
谷
崎
潤
一
郎
の
表
現
論

－
　
『
文
章
読
本
』
　
ぉ
ば
え
が
き

一

は

じ

め

に

谷
崎
潤
一
郎
は
、
昭
和
四
年
十
一
月
号
の
「
改
造
」
に
「
現
代
口
語
文
の
欠
点

に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
免
表
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
明
治

以
降
翻
訳
も
の
な
ど
を
通
し
て
流
入
し
て
き
た
欧
文
脈
の
文
体
が
現
代
口
語
文

に
多
く
の
欠
点
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
判
断
か
ら
、
そ
の
欠
点
を
是
正
す
る
た

め
に
は
図
譜
の
持
つ
長
所
と
美
点
を
再
認
識
し
、
そ
れ
を
活
用
し
た
口
語
文
を

創
出
し
な
け
れ
ば
な
こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
提
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
五

年
後
の
昭
和
九
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
r
文
章
読
本
L
も
、
ほ
ぼ
同
じ
モ
チ

ー
フ
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
両
者
と
も
、
周
囲
に
向
か
っ

て
の
提
言
と
い
う
だ
け
で
は
呟
く
、
青
年
期
に
は
「
努
め
て
西
洋
文
臭
い
国
文

を
書
く
こ
と
を
理
想
と
し
て
㍉
い
た
谷
崎
白
身
の
自
己
反
省
の
モ
チ
ー
フ
が
込

め
ら
れ
て
い
た
。

昭
和
四
年
か
ら
昭
和
九
年
に
か
け
て
の
時
期
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
関
東
大
震
災
後
、
関
西
に
移
住
し
た
谷
崎
が
、
そ
の
風
土
と
伝
統
文
化
に

ひ
か
れ
、
や
が
て
作
品
の
上
で
は
、
「
卍
」
（
昭
和
三
・
三
～
五
・
四
）
や
「
蓼

喰
ふ
姦
」
（
昭
三
・
十
二
～
四
・
六
）
を
転
回
点
と
し
て
い
わ
ゆ
る
古
典
回

帰
へ
と
お
も
む
く
時
期
で
あ
る
。
変
化
は
、
作
品
の
題
材
だ
け
で
な
く
、
そ
の

綾
　
　
目
　
　
広

治

方
法
に
も
あ
ら
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
客
観
描
写
が
影
を
ひ
そ
め
て
、
か
わ
り
に
語

り
や
古
文
書
編
纂
体
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
伝
統
文
化
へ
の
開

眼
は
、
ま
た
、
谷
崎
の
美
意
識
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
や
が
て
、
「
陰
翳
礼

賛
」
　
（
昭
八
・
十
二
、
九
二
一
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
文
章
読
本
』

も
こ
の
流
れ
の
中
に
あ
る
の
で
、
日
本
の
古
典
文
礼
祭
と
い
っ
た
趣
き
さ
え
あ

る
こ
の
読
本
は
、
い
わ
ば
表
現
論
に
お
け
る
古
典
回
帰
の
書
で
あ
る
と
言
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
文
章
読
本
L
　
は
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
だ
け
で
評
価
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
日
本
文
、
あ
る
い
は
そ
の
古
典
文
の
特
質
に
つ
い
て
の

す
ぐ
れ
た
考
察
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
言
語
一
般
の
本
質
論
を
ふ
ま
え
た
本
格
的
な
表
現
論
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
r
文
章
読
本
L
　
に
は
、
日
本
語
論
、
日
本
文
論
と
い

う
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
一
般
的
要
言
語
表
現
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
谷
崎
の
r
文
章
読
本
し
以
後
、
川
端
康
成
、
三
島
由
紀
夫
、
中
村
真

一
郎
、
丸
谷
才
一
に
よ
っ
て
、
r
文
章
読
本
」
と
越
さ
れ
た
本
、
も
し
く
は
そ
れ

に
近
い
名
を
持
つ
本
が
著
わ
さ
れ
た
が
、
谷
崎
の
　
¶
文
章
読
本
L
が
一
番
古
い

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
今
日
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
を
越
え
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
言
語
の
本
質
的
な
洞
察
に
も
と
づ
く
表
現
論
が
あ
る
か
ら



で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
観
点
か
ら
r
文
章
読
本
L
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

r
文
章
読
本
L
は
、
「
文
章
と
は
何
か
」
、
「
文
章
の
上
達
法
」
、
「
文
章
の
要
素
」

の
三
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
言
語
本
質
論
に
も
と
づ
く
表
現
論
は
、
お

も
に
第
二
草
の
「
文
章
と
は
何
か
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取

り
扱
い
た
い
の
も
、
こ
の
第
一
章
を
中
心
に
し
た
表
現
論
で
あ
る
。

二
　
言
語
の
二
面
性

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
r
一
般
言
語
学
講
義
」
　
（
小
林
英
夫
訳
）
　
で
、
「
心
理
的

に
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
の
思
想
は
、
語
に
よ
る
そ
の
表
現
を
無
視
す
る
と
き
は
、

無
定
形
の
不
分
明
な
か
た
ま
り
に
す
ぎ
な
い
」
が
、
そ
の
「
星
雲
の
よ
う
な
」

思
想
に
分
節
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
思
想
を
分
明
な
ら
し
め

る
の
が
言
語
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ば
言
語
は
、
わ
れ

わ
れ
の
思
想
を
カ
オ
ス
の
状
態
か
ら
コ
ス
モ
ス
の
状
態
へ
と
導
い
て
く
れ
る
わ

け
で
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
言
語
が
単
に
思
想
を
伝
達
す
る
だ
け
で
な
く
、
思
想

そ
の
も
の
を
形
成
す
る
重
要
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
供
つ
ま
で
も
な
く
、
思
想
や
表
象
の
定
式
化
作
用
に

言
語
の
重
要
な
機
能
を
見
る
考
え
方
は
、
そ
れ
以
前
に
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
『
文

章
読
本
J
は
、
ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
ソ
シ
ュ
ー
ル
風
の
認
識
か
ら
は
じ
ま
る
の

で
あ
る
。

谷
崎
は
、
「
や
l
細
か
い
思
想
を
明
瞭
に
伝
へ
よ
う
と
す
れ
ば
、
言
語
に
依

る
よ
り
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
語
の
伝
達
機
能
に
触
れ
た
後
、
言
語
は
ひ

と
り
で
物
を
考
え
る
時
に
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
「
わ
れ
〈
は
頭
の
中
で

ご
れ
を
か
う
し
て
L
と
か
『
あ
れ
を
あ
・
し
て
』
と
か
云
ふ
風
に
独
り
ご
と

を
云
ひ
、
自
分
で
自
分
に
云
ひ
聴
か
せ
な
が
ら
考
へ
る
。
さ
う
し
な
い
と
、
自

’
r
と

分
の
思
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
纏
ま
り
が
つ
き
に
く
い
。
」
　
と
述

べ
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

さ
れ
ば
言
語
は
思
想
を
伝
達
す
る
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
思
想
に
一
つ

の
形
態
を
与
へ
る
、
纏
ま
り
を
つ
け
る
、
と
云
ふ
働
き
を
持
っ
て
を
り
ま

す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
谷
崎
が
忠
恕
形
成
作

用
に
お
け
る
言
語
の
重
要
な
役
割
り
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
働
き
が
十
全
な

