
自
覚
の
程
度
に
は
と
ど
ま
・
h

ぬ
、
本
質
的
な
差
異
・
対
立
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ

た
こ
と
が
、
文
学
的
に
、
興
味
ぶ
か
く
観
察
さ
れ
る

の
だ
が
、
そ
う
し
た
切
り
こ
み
は
、
こ
の
貴
重
な
資

料
大
成
・
包
括
展
望
の
上
に
、
各
論
者
が
種
々
の
角

度
か
ら
こ
こ
ろ
み
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

曽
木
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』

は
、
山
本
正
秀
の
実
証
的
労
作
と
は
が
ら
り
と
変
っ

た
理
論
的
な
労
作
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
壷
性
的
独
白

か
政
策
論
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
一
般
文
学
理
論
の

枠
を
破
っ
て
、
「
文
学
は
言
語
の
芸
術
だ
」
と
い

う
、
だ
れ
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
地
点
か
ら
の
み
出

発
し
て
、
理
論
の
「
対
象
的
客
観
性
」
を
求
め
よ
う

と
い
う
、
多
く
の
文
学
理
論
家
や
研
究
者
が
し
ば
し

ヽ

　

ヽ

ば
抱
い
て
き
た
ゆ
め
に
果
敢
に
い
ど
ん
だ
野
心
的
論

策
な
の
で
あ
る
。

言
語
本
質
論
か
ら
始
め
て
、
日
本
の
文
学
史
を
表

出
史
と
し
て
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
大
き
な
措
恕
の

全
体
に
創
意
が
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、

ほ
と
ん
ど
頁
ご
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
と
異
論
が

誘
発
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
書
物
の
あ
ざ

や
か
な
個
性
が
強
い
る
も
の
で
、
強
い
異
論
を
よ
び

さ
ま
す
よ
う
な
書
物
は
、
そ
れ
自
体
名
著
と
言
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。

若
者
は
、
自
己
表
出
と
指
示
衷
出
と
の
二
重
性
の

上
に
言
語
の
本
質
を
考
え
る
。
な
か
で
も
重
視
す
る

の
は
自
己
表
出
性
で
あ
り
、
文
学
は
、
「
言
語
の
表

現
を
自
己
表
出
の
両
で
強
化
し
た
」
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
文
学
の
自
律
的
・
必
然
的
な
歴
史

は
、
自
己
表
出
と
し
て
の
言
語
の
裏
甥
史
と
い
う
抽

出
に
よ
っ
て
の
み
可
舵
に
な
る
と
さ
れ
る
。

こ
う
い
う
著
者
は
、
指
示
表
出
を
軸
と
し
て
文
学

を
考
え
る
、
マ
ル
ク
ス
主
喪
章
の
文
学
理
論
に
対
し

て
、
徹
底
的
に
圃
争
の
姿
勢
を
と
る
。
そ
こ
に
は
、

か
つ
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
の
延
長
線
に
彷

控
し
」
、
そ
の
税
に
多
く
の
敵
を
持
つ
若
者
の
、
は

げ
し
い
怨
恨
が
う
ず
ま
い
て
い
る
。
吉
本
個
人
の
歴

史
を
知
ら
ぬ
者
に
は
お
そ
ら
く
不
可
解
な
パ
ト
ス

が
、
論
理
の
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
て
ま
で
、
い
わ
ゆ

る
進
歩
文
学
理
論
に
対
し
て
擬
発
す
る
。

こ
こ
で
、
私
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え

る
。
か
つ
て
、
サ
ル
ト
ル
が
、
想
像
を
あ
や
ま
れ
る

知
覚
と
し
、
憩
像
の
不
安
を
匡
正
す
る
と
こ
ろ
に
芸
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術
を
考
え
た
ア
ラ
ン
の
芸
術
論
を
否
定
し
、
想
像
力

