
形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

︱
花
田
清
輝
﹁
﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

加

藤

大

生

花
田
清
輝
﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂︵﹃
季
刊
芸
術
﹄
昭
45
・
�
︶
は
︑
著
者
の
生

前
最
後
の
小
説
集
﹃
室
町
小
説
集
﹄︵
昭
48
・
11
・
�
︑
講
談
社
︶
の
第
一
章

に
あ
た
る
作
品
で
あ
る
︒﹃
室
町
小
説
集
﹄
は
︑
戦
後
︑
花
田
が
執
筆
し
た
一

連
の
歴
史
小
説
群
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
小
説

集
﹂
の
劈
頭
を
飾
る
﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ
︑
お
よ
そ

﹁
小
説
﹂
と
は
思
え
な
い
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
く

示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
︑
こ
の
作
品
は
︑
谷
崎
潤
一
郎
の
﹃
吉
野
葛
﹄︵﹃
中
央

公
論
﹄
昭
�
・
�
～
�
︶
に
﹁
注
﹂
を
つ
け
る
と
い
う
体
裁
で
書
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

批
評
を
中
心
に
据
え
た
総
合
芸
術
雑
誌
で
あ
る
﹃
季
刊
芸
術
﹄
が
初
出
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑
本
作
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
同
時
代
評
で
あ
る
玉

井
五
一
﹁︿
も
う
一
つ
の
日
本
﹀
構
想
﹂︵﹃
新
日
本
文
学
﹄
昭
45
・
�
︶
は
︑

こ
の
テ
ク
ス
ト
を
﹁
批
評
と
い
う
創
作
行
為
の
最
た
る
も
の
の
一
つ
﹂
と
捉
え

た
う
え
で
︑﹃
吉
野
葛
﹄
に
お
い
て
書
か
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
﹁
南
朝
の
子

孫
で
あ
る
自
天
王
と
い
う
人
物
を
主
人
公
に
し
た
歴
史
小
説
﹂
を
リ
ラ
イ
ト
し

よ
う
と
す
る
﹁
き
わ
め
て
独
創
的
・
挑
戦
的
﹂
な
試
み
と
し
て
評
価
し
て
い
る
︒

こ
の
作
品
は
︑
従
来
︑
花
田
研
究
の
な
か
で
よ
り
も
︑
谷
崎
の
﹃
吉
野
葛
﹄

研
究
に
お
い
て
︑
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
永
栄
啓
伸①

や
東
郷

克
美②

は
︑
吉
野
川
を
源
流
へ
と
遡
る
こ
の
小
説
の
﹁
空
間
的
な
移
動
が
︑
そ
の

ま
ま
︑
時
間
的
な
移
動
と
し
て
受
け
と
ら
れ
﹂
る
と
し
た
﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂

の
見
方
を
参
照
し
つ
つ
︑﹃
吉
野
葛
﹄
に
お
け
る
空
間
の
様
相
を
論
じ
て
い
る
︒

ま
た
︑
小
森
陽
一③

は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
語
り
の
構
造
を
分
析
す
る
際
︑
花
田
の

テ
ク
ス
ト
を
詳
し
く
引
用
し
て
い
る
︒
﹃
吉
野
葛
﹄
発
表
当
時
か
ら
﹁
二
十
年

ほ
ど
前
︑
明
治
の
末
か
大
正
の
初
め
頃
﹂
に
世
を
賑
わ
し
て
い
た
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
南
北
朝
正
閏
論
争
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
が
︑﹁
私
﹂
の
﹁
歴
史
小
説
﹂
を
規
制
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
花
田
の
読
解
に
︑
小
森
は
着
目
し
て
い
る
︒

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

三
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こ
の
よ
う
に
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑
谷
崎
の
﹃
吉
野
葛
﹄
を
ど
の
よ
う
に

読
む
か
と
い
う
問
い
の
な
か
で
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
一

方
で
︑
花
田
の
﹃
室
町
小
説
集
﹄
全
体
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
︑
こ
の
テ
ク
ス

ト
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
論
も
あ
る
︒
そ
れ
が
野
口
武
彦
﹁
箱
と
玉
の
虚
実

︱
﹃
室
町
小
説
集
﹄
と
小
説
言
語
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク

︱
﹂︵﹃
カ
イ

エ
﹄
昭
54
・
11④
︶
で
あ
る
︒
野
口
は
︑
こ
の
小
説
集
全
体
に
通
底
す
る
﹁
方
法

上
の
伏
線
﹂
と
し
て
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
に
お
け
る
﹁
注
釈
﹂
と
い
う
言
語
行