も
の
で
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
「
の
み
な
ら
ず
、
思
想
に
綿
ま
り
を
つ
け
る
と

云
ふ
働
き
が
あ
る
一
面
に
、
思
想
を
一
定
の
型
に
入
れ
て
し
ま
ふ
と
云
ふ
欠
点

が
あ
り
ま
す
。
」
と
、
i
て
の
働
き
が
負
の
方
向
に
も
作
用
す
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
谷
崎
の
言
語
論
は
、
言
語
の
プ
ラ
ス
面
よ
り
も
、

む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
面
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
思
想
を
一
定
の
型
に
入
れ
て
し
ま
ふ
と
云
ふ
欠
点
」
に
つ
い
て
、
谷
崎
は
、

そ
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
同
じ
紅
い
花
を
見
た
場
合
に
も
、
各
人
違
っ
た
色

合
い
を
見
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
結
局
「
紅
い
」
と
い
う
一
つ
の
語
で
表
現

さ
れ
て
し
ま
い
、
し
た
が
っ
て
伝
達
の
場
面
に
お
い
て
も
各
人
の
偶
々
の
印
象

と
は
違
っ
た
も
の
が
伝
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
例
示
の

内
容
は
、
「
一
切
の
言
語
的
表
現
は
、
具
体
的
個
別
的
な
る
素
材
を
、
非

限
定
的
に
一
般
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
　
（
『
国
語
学
原
論
L
）
と
し
、
「
言

語
過
程
説
の
伝
達
論
は
、
こ
れ
を
結
論
的
に
云
へ
ば
、
伝
達
の
成
立
と
い
ふ
こ

と
は
、
極
め
て
悲
観
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
　
（
『
国
語
学
原
論
　
続

編
し
）
と
述
べ
た
時
枝
誠
記
の
一
言
語
伝
達
論
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、
む
し

ろ
、
「
返
す
′
ぐ
・
も
言
語
は
万
能
な
も
の
で
な
い
こ
と
、
そ
の
働
き
は
不
自
由

で
あ
り
、
時
に
は
有
害
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ



り
ま
す
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
語
の
負
の
面
を
強
調
す
る
そ
の
言
語
観
は
、

言
語
に
不
信
の
念
を
抱
き
続
け
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
そ
れ
に
近
い
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
言
語
が
、
持
続
す
る
意
識
、
事
象
の
流
れ
を
、
悟
性
的
に

固
定
化
し
て
捉
え
る
た
め
、
も
の
ご
と
の
真
実
在
で
あ
る
持
続
、
運
動
を
把
捉

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
が
、
谷
崎
の
比
較
的
早
い
時
期
の
エ
ッ
セ
イ
、

「
芸
術
一
家
言
」
（
大
正
九
・
四
～
同
・
十
）
の
中
の
、
「
言
葉
と
云
ふ
も
の

が
或
る
固
定
し
た
概
念
を
し
か
現
は
す
こ
と
の
出
来
な
い
不
完
全
な
代
物
だ
」

と
い
う
言
葉
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
ベ
ル
グ
ソ
！
／
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
因
み
に

「
異
端
者
の
悲
し
み
」
（
大
正
六
・
七
）
の
主
人
公
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
r
時
と
自

由
意
志
L
を
思
い
浮
か
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
の
「
時
と
自
由
意
志
し
の

中
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
谷
崎
の
例
示
の
内
容
と
同
趣
旨
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
は
っ
き
り
と
定
ま
っ
た
輪
郭
を
も

っ
た
言
葉
、
人
頬
の
も
つ
印
象
の
う
ち
の
安
定
し
て
い
て
、
共
通
的
で
、
し
た

が
っ
て
非
人
格
的
な
も
の
を
貯
え
て
お
く
あ
り
の
ま
ま
の
言
葉
が
、
個
人
的
意

識
の
も
つ
デ
リ
ケ
ー
ト
で
と
ら
え
が
た
い
印
晋
押
し
っ
ぶ
す
か
、
あ
る
い
は

り
－

少
な
く
と
も
そ
れ
を
蔽
い
か
く
し
て
し
ま
う
。
㌧
と
い
う
ふ
う
に
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
の
関
係
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
に
谷
崎
は
、
言
語
が
認

識
や
伝
達
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
働
き
が
不
完
全
な
も
の
で
あ

り
、
時
に
は
そ
れ
ら
を
歪
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
二

つ
の
面
の
う
ち
負
の
面
の
方
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
r
文
章

読
本
」
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
r
文
章
読
本
L
の
以
下
の
内
容
は
、

こ
の
言
語
観
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
不
完
全
な
言
語
を
い
か
に

扱
い
、
い
か
に
し
て
そ
の
不
備
を
補
う
か
、
こ
れ
が
文
章
表
現
に
お
い
て
最
も

重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
具
体
的
な
文
章
論
が
展
開
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

三
　
散
　
文

谷
崎
は
、
文
章
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
話
を
散
文
に
限
定
す
る
と

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
散
文
の
中
で
は
、
「
私
は
、
文
章
に
実
用
的
と
芸
術

的
と
の
区
別
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
、
「
芸
術
的
な
文
章
」
と
「
実
用
的
な

文
章
」
と
の
通
常
の
区
別
を
取
り
払
い
、
「
小
説
に
使
ふ
文
章
で
、
他
の
所
謂

実
用
に
役
立
た
な
い
文
章
は
な
く
、
実
用
に
使
ふ
文
章
で
、
小
説
に
役
立
た

な
い
も
の
は
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
例
に
志
賀
直
哉
の
「
城
の
崎
に
て
」
の
蜂

の
死
を
描
写
し
た
有
名
な
〓
即
を
引
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
主
張
に
は
、

文
章
を
読
む
人
間
に
そ
の
内
容
を
「
分
ら
せ
る
」
た
め
に
は
、
修
飾
過
多
の
美

文
体
で
は
な
く
、
簡
潔
か
つ
平
易
窒
言
葉
で
事
態
を
描
出
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
「
芸
術
的
な
文
章
」
と
「
実
用
的
な
文
章
」
と
の
同
一
性
の
主
張
は
受
け

い
れ
ら
れ
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
　
「
分
ら
せ
る
」
こ
と
に
関
し
て
、
「
文
章
の
．
苦
楽
的
効
果
と

視
覚
的
効
果
と
を
全
然
無
視
し
て
よ
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
し
て
、
さ

ら
に
次
の
よ
う
に
谷
崎
が
述
べ
る
時
、
や
は
り
私
達
は
少
々
首
を
か
し
げ
ざ
る

を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

即
ち
真
に
「
分
ら
せ
る
や
う
に
」
書
く
た
め
に
は
「
記
憶
さ
せ
る
や
う
に
」

書
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
字
面
の
美
と
音

調
の
美
と
は
単
に
読
者
の
記
憶
を
助
け
る
の
み
で
な
く
、
実
は
理
解
を
補
ふ
の

で
あ
る
。
此
の
二
条
件
を
偏
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
意
味
が
完
全
に
伝
は
ら