の
独
立
性
と
優
位
性
を
明
か
に
し
て
、
そ
の
延
長
線

で
、
芸
術
の
現
実
か
ら
の
超
越
性
を
主
張
し
た
と

き
、
た
し
か
に
芸
術
の
あ
る
特
質
を
み
ご
と
に
指
元

し
え
た
の
だ
っ
た
が
、
や
が
て
、
そ
の
論
理
を
し
て

さ
ら
に
現
実
・
歴
史
を
く
ぐ
ら
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

り
、
そ
う
い
う
か
た
ち
で
、
い
わ
ば
ア
ラ
ン
洗
論
理

が
た
ち
か
え
っ
て
き
た
、
あ
あ
い
う
過
程
が
、
背
景

は
も
ち
ろ
ん
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
が
、
こ
こ
に
も
お
こ

る
可
能
性
が
あ
る
し
、
ま
た
お
こ
る
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
を
。

こ
の
詔
物
を
説
み
な
か
ら
、
曽
木
の
強
調
と
は
ま

っ
た
く
逆
に
、
指
示
表
出
に
重
点
を
お
い
て
、
か
れ

の
攻
撃
を
そ
の
ま
ま
自
己
表
出
主
薄
に
転
移
す
る
こ

と
も
、
か
れ
の
分
析
の
上
に
ひ
と
し
く
論
理
的
に
成

立
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
愉
快
な
思
考

操
作
で
あ
っ
た
。
自
己
表
出
と
指
示
表
出
と
は
、
そ

れ
ほ
ど
に
相
関
的
な
も
の
で
あ
り
、
な
に
よ
り
か
れ

の
最
初
の
図
式
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
元
し
て
い
る
。

（
つ
い
で
に
言
え
ば
三
品
囲
学
者
が
な
に
か
と
い
え
ば

す
ぐ
図
解
し
た
が
る
習
性
は
、
私
に
は
不
可
解
で
あ

る
。
複
雑
な
衷
甥
の
問
題
を
単
純
な
平
面
図
式
で
指

示
し
う
る
な
ら
ば
苦
労
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
著
書
の
多
様
す
る
図
式
も
つ
ま
ら
ぬ
も
の
が
多

Y
、
こ
の
人
ま
で
が
‥
・
…
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
）著

者
の
発
想
が
、
自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
不
幸

な
分
裂
と
い
う
今
日
的
状
況
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る

こ
と
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
本
質
論
的
に
は
、
両

者
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
相
関
性
を
考
え
る
ほ

か
は
な
く
、
著
者
の
文
学
史
叙
述
に
お
い
て
も
、
蓑

田
性
と
時
代
の
横
瀬
性
路
を
か
か
わ
ら
せ
る
と
こ
ろ

に
お
い
て
、
特
に
説
得
性
と
有
効
性
が
出
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
多
く
は
永
知
の
上
で
、
著
者
の
パ
ト

ス
が
は
げ
し
く
走
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
寺

田
透
が
、
の
ろ
に
と
り
あ
げ
る
本
の
な
か
で
、
「
言

葉
全
体
の
問
題
を
、
論
争
的
な
態
度
で
、
解
明
し
て

ゆ
け
る
と
恩
ふ
の
は
恐
ら
く
正
し
く
な
い
の
だ
。
…

…
相
手
を
倒
す
快
と
、
無
傷
の
自
説
を
体
系
的
に
観

衆
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
名
誉
と
を
、
同
時
に
得
よ
う

と
す
る
の
は
間
違
っ
て
ゐ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
、

一
種
の
知
恵
の
こ
と
ば
が
浮
か
ん
で
く
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
理
論
的
労
作
の
元
喫
す