為
の
﹁
根
本
的
な
メ
タ
言
語
性
﹂
を
指
摘
し
て
い
る
︒
花
田
の
歴
史
小
説
は
い

ず
れ
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
の
引
用
と
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
が
︑
そ
の
方
法
が
先
鋭
的
に
表
れ
た
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
︑

野
口
は
﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
を
捉
え
て
い
る
︒
こ
う
し
た
野
口
の
指
摘
は
示
唆

に
富
む
も
の
で
あ
る
が
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
具
体
的
な
作
品
分
析
は
な
さ
れ

て
お
ら
ず
︑
注
と
い
う
身
振
り
の
内
実
に
つ
い
て
も
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
る

と
考
え
る
︒

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
に
対
す

る
読
解
の
一
種
と
し
て
︑
も
し
く
は
︑﹃
室
町
小
説
集
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
花

田
の
歴
史
小
説
に
お
け
る
方
法
的
な
開
示
が
な
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
︑
従

来
言
及
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
な
ぜ
谷
崎
の
﹃
吉
野
葛
﹄

を
注
の
対
象
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
﹃
吉
野
葛
﹄
と
結
ん
で
い
る
関
係

に
つ
い
て
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
︑﹁
﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
と
い
う
作
品
を
読

み
解
く
う
え
で
︑
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本

稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
︑
﹃
吉
野
葛
﹄
に
注
を
付
す
こ
と
の
意
味

に
つ
い
て
︑
注
と
い
う
方
法
の
あ
り
よ
う
と
も
併
せ
て
考
察
し
て
い
く
︒

一
︑﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
の
関
係
性

｢﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
を
執
筆
す
る
動
機
に
つ
い
て
︑
こ
の
作
品
の
語
り
手
は
本

文
中
で
︑﹁
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
の
な
か
で
使
わ
れ
な
か
っ
た
自
天
王
関
係
の

材
料
を
モ
ッ
タ
イ
な
い
と
お
も
う
か
ら
﹂
だ
と
説
明
し
て
い
る
︒
改
め
て
確
認

す
る
ま
で
も
な
く
︑
谷
崎
潤
一
郎
の
﹃
吉
野
葛
﹄
に
お
い
て
︑
作
中
の
﹁
私
﹂

は
︑
南
朝
に
お
け
る
皇
統
の
子
孫
で
あ
る
自
天
王
を
主
人
公
に
据
え
た
﹁
歴
史

小
説
﹂
を
か
ね
て
よ
り
構
想
し
て
お
り
︑
そ
の
取
材
も
兼
ね
つ
つ
︑
友
人
・
津

村
の
誘
い
に
よ
っ
て
吉
野
へ
と
足
を
運
ぶ
︒
し
か
し
︑
﹃
吉
野
葛
﹄
の
作
品
内

に
お
い
て
︑
そ
の
﹁
歴
史
小
説
﹂
が
具
体
的
に
進
展
す
る
様
子
は
な
く
︑
物
語

の
末
尾
に
お
い
て
︑
唐
突
に
﹁
私
の
計
画
し
た
歴
史
小
説
は
︑
や
ゝ
材
料
負
け

の
形
で
と
う
〳
〵
書
け
ず
に
し
ま
つ
た
﹂
︵
そ
の
六
︶
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
︒﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
﹁
い
さ
さ
か
無
責
任
﹂
な
︑
こ

の
﹁
私
﹂
の
﹁
歴
史
小
説
﹂
の
話
は
︑
し
か
し
﹃
吉
野
葛
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト

の
構
造
を
な
す
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
︒﹁﹃
吉
野
葛
﹄

注
﹂
で
着
目
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
こ
の
書
か
れ
な
か
っ
た
﹁
歴
史
小
説
﹂
に
つ

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

三
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い
て
な
の
で
あ
る
︒

だ
が
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
単
に
﹃
吉
野
葛
﹄
の
書
き
ぶ
り
を
﹁
無
責
任
﹂

と
断
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
語
り
手
は
続
け
て
︑﹃
吉
野
葛
﹄
が
発
表
さ

れ
た
昭
和
六
年
と
い
う
時
代
に
目
を
向
け
︑
そ
こ
で
は
﹁
あ
ま
り
に
も
表
現
の

自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
た
﹂
こ
と
に
注
意
を
促
す
︒
自
天
王
や
後
南
朝
と
い
っ