な
い
の
で
あ
る
。



谷
崎
は
、
「
視
覚
的
効
果
」
に
つ
い
て
は
、
「
文
字
の
組
み
方
」
や
「
活
字
の

種
類
と
大
き
さ
」
、
さ
ら
に
「
文
字
の
宛
て
方
」
な
ど
が
文
章
を
理
解
す
る
う

え
で
「
少
か
ら
ぬ
手
助
け
と
な
っ
た
り
妨
げ
と
な
っ
た
り
す
る
」
と
し
、
ま
た
、

「
音
楽
的
効
果
」
に
関
し
て
は
、
「
わ
れ
〈
は
、
見
る
と
同
時
に
聴
い
て
理

解
す
る
」
の
だ
か
ら
、
音
調
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
な
る
と
、
そ
の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
「
実
用
的
な
立
章
」
と
は

言
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
周
知
の
よ
う
に

言
語
の
機
能
を
六
つ
に
分
け
、
そ
の
う
ち
「
メ
ッ
セ
上
ン
そ
の
も
の
へ
の
志
向
、

メ
ッ
セ
上
ジ
そ
の
も
の
へ
の
佃
…
点
合
わ
せ
は
、
言
語
の
詩
的
機
能
で
あ
る
。
」

（
r
一
般
言
語
学
し
川
本
茂
雄
監
修
）
　
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ヤ
コ
ブ

ソ
ン
は
、
こ
の
詩
的
機
能
が
日
常
の
言
語
使
用
に
お
い
て
も
副
次
的
付
随
的
な

成
分
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
実
用
的
な
文
章
」
の
場
合

で
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
志
向
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
も
い
る
の

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
文
章
を
「
記
憶
さ
せ
る
」
と
い
う
谷
崎
の
主
張
は
、
や

は
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
へ
の
志
向
、
つ
ま
り
詩
的
機
能
重
視
の
考
え
方

で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
も
で
て
く
る
だ
ろ
う
。
「
実
用
的
な
文
章
」
と
「
芸
術
的

な
文
章
」
と
の
同
一
性
と
い
う
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
前
者
が
後
者
に
近
づ
く

形
で
の
同
一
性
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
。

さ
ら
に
、
「
字
面
の
美
」
や
「
音
調
の
美
」
を
語
る
こ
と
は
、
谷
崎
が
話
を

散
文
に
限
定
す
る
と
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
散
文
が
組
文
と
区

別
の
つ
か
な
い
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
散
文
の
印

刷
は
一
様
で
あ
っ
て
、
言
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
決
し
て
字
体
が
変
え
ら
れ
て

ほ
な
ら
ぬ
」
　
（
「
諸
芸
術
の
体
系
J
桑
原
武
夫
訳
）
、
「
散
文
は
そ
の
本
性
上
、
高

芦
で
朗
読
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
（
略
）
黙
読
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

語
の
響
き
か
ら
生
じ
る
こ
う
し
た
種
類
の
効
果
は
散
文
に
は
場
違
い
で
、
ま
っ

た
く
無
効
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
ご
同
）
と
語
る
ア
ラ
ン
な
ら
ば
、
谷
崎
が
述

べ
て
い
る
の
は
、
散
文
の
話
で
は
な
い
、
と
断
定
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

む
ろ
ん
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
谷
崎
自
身
も
そ
の
こ
と
は
、
「
も
と
〈

甜
文
と
云
ふ
も
の
は
字
面
と
音
調
と
に
依
っ
て
生
き
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
」

と
、
十
分
自
覚
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
言
糞
に
続
け
て
、
「
こ
れ

こ
そ
国
文
の
樺
と
も
申
す
べ
き
も
の
で
、
散
文
を
作
る
上
に
も
そ
の
精
神
を
取

り
入
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
く
ま
で
散
文
の

問
題
と
し
て
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
散
文
の
第
一
条
件
は
読
み
F

手
に
「
分
ら
せ
る
」
よ
う
に
書
く
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
字
面
や
音
調

が
韻
文
の
場
合
の
よ
う
に
美
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
で
は
年
㍉
「
分
ら
せ
る
」

こ
と
、
す
な
わ
ち
理
解
と
伝
達
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
以
上
、
そ

れ
ら
は
散
文
の
範
疇
内
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

「
芸
術
的
な
文
章
」
と
「
実
用
的
な
文
章
L
 
J
問
題
も
、
や
は
り
、
こ
の
「
分

ら
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
両
者
に
は
同
一
性
が
あ
り
、
し
か
も
、
「
分
ら

せ
る
」
べ
き
内
容
の
性
質
と
そ
の
た
め
の
方
法
に
お
い
て
も
多
分
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
と
谷
崎
は
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
谷
崎
の
考
え
る
　
「
分
ら
せ
る
」
　
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
。
字
面
や
音
調
に
も
配
慮
し
な
が
ら
「
分
ら
せ
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
l

れ
は
、

既
に
言
葉
と
云
ふ
も
の
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
〈
ほ
読

者
の
眼
と
耳
と
に
訴
へ
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
利
用
し
て
、
表
現
の
不
足
を

補
っ
て
差
支
へ
な
い
。

と
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
述
べ
た
言
語
の
不
完
全
性
の
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る

の
だ
が
、
ま
ず
は
、
「
分
ら
せ
る
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。



四
　
「
分
ら
せ
る
」

さ
き
に
触
れ
て
お
い
た
志
賀
直
哉
の
「
城
の
崎
に
て
」
の
有
名
な
一
節
の
文

章
に
つ
い
て
、
谷
崎
は
、
「
そ
こ
で
」
を
「
其
処
で
」
、
「
ち
ゃ
う
ど
」
を
「
丁

度
」
と
い
う
ふ
う
な
漢
字
の
効
果
的
な
使
用
が
、
そ
の
文
章
の
「
カ
ツ
キ
リ
と

し
た
、
印
象
の
鮮
明
な
感
じ
」
と
よ
く
調
和
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
蜂
が
飛

び
立
つ
様
を
「
ぶ
ー
ん
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虎
斑
の
大

き
な
蜂
が
空
気
を
震
動
さ
せ
な
が
ら
輿
直
ぐ
に
飛
ん
で
い
く
感
じ
が
よ
く
出
て

い
る
、
と
字
面
の
効
果
を
述
べ
た
後
、
音
調
、
あ
る
い
は
文
章
の
リ
ズ
ム
に
関

し
て
は
、
蜂
の
死
骸
と
そ
れ
を
見
る
作
者
の
心
境
を
述
べ
た
部
分
に
即
し
て
解

説
し
て
い
る
。
そ
の
部
分
の
原
文
は
人
口
に
脾
失
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

引
用
し
な
い
が
、
谷
崎
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
」
と
い
う
言
糞
や
「
淋
し
か
っ
た
」
、
「
感

じ
を
与
へ
る
」
、
「
如
何
に
も
静
か
」
と
い
う
句
の
リ
フ
レ
イ
ン
、
ま
た
、
「
た
止
め
の

セ
ン
テ
ン
ス
」
の
み
を
重
ね
て
い
る
こ
と
が
、
「
這
の
緊
張
し
た
調
子
」
を
出
し
て
い
る
。

即
ち
作
者
は
、
淋
し
い
心
境
を
説
明
す
る
の
に
唯
「
淋
し
い
」
と
云
っ
て

ゐ
る
だ
け
で
何
等
く
ど
く
と
余
計
窒
言
葉
は
㌍
し
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し

て
調
子
と
繰
り
返
し
を
以
て
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
読
者
の
胸
に
伝
へ
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
作
者
の
如
き
は
茄
も
写
実
的
な
傾
向
の
人
で
あ
り
ま

し
て
、
そ
の
文
章
も
専
ら
達
意
を
主
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
而