る
と
こ
ろ
は
小
さ
く
な
い
。
細
部
の
疑
問
は
か
ぎ
り

な
く
、
達
托
す
る
断
案
の
一
つ
一
つ
に
さ
ら
に
十
の

検
証
が
必
顎
で
あ
り
、
著
者
独
自
の
文
脈
か
ら
切
り

は
な
し
て
、
安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
な
概
念
な

ど
、
ど
こ
に
も
な
い
が
、
こ
の
思
弁
総
体
が
大
き
な

理
論
的
興
哲
を
励
起
す
る
の
で
あ
り
、
理
論
的
衰
弱

の
い
ち
じ
る
し
い
今
日
の
批
評
界
・
研
究
罪
に
お
い

て
、
こ
の
書
物
の
出
現
の
意
味
は
大
き
い
の
で
あ

る
。中

村
光
夫
『
言
葉
の
芸
術
』
は
、
一
回
一
回
、
か

な
り
自
由
に
ト
ピ
ッ
ク
を
ひ
ろ
っ
て
書
い
た
、
エ
ッ

セ
イ
風
の
論
述
で
、
以
上
の
若
己
と
同
性
質
の
も
の

で
は
な
い
。
だ
が
、
「
文
学
」
を
「
言
葉
の
芸
術
」

と
言
い
か
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
こ
と
ば
の
性
路
か

ら
、
根
源
的
に
文
学
の
本
質
を
説
こ
う
と
す
る
、
吉

本
と
の
同
志
向
性
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
近
代
日
本
語

へ
の
関
心
に
お
い
て
、
上
の
両
霞
と
共
通
す
る
。

そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
「
現
実
は
言
豊
に
よ
っ
て

再
甥
で
き
る
と
い
ふ
素
朴
な
信
仰
」
を
否
定
す
る
と

い
う
、
こ
の
著
者
の
古
く
か
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
く
り

か
え
し
で
あ
る
が
、
文
学
論
を
言
論
商
に
ま
で
拡
充

し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
と
こ
ろ
が
興
味
ぶ
か

ヽ

一

〇

′
V

「
明
治
以
来
の
文
学
の
、
最
大
の
異
質
的
成
果
を

も
た
ら
し
た
革
新
で
あ
る
言
文
一
致
の
起
動
が
、
伝

統
の
型
に
は
ま
っ
た
文
責
を
取
壊
す
る
点
で
は
、
大

き
な
役
割
を
は
た
し
な
が
ら
、
一
方
で
文
章
と
文
飾

を
混
同
す
る
や
う
な
感
傷
的
な
自
然
偏
重
の
気
風
を

腋
成
し
、
新
し
い
文
葦
を
つ
く
り
だ
す
代
り
に
、
文

章
そ
の
も
の
の
壊
減
を
招
来
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、
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こ
の
大
き
な
荒
廃
の
一
画
と
い
へ
ま
せ
う
。
」

こ
れ
を
、
さ
き
の
山
本
正
秀
の
本
の
　
「
あ
と
が

き
」
の
「
い
わ
ゆ
る
『
言
文
一
致
運
勤
』
の
近
代
口

語
文
体
砥
立
の
歴
史
は
、
日
本
近
代
文
学
の
発
達
の

上
で
、
自
然
主
義
文
学
運
動
に
も
劣
ら
な
い
重
大
性

を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
…
…
」
と
い
う
書
き
だ
し

と
ち
ょ
っ
と
比
較
し
て
も
、
言
文
一
致
1
自
然
主

糞
に
一
つ
の
荒
原
を
見
る
者
と
、
単
純
に
進
歩
を
見

る
者
と
の
差
が
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
中
村
光
夫
は
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

毒
口
と
文
と
の
異
質
性
の
認
識
を
襲
失
さ
せ
た
あ
り
の

ヽ

　