た
題
材
は
︑
必
然
的
に
天
皇
家
の
正
当
性
・
正
統
性
に
関
す
る
問
題
を
惹
起
す

る
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
谷
崎
潤
一
郎
の
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
材
料
は
︑
ほ
か

な
ら
ぬ
そ
の
後
南
朝
に
関
す
る
も
の
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹁
検
閲
の
網
に
ひ
っ
か

か
り
﹂
か
ね
な
い
︑
あ
る
種
の
き
な
く
さ
い
内
容
の
話
を
︑﹁
材
料
負
け
﹂
と

い
う
か
た
ち
で
暗
に
記
述
す
る
﹃
吉
野
葛
﹄
の
構
成
が
︑
こ
こ
で
は
確
認
さ
れ

て
い
る
︒

そ
の
う
え
で
注
目
で
き
る
の
は
︑
吉
野
行
の
結
果
︑﹁
要
す
る
に
三
の
公
は

史
実
よ
り
も
伝
説
の
地
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
﹂
と
い
う
﹃
吉
野
葛
﹄
の

﹁
私
﹂
の
述
懐
が
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
︒
語
り
手
は
︑﹁
最
初
は
信
じ

て
う
た
が
わ
な
か
っ
た
﹁
与
え
ら
れ
た
史
実
﹂
ま
で
︑
な
ん
と
な
く
あ
や
ふ
や

な
も
の
の
よ
う
な
気
が
し
は
じ
め
る
﹂﹃
吉
野
葛
﹄
の
﹁
私
﹂
の
様
子
に
着
目

す
る
︒
確
か
に
﹃
吉
野
葛
﹄
の
冒
頭
で
︑﹁
私
﹂
は
︑
自
天
王
の
存
在
を
﹁
専

門
の
歴
史
家
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
︑
決
し
て
単
な
る
伝
説
で
は
な
い
﹂︵
そ
の

一
︶
と
は
っ
き
り
言
表
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
当
初
は
﹁
史
実
﹂
で
あ
る
と

見
做
さ
れ
て
い
た
自
天
王
の
事
跡
に
つ
い
て
︑
物
語
末
尾
で
は
一
転
し
て
︑
む

し
ろ
そ
の
﹁
伝
説
﹂
と
し
て
の
様
態
が
強
調
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
︒

﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
を
め
ぐ
る
﹁
私
﹂
の
認
識
の
変
移
が
︑
﹃
吉
野
葛
﹄
の
中

に
は
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

﹃
吉
野
葛
﹄
の
﹁
私
﹂
は
︑
自
身
の
﹁
歴
史
小
説
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
正
史
は
勿

論
︑
記
録
や
古
文
書
が
申
し
分
な
く
備
は
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
作
者
は

た
ゞ
与
へ
ら
れ
た
史
実
を
都
合
よ
く
配
列
す
る
だ
け
で
も
︑
面
白
い
読
み
物
を

作
り
得
る
﹂︵
そ
の
一
︶
と
述
べ
︑
そ
の
う
え
で
﹁
少
し
ば
か
り
の
潤
色
を
施

し
︑
適
当
に
口
碑
や
伝
説
を
取
り
交
ぜ
﹂
れ
ば
︑
よ
り
一
層
面
白
く
な
る
だ
ろ

う
︑
と
構
想
を
め
ぐ
ら
す
︒
こ
こ
に
は
﹁
与
へ
ら
れ
た
史
実
﹂
に
対
す
る

﹁
私
﹂
の
無
上
の
信
頼
が
見
て
と
れ
る
︒
実
際
︑﹁
私
﹂
は
︑
自
天
王
に
ま
つ
わ

る
様
々
な
事
跡
に
つ
い
て
︑﹁
南
山
巡
狩
録
︑
南
方
紀
伝
︑
桜
雲
記
︑
十
津
川

の
記
等
に
も
皆
載
つ
て
ゐ
る
し
︑
殊
に
上
月
記
や
赤
松
記
は
当
時
の
実
戦
者
が

老
後
に
自
ら
書
き
遺
し
た
も
の
か
︑
或
は
そ
の
子
孫
の
手
に
成
る
記
録
で
あ
つ

て
︑
疑
ふ
余
地
は
な
い
﹂︵
そ
の
一
︶
と
し
て
︑
当
事
者
の
記
録
に
対
し
て
実

証
的
な
価
値
を
見
出
し
て
い
る
︒
﹁
私
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
口
碑
や
伝
説
﹂
と
は
︑