も
「
意
を
達
す
る
」
が
た
め
に
は
此
れ
だ
け
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と

が
知
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
谷
崎
が
考
え
て
い
る
達
せ
ら
れ
た
「
意
」
と
い
う
の
は
、
蜂
の
死
骸

が
三
日
間
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
静
け
さ
と
と
も
に
淋
し
さ
を
作
者
に
感
じ

さ
せ
た
、
と
い
う
情
報
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
も

含
ま
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
む
し
ろ
、
生
命
あ
る
も
の
か
ら
単
な
る
物
に
な
り
、

そ
こ
だ
け
が
時
間
が
停
止
し
た
よ
う
な
雰
囲
気
と
、
そ
の
静
寂
と
見
合
う
作
者

の
淋
し
さ
の
深
く
静
か
な
透
明
感
な
の
で
あ
る
。
「
城
の
崎
に
て
」
は
、
生
と

死
の
、
い
わ
ば
哲
学
的
な
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
て
お
り
、
こ
の
蜂
の
死
骸
の
場
面

も
そ
れ
が
形
象
化
さ
れ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
谷
崎
が
そ
の
こ
と
に
言

及
し
て
い
な
い
以
上
、
今
は
そ
れ
を
措
く
と
し
て
、
た
し
か
に
谷
崎
が
考
え
て

い
る
よ
う
に
、
「
字
面
」
　
や
　
「
音
調
」
の
効
果
的
な
作
用
に
助
け
ら
れ
て
浮
か

び
あ
が
っ
て
く
る
そ
の
雰
囲
気
と
作
者
の
心
境
の
イ
メ
！
ジ
が
、
こ
の
場
面
の

中
心
の
　
「
意
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深
浅
の
差
は
あ
れ
、
そ
れ
を
感
じ
と

ら
な
け
れ
ば
、
読
者
は
そ
の
　
「
意
」
、
す
な
わ
ち
意
味
を
汲
み
と
っ
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
こ

と
が
す
な
わ
ち
こ
の
文
章
を
「
分
ら
せ
る
」
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
伝
達
の
あ
り
方
は
、
日
常
の
言
語
使
用
に
お
い
て

も
珍
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
私
達
は
、
言
語
の
対
象
指
示
的
な
も

し
く
は
等
示
的
な
機
能
に
よ
っ
て
情
報
を
伝
え
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
際
、

そ
こ
に
願
望
、
好
悪
、
忌
避
な
ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
、
相
手
に
何
ら
か
の
感

情
的
反
応
を
ひ
き
お
こ
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
単
に
情
報
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
ら
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
伝
達
さ
れ
た
時
、
は
じ
め
て
相
手
に
自
分
の
話
を
十
分

に
「
分
ら
せ
る
」
こ
と
が
で
き
た
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

谷
崎
が
「
芸
術
的
な
文
章
」
と
「
実
用
的
な
文
章
」
と
の
同
一
性
を
語
る
の
も
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
訊
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
谷
崎
の
　
「
分
ら
せ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意

味
が
、
言
語
に
よ
っ
て
明
示
化
さ
れ
る
事
柄
の
様
相
だ
け
で
な
く
、
明
示
化
さ

れ
に
く
い
事
柄
の
雰
囲
気
、
情
緒
を
も
含
ん
だ
伝
達
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に

ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
言
語
の
機
能
の
面
か
ら
言
え
ば
、
オ



グ
デ
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
「
意
味
の
意
味
し
（
石
橋
幸
太
郎
訳
）
で
大
別
し
た

二
つ
の
機
能
、
即
ち
対
象
指
示
的
な
「
象
徴
的
機
能
」
と
情
緒
喚
起
的
な
「
喚

情
的
機
能
」
の
う
ち
、
後
者
に
よ
り
注
意
を
促
が
す
伝
達
論
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
も
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
分
ら
せ
る
」
問
題
は
、
「
喚
橘
的
機
能
」
へ
の
配
慮
に
終
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
谷
崎
は
、
「
皆
さ
ん
の
御
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
「
分
ら

せ
る
L
こ
と
に
も
限
界
が
あ
る
と
云
ふ
一
事
で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
限
界
は
、
む
し
ろ
「
象
徴
的
機
能
」
の
方
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
の
間
頬
を
考
え
る
た
め
に
、
し
ば
ら
く
谷
崎
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
す
る
。

五
言
語
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

夏
目
漱
石
は
、
「
文
学
論
し
に
お
い
て
、
言
語
は
「
吾
人
の
心
の
曲
線
の
絶

え
ざ
る
流
波
を
こ
れ
に
相
当
す
る
記
号
に
て
書
き
改
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
此

長
き
波
の
一
部
分
を
断
片
的
に
縫
ひ
拾
ふ
も
の
と
云
ふ
が
適
当
な
る
べ
し
。
」
と

し
て
、
こ
の
「
断
片
」
性
の
認
識
か
ら
、

如
此
く
文
章
の
上
に
於
て
示
さ
れ
た
る
意
識
は
極
め
て
省
略
的
の
も
の
な

る
を
以
て
、
仮
令
短
時
間
の
心
的
状
態
と
蹄
も
其
一
々
の
推
移
を
遺
憾
な

く
文
字
を
以
て
連
続
的
に
描
L
と

I
m
だ
さ
ん
こ
と
は
到
底
人
力
の
企
て
及
ぶ

と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
か
の
所
謂
写
実
主
義
な
る
も
の
も
厳
正
な
る
意

義
に
於
て
は
全
然
無
意
味
な
る
を
知
る
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
漱
石
は
、
言
語
が
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
連
続

す
る
意
識
の
波
の
植
…
点
的
部
分
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
言
糞

は
本
質
的
に
意
識
の
波
形
を
お
お
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
そ
の
意
味
で

写
実
主
義
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
は
写

実
主
希
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
内
界
だ
け
で
な
く
外
界
に
つ
い
て
も

言
え
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
言
語
を
「
断
片
的
」
も
し
く
は

「
省
略
的
」
　
と
捉
え
る
な
ら
、
そ
の
断
片
を
増
や
し
て
や
れ
ば
、
す
な
わ
ち
数

多
く
の
言
葉
に
よ
っ
て
よ
り
和
緻
な
描
写
を
し
て
や
る
な
ら
ば
、
言
語
の
表

現
は
、
少
な
く
と
も
実
在
に
対
し
て
近
似
的
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
漱
石
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
言
語
が
指
示
物
に
対
し
て
「
断
片
的
」
「
㌫
略
的
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

オ
グ
デ
ン
と
リ
チ
ャ
し
ス
は
、
意
味
の
意
味
』
で
、
「
象
徴
」
（
言
語
）
と
「
指
示
物
」

を
底
辺
の
両
端
と
し
、
「
忠
恕
あ
る
い
は
指
示
」
を
頂
点
と
し
た
有
名
な
三
角
形

を
掲
げ
、
「
象
徴
と
指
示
物
と
は
直
接
に
連
結
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
（
晴
）
、
た

だ
三
角
形
の
二
辺
を
廻
っ
て
の
間
接
関
係
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
述
べ
て
、
そ
の

「
間
接
関
係
」
を
、
「
象
徴
」
（
言
語
）
と
「
指
示
物
」
を
結
ぶ
底
辺
を
点
線
（
他
の
二
辺

は
実
線
で
あ
る
）
で
表
わ
し
た
。
つ
ま
り
、
言
語
は
、
指
示
物
に
対
し
て
間
接

的
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
、
言
語
が
「
断
片
的
」
「
省
略
的
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