ヽ

ま
ま
主
益
に
今
日
の
文
学
の
荒
原
の
根
源
を
見
す
え

て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
主
張
は
す
で
に
く
ど
い
ほ
ど

だ
が
、
今
日
の
理
鈴
に
必
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
主

張
を
む
し
ろ
最
下
位
の
常
識
線
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ

・つ。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
日
本
語
の
近
代
化
の
過
程
を

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
論
理
的
に
対
象
化
す
る
こ
と

の
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
。
す
べ
て
は
こ
れ
か
ら
で
あ
ノ

る
。寺

田
透
『
近
代
日
本
の
こ
と
ば
と
詩
』
は
、
評
論

薫
で
、
中
村
光
夫
の
太
よ
り
以
上
に
、
一
貫
的
な
論

述
で
は
な
い
の
だ
が
、
近
代
日
本
の
こ
と
ば
を
考
察

し
て
、
鋭
敏
で
、
し
か
も
柔
軟
な
感
覚
と
思
考
が
光

っ
て
い
る
。

「
言
葉
と
い
ふ
も
の
か
無
類
に
柔
軟
祖
雑
、
し
か

も
非
実
体
的
で
．
、
こ
ん
な
に
観
察
と
検
討
に
対
し
て

容
貌
を
変
じ
や
す
く
、
身
を
か
く
し
た
が
る
実
在
は

他
に
類
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
う
ふ
か
い
認

識
、
そ
こ
か
ら
、
「
要
す
る
に
他
人
の
用
ひ
る
言
葉

に
対
す
る
態
度
は
、
寛
容
に
注
意
淡
く
、
長
い
目
で

見
る
と
い
ふ
こ
と
以
外
に
は
な
く
、
自
分
の
言
葉
使

用
に
対
し
て
は
、
放
し
い
上
に
も
敢
し
く
、
潔
癖
な

態
度
で
、
注
意
淡
く
、
と
い
ふ
の
が
言
葉
に
関
す
る

公
正
な
唯
一
の
態
度
だ
と
言
っ
て
い
い
や
う
に
供
は

恩
ふ
。
」
と
い
う
、
慎
重
で
あ
る
と
同
時
に
放
し
い

か
ま
え
が
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
い
う
著
者
の
、
こ
と
ば
に
対
す
る
態
度
は
、

世
の
い
わ
ゆ
る
保
守
派
と
も
進
歩
派
と
も
ま
っ
た
く

ち
が
う
。
権
力
の
こ
と
ば
い
じ
り
に
「
へ
そ
を
曲
げ
」

る
と
同
時
に
、
現
代
日
本
語
の
混
乱
を
言
い
た
て

た
り
す
る
者
の
轄
柏
を
衝
き
、
新
標
記
法
の
か
わ
に

混
乱
の
苛
め
を
負
わ
せ
る
見
解
を
排
除
し
て
、
「
古

い
も
の
に
対
す
る
あ
さ
は
か
な
執
着
」
の
か
わ
に
む

し
ろ
滑
稽
な
混
乱
を
指
摘
す
る
、
と
い
っ
た
風
で
あ

る
。「

『
失
念
と
言
へ
は
立
派
な
物
忘
れ
』
と
い
ふ
嘲

笑
を
発
し
た
庶
民
の
立
場
が
農
の
立
場
で
あ
る
。
」

く
え
ん

と
言
い
つ
つ
、
円
朝
的
口
演
の
調
子
が
、
二
些
事
四

迷
の
散
文
を
「
甲
ら
せ
、
厚
ぼ
っ
た
く
さ
せ
、
精
神

の
崇
斑
を
か
く
し
て
ゐ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ

う
い
う
、
と
ら
わ
れ
ぬ
感
受
性
の
動
き
に
、
私
た
ち

は
多
く
の
啓
発
号
っ
け
る
。
こ
の
本
で
こ
と
ば
に
つ

い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
決
し
て
多
く
は
な
い

が
、
ほ
か
の
諭
著
を
も
あ
わ
せ
て
、
こ
の
著
者
は
、

私
た
ち
が
こ
と
ば
に
つ
い
て
開
く
べ
き
感
覚
と
知
恵

と
を
最
も
ゆ
た
か
に
そ
な
え
て
い
る
一
人
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

諭
稿
と
し
て
ほ
、
「
宮
沢
賢
治
の
責
話
の
世
界
」

が
特
に
興
味
ぶ
か
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
こ

で
は
別
に
言
う
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
四
著
を
読
み
あ
わ
せ
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
、

こ
と
ば
の
世
界
の
広
さ
、
そ
の
抽
出
と
解
釈
の
多
様

性
に
つ
い
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
ぜ
ひ
そ
う
思
い
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
上
で
、
自
分
の
感
受
性
を
手
ば
な
さ

ず
、
そ
れ
を
論
理
化
し
て
ゆ
く
以
外
に
遠
の
な
い
こ

と
を
、
知
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

－
　
広
島
大
学
助
教
授
1
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