そ
の
よ
う
な
信
頼
す
る
に
足
る
﹁
史
実
﹂
に
付
随
す
る
︑
副
次
的
な
位
置
の
も

の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
﹃
吉
野
葛
﹄
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
史
料
の
類
に
触
れ

て
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
で
は
︑
そ
れ
ら
が
﹁
す
べ
て
徳
川
時
代
に
か
か
れ
た
も

の
ば
か
り
で
あ
っ
て
︑
史
料
的
価
値
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
お
義
理
に
も
第

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

四
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一
級
の
も
の
と
は
称
し
が
た
い
﹂
と
し
て
︑﹃
吉
野
葛
﹄
に
お
け
る
﹁
私
﹂
の

史
料
選
定
に
難
癖
を
つ
け
る
よ
う
な
身
振
り
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
関

し
て
︑
た
と
え
ば
村
田
正
志
﹃
南
北
朝
論

︱
史
実
と
思
想

︱
﹄︵
昭
34
・

�
・
15
︑
至
文
堂
︶
の
な
か
で
︑﹃
南
方
紀
伝
﹄
や
﹃
桜
雲
記
﹄︑﹃
十
津
川
記
﹄

な
ど
が
︑﹁
南
朝
に
同
情
し
﹂
て
﹁
近
世
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
編
述
さ
れ

た
も
の
﹂
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
客
観
性
が
担
保
さ
れ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
史
料
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の
書
物
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
村
田
は
同
書
の
な
か
で
︑
明
治
期
の
南
北
朝
正
閏
論
争
を
整
理
し

つ
つ
︑
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
幸
田
露
伴
の
日
記
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
の

だ
が
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
に
も
同
様
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
花
田
は
お

そ
ら
く
こ
う
し
た
書
物
を
参
照
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹃
吉
野
葛
﹄
に
お
い
て
︑﹁
普
通
小
中
学
校
の
歴
史
の
教
科
書
﹂
を
参

照
し
つ
つ
︑
後
南
朝
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
︑﹁﹃
吉
野

葛
﹄
注
﹂
の
語
り
手
が
言
及
し
て
い
る
部
分
も
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
語

り
手
は
万
寿
寺
宮
自
死
を
め
ぐ
る
﹁
私
﹂
の
記
述
に
疑
問
を
投
げ
か
け
︑﹁
万

寿
寺
宮
自
身
は
︑
江
州
の
甲
賀
郡
へ
落
ち
︑
そ
の
地
の
武
内
の
末
裔
山
邨
姫
と

の
あ
い
だ
に
自
天
王
︵
一
の
宮
︶︑
忠
義
王
︵
二
の
宮
︶
の
二
王
子
を
儲
け
︑

の
ち
に
大
台
ガ

原
山
に
迎
え
ら
れ
て
︑
そ
こ
で
天
命
を
全
う
し
た
︑
と
い
っ
た

よ
う
な
説
が
な
い
こ
と
も
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
に
示
さ

れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
異
説
に
つ
い
て
も
︑
や
は
り
村
田
が
先
の
著
書
の
な
か

で
同
様
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
︑
し
か
し
村
田
が
こ
の
説
を
︑
歴
史
学

的
知
見
か
ら
は
お
よ
そ
信
頼
す
る
に
値
し
な
い
﹁
俗
説
﹂﹁
伝
説
﹂
の
類
と
し

て
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁﹃
吉
野

葛
﹄
注
﹂
で
は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
記
述
に
対
し
て
史
料
批
判
を
加
え
な
が
ら
︑

一
方
で
︑
自
天
王
の
事
跡
を
め
ぐ
る
﹁
俗
説
﹂
を
本
文
中
に
展
開
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
﹃
吉
野
葛
﹄
の
﹁
私
﹂
が
信
頼
を
置
く
﹁
史
実
﹂
を
懐
疑

す
る
の
み
な
ら
ず
︑
正
史
に
対
し
て
副
次
的
な
価
値
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い

﹁
伝
説
﹂
を
﹁
史
実
﹂
と
併
置
し
︑
両
者
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
﹁﹃
吉
野

葛
﹄
注
﹂
の
意
識
が
見
て
取
れ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
う
し
た
﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
の
階
層
性
の
攪
乱
は
︑
﹃
吉
野

葛
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
す
で
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
﹃
吉