そ
れ
は
指
示
物
の
部
分
的
複
写
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
た
し
か
に
言
葉
を
増
や

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

せ
ば
い
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
言
語
は
部
分
的
接
写
で
す
ら
な
く
、

「
思
想
あ
る
い
は
指
示
」
を
通
し
て
指
示
物
に
間
接
的
に
関
係
す
る
に
す
ぎ
な

い
以
上
、
言
葉
を
積
み
重
ね
た
と
し
て
も
、
「
ど
ん
な
に
試
み
た
と
こ
ろ
で
、

わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
に
つ
い
て
は
指
示
以
上
に
は
進
み
え
な
い
」
　
（
¶
意
味
の

意
味
し
）
、
す
な
わ
ち
指
示
物
に
近
似
的
に
せ
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
言
葉
を
重
ね
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
多
く
の
場
合
、
漠
然

と
し
た
表
現
よ
り
も
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
、
意
味
は
明
瞭
に
な
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
指
示
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
ロ
璽
ホ
さ
れ
る
事
態
が
限
定
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
、
か
え
っ
て
実
在
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
言
語
表
現
に
お
け
る
一
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
。
オ
ブ
デ



ン
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、
「
指
示
が
明
瞭
に
な

り
、
戟
然
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
指
示
物
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
連
は
、
同
種
の

よ
り
粗
莱
な
指
示
に
比
べ
て
い
っ
そ
う
稀
薄
に
な
る
」
　
（
同
）
　
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
間
蝮
に
関
連
し
て
、
表
現
さ
れ
た
言
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は

な
い
が
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

的
確
な
、
戟
然
た
る
分
析
的
注
意
が
注
意
の
対
象
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係

を
削
り
取
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
ベ
ル
グ
ソ
．
ン
の
い
う
こ
と
に
は
、
わ

れ
わ
れ
も
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
言
語
が

こ
の
傾
向
の
補
強
、
強
調
に
務
め
る
役
割
を
十
分
に
力
説
し
て
い
る
。
漫

然
と
兎
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
は
こ
の
動
物
に
関
す
る
過
去
の
経
験
の

大
部
分
が
活
動
す
る
の
で
、
含
ま
れ
る
脈
絡
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
と
な

る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
　
「
鹿
の
小
さ
い
も
の
」
と
考
え
れ
ば
、

脈
絡
は
特
殊
化
さ
れ
て
、
そ
の
中
に
は
た
だ
兎
が
小
鹿
と
共
有
す
る
特
徴

の
み
を
含
め
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
他
の
特
徴
も
あ
っ
て
よ
い
が
、
消
失

す
る
傾
向
が
強
い
と
思
う
。
（
同
）

「
兎
」
と
「
鹿
の
小
さ
い
も
の
」
と
い
う
の
は
、
例
と
し
て
適
切
と
は
亭
え
な

い
が
、
こ
の
例
を
言
語
表
現
の
甥
に
移
し
て
考
え
て
も
、
た
し
か
に
「
兎
」
と

い
う
漠
然
と
し
た
表
現
よ
り
も
、
言
葉
を
増
や
し
て
よ
り
明
瞭
化
さ
せ
た
表
現

の
方
が
、
実
在
の
諸
相
が
削
り
落
と
さ
れ
、
実
在
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
言
語
表
現
が
本
質
的
に
一
次
元
的
な
線

上
性
を
持
っ
た
め
、
言
葉
を
貸
し
た
説
述
に
よ
っ
て
、
二
次
元
的
、
三
次
元
的
、

あ
る
い
は
四
次
元
的
に
も
存
在
す
る
実
在
の
諸
相
が
ま
す
ま
す
一
次
元
化
さ
れ

て
し
ま
う
、
と
い
う
ふ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ

る
い
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
風
に
言
う
な
ら
、
持
続
し
、
運
動
す
る
実
在
が
一
層
固

定
化
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

谷
崎
が
考
え
て
い
た
こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

オ
グ
デ
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
拠
し
て
こ
の
問
題
を
語
っ
て
い

る
こ
と
は
引
用
に
も
あ
き
ら
か
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
谷
崎
の
言
語
観
は
そ

の
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
近
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
も
谷
崎
が
ほ
ぼ
同
様
の
考
え
を
懐
い
て
い
た
の
は
、
当
然
と
言

え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」
で
、
谷
崎
は
、
一
言

糞
を
費
や
す
こ
と
か
ら
生
じ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、
「
言
糞
を
費
せ
ば

費
す
ほ
ど
、
全
面
を
同
時
に
具
象
的
に
云
ひ
表
は
す
こ
と
が
至
難
に
な
る
山
と

端
的
に
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
言
語
が
指
示
物
に
対
し
て
間
接
的
で
あ
る
こ
と
に

関
し
て
は
、
「
文
章
読
本
」
　
で
は
、
「
果
た
し
て
事
実
の
通
り
を
写
し
出
す
こ

と
が
出
来
る
も
の
乍
ら
ば
、
そ
れ
も
結
構
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
言
語
や
文

章
は
た
㍉
物
事
を
暗
示
す
る
だ
け
の
働
き
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う

ふ
う
に
述
べ
て
い
る
。
言
葉
は
指
示
も
し
く
は
等
示
に
お
い
て
　
「
暗
示
」
で
し

か
な
く
、
言
葉
を
多
く
用
い
れ
ば
か
え
っ
て
指
示
さ
れ
る
対
象
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
る
か
。

六
　
暗
示
と
空
白

谷
崎
は
、
そ
の
問
題
を
、
源
氏
物
語
の
須
磨
の
巻
の
一
節
の
原
文
と
ア
ー
サ

ー
・
ウ
エ
ー
レ
ー
の
英
訳
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
谷
崎
は
、
そ

の
〓
即
が
原
文
で
は
四
行
だ
が
、
英
文
で
は
言
葉
数
が
多
く
な
っ
て
八
行
に
な

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
「
英
文
の
方
が
原
文
よ
り
も
糊
密
で
あ
っ
て
、
意

味
の
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
が
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
原
文

の
「
古
里
覚
束
な
か
る
べ
き
」
と
い
う
句
が
、
英
文
で
は
「
彼
が
最
も
好
ん
だ

耕
交
扉
の
総
べ
て
の
人
々
と
別
れ
る
こ
と
」
　
（
ウ
エ
ー
レ
ー
の
英
文
の
、
谷
崎



に
よ
る
日
本
語
訳
）
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
谷
崎
に

ょ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
源
氏
の
悲
し
み
は
、
人
々
と
の
別
れ
だ
け
で
は
な
く
、

「
そ
こ
に
い
ろ
く
の
心
細
さ
、
淋
し
さ
、
迫
る
瀬
な
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
」
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
英
文
で
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
あ
の
パ
ラ

ド
キ
シ
カ
ル
な
事
態
が
生
じ
て
く
る
の
で
、
谷
崎
は
、
そ
の
こ
と
を
、
「
英
文

の
や
う
に
云
つ
て
し
ま
っ
て
は
、
は
っ
き
り
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
意

味
が
限
ら
れ
て
、
浅
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
」
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
さ
ら
に
言
葉
を
積
み
重
ね
て
多
面
的
に
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
言
葉
は
「
暗
示
」
で
し
か
な
く
、
「
暗
示
」
に
「
暗

示
」
を
重
ね
た
と
こ
ろ
で
、
「
却
っ
て
分
り
に
く
・
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
恐

ら
く
は
ど
ん
な
に
言
葉
を
積
み
重
ね
て
も
、
こ
れ
で
云
ひ
足
り
た
と
云
ふ
時
は

な
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
谷
崎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

で
す
か
ら
わ
れ
〈
の
国
の
文
学
者
は
、
さ
う
云
ふ
無
駄
な
努
力
を
し
な
い
で
、

わ
ざ
と
か
は
ま
か
に
、
い
ろ
〈
の
意
味
が
含
ま
れ
る
や
う
な
ユ
ト
リ
の
あ
る
言

葉
を
使
ひ
、
あ
と
は
感
覚
的
要
素
、
即
ち
調
子
や
字
面
や
リ
ズ
ム
を
以
て
補
ひ
ま
す
。

要
す
る
に
、
言
葉
を
多
く
使
ひ
過
ぎ
る
の
は
返
す
ぐ
も
間
違
で
あ
り
ま

し
て
、
言
葉
の
不
完
全
な
と
こ
ろ
を
字
面
や
音
調
で
補
ノ
て
こ
そ
、
立
派

を
文
章
と
云
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

言
葉
を
節
約
し
、
「
字
面
」
　
や
　
「
音
調
」
で
補
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
一
言

糞
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
指
示
物
と
の
間
接
性
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
の
な
ら
、
む
し
ろ
言
葉
を
少
な
く
す
る
こ
と
で
、
そ
の
間
接
性
を
で
き
る

だ
け
小
さ
な
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

指
示
内
容
の
限
定
化
を
な
る
べ
く
避
け
、
様
々
な
内
容
が
輌
湊
し
て
い
る
の
が

本
来
的
で
あ
る
事
態
の
有
り
方
に
、
よ
り
適
っ
た
表
現
に
よ
る
伝
達
が
可
能
に
な

る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
事
態
は
狭
小
化
し
て
伝
わ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
0

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
「
音
調
」
や
「
字
面
」
が
そ
の
こ
と
に

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
言
語
の
「
喚
橘
的
作
用
」
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
対
象
指

示
的
な
「
象
徴
的
作
用
」
を
補
う
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

普
通
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
お
か
し
い
こ
と
で
、
ヂ
面
」
や
官
邸
は
、
特
殊
な
場
合
を
除

い
て
、
指
示
に
関
与
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
指
示
が
厳
密
に
は
「
糟

示
」
で
し
か
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
　
「
字
面
」
や
「
音
調
」
も
「
暗

示
」
作
用
に
は
関
与
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
谷
崎
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
考
え
て

い
た
の
で
、
「
字
面
」
や
「
音
調
」
が
読
み
手
の
理
解
を
助
け
る
と
繰
り
返
し

述
べ
て
い
る
の
は
、
「
喚
情
的
作
用
」
だ
け
で
な
く
、
「
暗
示
」
作
用
も
補
う
も

の
と
考
え
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

言
葉
を
少
な
く
す
る
こ
と
は
、
「
暗
示
」
だ
け
で
な
く
、
も
う
ひ
と
つ
の
表

現
上
の
特
色
を
生
む
。
「
意
味
の
つ
な
が
り
に
間
隙
を
置
く
こ
と
」
、
言
い
換
え

れ
ば
空
白
を
設
け
る
こ
と
、
で
あ
る
。
谷
崎
は
、
候
文
を
例
に
あ
げ
て
、
「
菅
の
候

文
は
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
と
次
の
セ
ン
テ
ン
ス
と
の
問
に
相
当
の
間
隙
が
あ
る
、

前
に
云
っ
た
こ
と
、
後
に
云
っ
た
こ
と
、
が
必
ず
し
も
論
理
的
に
繋
が
っ
て
ゐ

ず
、
そ
の
間
に
意
味
の
切
れ
目
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
文
と
文
の
問
だ
け

で
な
く
、
「
句
と
句
の
間
」
に
も
空
白
が
設
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
書
簡
に
多
く

用
い
ら
れ
た
候
文
の
よ
う
に
、
書
き
手
と
読
み
手
が
共
通
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を

持
っ
て
い
て
省
略
が
容
易
な
場
合
だ
け
で
な
く
、
「
大
勢
の
読
者
を
相
手
に
す

る
」
時
に
も
、
こ
の
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味

に
つ
い
て
は
、
も
は
や
紹
述
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
「
暗
示
」
が
多
分
に

言
語
の
セ
マ
ン
テ
ィ
ク
ス
的
な
側
面
に
お
け
る
非
限
定
化
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、



シ
ン
タ
ク
ス
的
な
側
面
に
関
わ
る
も
の
と
言
え
よ
う
か
。

む
ろ
ん
、
以
上
の
こ
と
は
程
度
問
題
で
あ
っ
て
、
も
し
言
葉
数
を
少
な
く
す

る
こ
と
を
極
限
化
す
る
な
ら
ば
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
帽
れ
た
、
「
描
写
も
し
な

い
、
規
定
も
し
な
い
俳
句
」
（
素
敵
の
帝
国
』
宗
左
近
訳
）
の
世
界
に
行
き
つ

く
わ
け
だ
が
、
く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
谷
崎
は
、
こ
れ
を
散
文
の
枠
内
で

の
表
現
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ラ
ン
・
パ

ル
ト
が
俳
句
の
世
界
に
見
た
よ
う
な
、
「
廃
絶
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
（
略
）
因

果
律
と
い
う
観
念
の
い
っ
さ
い
で
あ
る
。
」
、
「
指
示
さ
れ
る
も
の
は
、
事
物
の
い

っ
さ
い
の
部
類
わ
け
の
は
か
な
さ
そ
の
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
一
同
一
と
い

う
ふ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
は
行
く
の
で
は
な
く
、
散
文
表
現
で
は
「
郎
湖
わ
け
」

や
「
因
果
律
」
を
や
は
り
盛
り
込
み
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生

ず
る
指
示
内
容
の
限
定
化
を
な
る
べ
く
避
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
、
と
い
う

主
張
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
含
蓄
」
と
い
う
こ
と
が
公
準
に
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
谷
崎
は
、
「
此
の
読
本
は
始
め
か
ら
終
り
ま
で
、
殆
ど
含
蓄
の
一

事
を
説
い
て
ゐ
る
の
だ
と
申
し
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
総
括
し
て
い
る
。

言
糞
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
谷
崎
は
、
さ
ら
に
興
味
深
い
問
題
を

提
示
し
て
い
る
。
言
葉
が
少
な
く
な
れ
ば
、
当
然
、
菰
者
に
よ
る
解
釈
の
余
地

が
大
き
く
な
り
、
解
釈
の
多
様
性
と
い
う
問
題
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
が
、

同
時
に
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
お
け
る
読
老
の
積
極
的
な
参
与
を
促
す
こ
と
に
つ
な

が
る
。
読
老
は
、
「
堕
㌘
に
よ
っ
て
想
像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
、
自
ら
が
空

自
を
埋
め
て
い
く
と
い
う
能
動
的
な
読
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の

で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
読
者
は
、
メ
ッ
セ
ー
∴
ン
の
単
な
る
受
信
者
で
は
な
く
、

テ
ク
ス
ト
の
意
味
形
成
に
積
極
的
に
関
わ
る
存
在
と
な
る
。
谷
崎
は
、
そ
の
読

者
の
役
割
り
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
伍
か
な
言
葉
が
暗
示
と

な
っ
て
読
者
の
想
像
力
が
働
き
出
し
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
読
者
自
ら
が
補
ふ

や
う
に
さ
せ
る
。
作
者
の
筆
は
、
唯
そ
の
読
者
の
想
像
を
誘
ひ
出
す
や
う
に
す

る
だ
け
で
あ
る
。
」
、
あ
る
い
は
、
「
実
は
も
う
少
し
不
親
切
に
書
い
て
、
あ
と

を
読
者
の
理
解
力
に
一
任
し
た
方
が
効
果
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
ふ

う
に
。谷

崎
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
引
用
の
言
葉
以
上
に
発
展
さ
せ
て
い
な
い

が
、
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
考
え
方
は
、
多
寡
は
と
も
か
く
も
す
べ
て
の
言
語
表

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

現
に
存
在
す
る
空
自
部
分
、
す
な
わ
ち
無
規
定
箇
所
、
も
し
く
は
不
確
定
箇
所

の
問
題
の
考
察
を
通
し
て
、
テ
ク
ス
ト
を
其
体
化
す
る
読
者
の
積
極
的
な
役
割

り
を
重
視
し
た
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
や
イ
ー
サ
ー
ら
の
受
容
理
論
、
さ
ら
に
は
ま
た
、

そ
れ
ら
解
釈
学
の
系
譜
で
は
な
く
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
や
エ
ン
プ
ソ
ン
ら
の
流
れ
に

位
置
し
な
が
ら
、
や
は
り
空
白
の
問
題
に
着
目
し
な
が
ら
独
自
の
読
者
（
読
書
）

論
を
展
開
し
て
い
る
外
山
滋
比
古
氏
の
理
論
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
理
論
で
は
、
読
者
の
主
体
性
の
た
め
に
作
者
の

一
方
的
な
特
権
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
谷
崎
の
言
藁
に
も
そ
の
考
え
方

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ぇ
て
し
て
こ
う
見
て
く
る
と
、
あ
の
「
分
ら
せ
る
」
問
題
が
こ
の
読
者
の
問
題
と

関
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
、
も
は
や
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
作
者
が

読
者
に
「
分
ら
せ
」
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
読
者
が
自
ら
理
解
を
形
成
す

る
の
で
あ
る
。
谷
崎
が
言
語
表
現
の
不
完
全
性
の
認
識
か
ら
、
「
字
面
」
、
「
音

調
」
、
「
暗
示
」
、
そ
し
て
空
白
の
設
定
な
ど
様
々
な
方
法
で
そ
の
不
備
を
補

う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
だ
が
、
「
分
ら

せ
る
」
問
題
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
解
答
は
、
理
解
に
お
け
る
読
者
の
主
体
性

に
委
ね
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
春
琴
抄
後
語
」
（
昭
九
・
六
）
で

谷
崎
は
、
「
春
琴
や
佐
助
の
心
理
が
書
け
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
批
評
に
対
し
て
は
、

何
故
に
心
理
を
描
く
必
要
が
あ
る
の
か
、
あ
れ
で
分
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
と



云
ふ
反
問
を
呈
し
た
い
山
と
述
べ
た
が
、
た
し
か
に
「
字
面
」
や
「
暗
示
」
な

ど
を
媒
介
に
し
て
想
像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
、
私
達
読
者
は
、
想
い
合
う
二
人

ヽ

　

ヽ

の
気
持
ち
を
分
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

七
　
お
わ
り
に

さ
て
、
「
文
章
読
本
し
　
の
第
二
単
「
文
章
と
は
何
か
」
を
中
心
に
谷
崎
の
表

現
論
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
口
頭
で
も
述
べ
た
古
典
回
帰
の
側

面
か
ら
の
考
察
や
、
「
含
蓄
」
　
の
主
張
と
「
除
翳
礼
賛
」
の
美
学
と
の
関
連
、

ま
た
、
表
現
論
と
小
説
作
品
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
同
時
代
の
表
現
論
と
の
比

較
な
ど
、
な
お
取
り
残
し
た
問
題
は
多
い
。
『
文
章
読
本
し
　
そ
の
も
の
に
関
し

て
も
、
几
ハ
体
的
で
実
践
的
な
文
章
指
南
が
箪
ら
れ
て
い
る
第
二
葦
、
箪
二
葦
は
、

本
稿
の
趣
意
か
ら
あ
ま
り
言
及
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
丸
谷
才
一

3

氏
が
自
著
r
文
章
読
本
L
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
か
、
奇
妙
で
偏
頗
真
鯛
述
が

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
見
う
け
ら
れ
、
『
文
章
読
本
し
　
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
興
味

深
い
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
取
り
残
し
た
問
題
は
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、

あ
ま
り
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
第
二
章
、
箪
二
輩
の
中
で
と
く
に
注
意
し
た
い
論

述
に
つ
い
て
、
表
現
論
の
範
鴫
を
越
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
‖
裾
後
に
少
し
触

れ
て
お
き
た
い
。

谷
崎
は
、
第
三
章
「
文
章
の
要
素
」
で
、
用
語
の
選
択
に
つ
い
て
、
「
自
分

の
頭
の
中
に
あ
る
思
想
に
最
も
正
確
に
当
て
歓
ま
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
P
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
初
に
思
想
が
あ
っ
て
然
る
後
に
言
葉
が
見
出
だ
さ
れ

る
と
云
ふ
順
序
で
あ
れ
ば
好
都
合
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
は
さ
う

と
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
に
、
先
づ
言
葉
が
あ
っ
て
、
然
る
後
に
そ
の

言
葉
に
当
て
該
ま
る
や
う
に
思
想
を
纏
め
る
、
言
葉
の
力
で
思
想
が
引
き
出

さ
れ
る
、
と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
略
）
さ
う
し
て
実
際
に
は
、

或
る
美
し
い
文
字
の
組
み
合
は
せ
だ
と
か
、
又
は
快
い
語
調
だ
と
か
、
さ
う
云
ふ

も
の
、
方
が
先
に
頭
に
浮
か
ん
で
来
る
の
で
、
試
み
に
そ
れ
を
使
っ
て
み

る
と
、
従
っ
て
筆
が
動
き
出
し
、
知
ら
ず
識
ら
ず
一
欝
の
文
章
が
出
来
上

る
、
即
ち
、
最
初
に
使
っ
た
一
つ
の
言
葉
が
、
思
想
の
方
向
を
定
め
た
り
、

文
体
や
文
の
調
子
を
支
配
す
る
に
至
る
と
云
ふ
結
果
が
、
層
々
起
る
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
思
想
」
は
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）
＝
所
記
に
、
「
言

葉
」
は
（
意
味
す
る
も
の
）
＝
能
記
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
よ
う
に
読
み
換
え
て
み
る
と
、
こ
の
二
郎
は
、
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）

が
（
意
味
す
る
も
の
）
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る

と
亭
え
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
叡
知
的
な
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）
が
、
そ
れ
に
と

っ
て
は
外
部
的
で
し
か
な
い
よ
う
な
、
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
　
（
意
味
す
る
も

の
）
の
偶
然
の
介
入
に
よ
っ
て
侵
蝕
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
（
意
味

さ
れ
る
も
の
）
は
、
常
に
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
い
く
つ
か
の
留
保
を
つ
け
て
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
ッ

ク
＝
デ
リ
ダ
風
に
一
章
っ
な
ら
ば
、
超
越
論
的
所
記
の
特
権
性
な
る
も
の
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
こ
の
二
郎
は
語
っ
て
い
る
と
一
言
え
よ
う
か
。

む
ろ
ん
、
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
谷
崎
は
こ
こ
で
形
而
上
学
批
判
を
行
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
所
記
－
能
記
の
優
劣
関
係
を
完
全
に
転
倒
さ
せ
て

い
る
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
「
文
字
の
組
み
合
わ
せ
」
や
「
語

イ

デ

ア

調
」
と
い
っ
た
ま
さ
に
形
而
下
的
な
も
の
が
、
形
而
上
的
な
も
の
で
あ
る
「
思

ノ

1

一

プ

フ

想
の
方
向
を
定
め
」
る
と
い
う
よ
う
に
、
形
而
上
的
な
も
の
の
実
体
性
が
疑
わ

10



れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
疑
わ
れ
る
掌
り

ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
超
越
論
的
所
記
を
生
み
出
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
意
識
、
正
確
に
は
人
間
の
意
識
の
超
越
論
性
も
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
谷
崎
は
、
「
人
間
が
言
葉
を
使
ふ
と
同
時
に
、
言
葉
も
人
間
を
使

ふ
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
ピ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
大
石
修
平
氏
は
、
谷
崎
文
学
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
咲
体
観
に
対
置

4

さ
れ
る
、
「
形
」
　
へ
の
拝
踵
の
思
想
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
か
が
、
そ
の
問

題
が
よ
り
本
質
的
に
現
わ
れ
る
言
語
の
碩
域
に
お
い
て
も
、
谷
崎
は
鋭
い
洞
察

を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
谷
崎
は
こ
れ
以
上
の
叙
述

を
行
っ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
さ
き
の
読
者
の
問
題
に
し
ろ
、

『
文
章
読
本
L
　
に
は
、
現
代
の
問
題
に
直
接
通
じ
る
よ
う
な
考
察
が
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

注

㈲
　
谷
崎
潤
一
郎
吏
ホ
読
本
㌔
以
下
、
と
く
に
出
典
を
こ
と
わ
っ
て
い
な
い
引
用

は
、
す
べ
て
谷
崎
潤
一
郎
r
文
章
読
本
L
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
谷
崎
の
文

章
は
、
す
べ
て
中
央
公
論
社
版
r
谷
崎
澗
二
郎
全
集
し
（
昭
5
8
）
に
よ
っ
た
。

①
　
平
井
啓
之
訳
r
時
間
と
自
由
』
　
（
白
水
社
、
昭
竺

㈱
　
丸
谷
才
一
氏
は
、
谷
崎
が
箪
一
章
「
文
章
の
上
達
法
」
で
述
べ
て
い
る

「
文
法
に
囚
は
れ
る
な
」
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
「
文
法
」
は
国
文
法
で

な
く
英
文
法
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
箪
二
章
「
文
章
の

要
素
」
の
中
の
、
用
記
の
選
択
に
つ
い
て
「
異
を
樹
て
る
な
」
と
い
う
主
張

は
、
一
般
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

㈱
　
大
石
修
平
氏
「
戒
」
の
饗
宴
－
谷
崎
潤
一
郎
論
」
へ
「
日
本
文
学
」
昭
3
8
・

1
0
）

－
　
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
講
師
　
－

（
会
員
近
著
紹
介
）

近
代
文
章
成
立
の
諸
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
坂
　
基
　
著

第
一
章
「
文
章
研
究
と
文
章
史
観
」
で
は
、
「
構
築
の
発
想
と
文
章
研
究
」
「
文

章
史
に
お
け
る
近
代
観
」
の
二
節
に
わ
た
っ
て
、
「
時
枝
博
士
の
文
章
観
」
か
ら

説
き
起
し
、
「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
流
れ
」
か
ら
、
「
近
代
文
章
変
革
事
象
」
に
及
ぶ
。

第
二
章
「
幕
末
明
治
初
期
講
述
本
の
文
章
史
的
性
格
」
で
は
、
「
心
谷
吾
の
文

章
」
、
そ
の
「
接
続
詞
」
「
仙
川
胤
講
述
本
『
悟
道
弁
㌔
古
道
大
意
し
の
文
章
」
「
明
治

初
期
講
述
本
『
輿
政
大
意
L
の
文
章
」
を
検
討
し
、
「
明
冶
初
期
講
読
本
の
用
語
法
」

に
及
ぶ
五
節
を
含
む
。

第
三
章
「
近
代
文
語
と
し
て
の
稚
俗
折
衷
体
の
成
立
」
で
は
、
「
一
重
作
品
に

み
る
指
定
的
表
現
と
時
間
的
表
現
」
に
始
ま
り
、
「
『
た
け
く
ら
べ
し
の
雅
俗
折

衷
体
の
成
立
」
で
は
、
抹
消
事
象
や
振
り
仮
名
動
詞
、
接
読
表
現
な
ど
、
多
角

的
に
問
趨
を
掘
り
下
げ
て
、
箪
二
節
「
稚
俗
折
衷
体
の
語
彙
」
で
こ
れ
を
ま
と
め
る
。

第
四
章
「
近
代
日
本
語
文
章
と
訳
語
・
欧
語
脈
・
欧
文
脈
」
は
、
「
訳
語
と
し

て
の
　
『
文
化
L
の
定
着
過
程
」
「
福
沢
諭
吉
と
外
国
語
」
「
近
代
文
章
史
に
お
け
る

飲
文
脈
の
問
題
」
「
欧
文
脈
の
消
長
」
「
近
代
文
章
の
成
立
と
欧
文
脈
」
の
五
節
に

わ
た
っ
て
、
福
沢
外
国
語
語
彙
表
（
四
〇
ペ
ー
ジ
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
興
味

深
い
資
料
も
折
り
ま
ぜ
、
自
然
主
義
作
家
か
ら
、
実
に
、
戦
後
文
章
に
ま
で
及
ぶ
。

第
五
章
「
近
代
口
本
譜
表
現
の
諸
相
」
は
、
「
近
代
小
説
の
接
続
語
」
「
近
代
日

本
語
文
章
に
お
け
る
ご
J
と
し
語
・
ご
と
」
表
現
」
「
近
代
比
喩
と
文
体
」
の
三
節

か
ら
成
り
、
こ
こ
に
も
、
詳
細
な
接
続
詞
語
彙
表
な
ど
を
示
す
。

著
者
の
前
著
『
近
代
文
章
の
成
立
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
J
（
昭
和
五
一
刊
）

を
発
展
さ
せ
た
着
実
な
研
究
で
、
個
々
の
問
題
を
掘
り
さ
け
つ
つ
、
近
代
の
文

責
史
の
全
体
像
を
明
か
に
し
て
い
る
。
三
〇
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
詳
細
な
索
引
を
付
す
。

（
A
五
版
、
四
八
七
ペ
ー
ジ
、
昭
和
六
三
年
二
月
、
和
泉
書
院
刊
二
一
、
〇
〇
〇
円
）
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