野
葛
﹄
の
﹁
そ
の
三

初
音
の
鼓
﹂
に
お
い
て
︑
特
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

津
村
の
誘
い
で
︑
大
谷
家
重
代
の
宝
で
あ
る
初
音
の
鼓
を
見
に
行
く
﹁
私
﹂
は
︑

そ
こ
で
﹁﹁
菜
摘
邨
来
由
﹂
と
題
す
る
巻
物
﹂
に
出
会
う
︒﹁
静
御
前
よ
り
賜
は

つ
た
初
音
の
鼓
等
の
品
々
﹂
と
と
も
に
︑
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
そ
の

﹁
巻
物
﹂
に
は
︑
静
御
前
が
菜
摘
の
地
に
て
没
し
た
と
い
う
︑
奥
吉
野
の
土
地

に
ま
つ
わ
る
﹁
伝
説
﹂
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
史
実
﹂
か
ら
見
れ
ば
誤
謬

と
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
を
﹁
正
直
一
途
に
﹂
信
じ
て
い
る
大
谷
家
の
主
人
を
前

に
︑﹁
私
た
ち
は
何
も
云
ふ
べ
き
こ
と
は
な
か
つ
た
﹂︒
こ
こ
に
あ
る
の
は

﹁
私
﹂
と
﹁
主
人
﹂
と
の
間
に
あ
る
認
識
の
断
絶
で
あ
る
︒
実
証
主
義
的
な
認

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

四
一



識
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
も
の
と
は
別
の
か
た
ち
の
真
実
性
を
︑
大

谷
家
の
主
人
は
差
し
出
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
主
人
の
態
度
を
﹁
私
﹂
は
﹁
盲

信
﹂
と
断
じ
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
私
﹂
が
﹁
史
実
﹂
に
対
し
て
見
せ

る
信
頼
と
︑
は
た
し
て
ど
の
程
度
か
け
離
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒
た
だ
し
︑
こ
の
時
点
に
お
け
る
﹁
私
﹂
は
︑
そ
う
し
た
問
い
を
発
す
る
こ

と
を
し
な
い
︒

｢私
﹂
の
﹁
史
実
﹂
へ
の
信
頼
が
瓦
解
す
る
あ
り
さ
ま
は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
末

尾
︑﹁
そ
の
六

入
の
波
﹂
で
︑﹁
御
前
申
す
﹂
と
﹁
べ
ろ
べ
ど
﹂
と
い
う
岩
を
︑

案
内
者
が
﹁
私
﹂
に
紹
介
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
︑
は
っ
き
り
と
看
取
さ
れ

る
︒
案
内
者
の
話
に
よ
れ
ば
︑
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
﹁
或
る
偉
い
お
方
﹂
が
︑

二
つ
の
岩
の
所
在
を
確
認
し
次
第
︑
す
ぐ
に
﹁﹁
成
る
程
︑
さ
う
か
︑
そ
れ
な

ら
此
処
は
自
天
王
の
い
ら
し
つ
た
所
に
違
ひ
な
い
﹂
と
︑
感
心
し
て
お
帰
り
に

な
つ
た
﹂
の
だ
と
い
う
が
︑
し
か
し
︑﹁
そ
の
奇
妙
な
岩
の
名
の
由
来
は
分
ら

な
か
つ
た
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
自
身
の
信
頼
す
る
歴
史
学
的
知
見
や
文
字
史
料

が
根
拠
に
据
え
る
も
の
の
不
明
瞭
さ
を
触
知
す
る
こ
と
で
︑﹁
私
﹂
の
認
識
は

失
調
を
き
た
す
︒
こ
う
し
て
﹁
史
実
﹂
の
権
威
性
は
揺
ら
ぎ
︑﹁
私
﹂
は
﹁
三

の
公
は
史
実
よ
り
も
伝
説
の
地
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
﹂
と
述
べ
る
に
至
る
の

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
が
互
い
を
相
対
化
し
あ
う
よ

う
な
関
係
性
は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
な
か
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と

い
え
る⑤

︒

｢﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
語
り
手
は
︑﹁
わ
た
し
は
︑
史
実
を
配
列
す
る
だ
け
に

と
ど
め
た
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
実
の
と
こ
ろ
︑﹁
俗
説
﹂
と
さ
れ
る
よ
う

な
も
の
を
も
作
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
そ
の
言
表
は
物

語
言
説
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
裏
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑

そ
れ
を
行
為
遂
行
的
に
読
む
な
ら
ば
︑﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
を
等
価
に
扱
う

こ
と
に
よ
っ
て
︑
前
者
の
側
に
あ
る
特
権
性
を
剝
脱
す
る
企
図
を
看
取
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
︑
テ
ク
ス
ト
が
注
の
対
象
と
し
て
措
定
し

た
﹃
吉
野
葛
﹄
と
い
う
物
語
が
内
包
し
て
い
る
力
学
を
再
演
す
る
よ
う
な
性
質

の
も
の
な
の
で
あ
る
︒

二
︑
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
﹁
川
﹂

﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
な
か
で
︑
語
り
手
は
︑
﹃
吉
野
葛
﹄
が
書
か
れ
る
際
の

モ
テ
ィ
ー
フ
を
想
像
し
て
︑
そ
れ
は
谷
崎
に
﹁
か
れ
流
の
﹃
水
経
注
﹄
と
い
っ

た
よ
う
な
作
品
を
か
く
つ
も
り
が
あ
っ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
﹂
と
述
べ
て

い
る
︒
語
り
手
は
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
﹃
吉
野
葛
﹄
を
︑
北
魏
の
酈
道
元
に
よ

る
﹃
水
経
注
﹄
と
い
う
地
理
書
に
重
ね
合
わ
せ
る
︒
中
国
各
地
の
様
々
な
河
川

や
︑
流
域
の
名
所
古
跡
に
つ
い
て
書
い
た
こ
の
﹃
水
経
注
﹄
を
﹁
一
種
の
紀
行

文
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
﹂
︑
そ
う
し
た
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
が
﹃
吉
野
葛
﹄

に
通
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

﹃
吉
野
葛
﹄
を
﹁
一
種
の
紀
行
文
﹂
と
し
て
読
む
見
方
は
︑
こ
の
作
品
が
発

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

四
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表
さ
れ
た
同
時
代
に
お
い
て
多
く
提
出
さ
れ
て
い
た
が⑥

︑
そ
の
な
か
で
︑﹁﹃
吉

野
葛
﹄
注
﹂
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
﹁
紀
行
文
﹂
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
︑
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
︒
重
要
な
の
は
︑
そ
こ
で
﹃
水
経
注
﹄
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
水
経
注
﹄
は
︑
河
川
の
流

路
を
記
し
た
﹃
水
経
﹄
と
い
う
地
誌
に
︑
酈
道
元
が
詳
し
い
注
を
加
え
て
成
立

し
た
も
の
で
︑
こ
の
注
の
部
分
が
貴
重
な
こ
と
か
ら
︑
む
し
ろ
﹃
水
経
﹄
よ
り

も
有
名
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
書
物
で
あ
る⑦

︒
作
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お

り
︑
こ
の
書
は
黄
河
の
水
系
に
は
じ
ま
り
︑
中
国
各
地
の
水
路
に
つ
い
て
︑
そ

の
流
域
の
都
邑
や
古
跡
な
ど
を
あ
わ
せ
て
記
し
て
い
る
︒﹃
水
経
注
﹄
の
大
き

な
特
徴
と
し
て
︑
た
と
え
ば
森
鹿
三
は
︑
酈
道
元
の
﹁
地
理
学
を
最
も
特
色
づ

け
る
の
は
そ
の
構
造
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑
従
来
の
政
治
地
誌
的
な
地
理
書
に
対

し
て
︑
多
様
な
河
川
の
水
系
に
着
目
し
︑
そ
れ
ら
の
﹁
地
理
的
知
識
を
組
織

化
﹂
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
書
の
独
自
性
を
見
出
し
て
い
る⑧

︒
行
政
区
画
に
従
っ

て
記
述
さ
れ
た
正
史
の
地
誌
を
補
足
す
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
資

料
と
さ
れ
る
﹃
水
経
注
﹄
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
既
存
の
公
式
的
な
コ
ー
ド
か
ら

は
抜
け
落
ち
た
も
の
を
掬
い
取
る
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
︑
し
ば

し
ば
そ
の
価
値
が
語
ら
れ
る
の
だ
︒

花
田
は
﹁﹃
室
町
小
説
集
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
後
南
朝
の
こ
と
﹂
の
な
か
で
︑

﹃
吉
野
葛
﹄
に
つ
い
て
触
れ
︑
谷
崎
は
﹁
昭
和
初
期
の
あ
の
時
代
に
吉
野
の
伝

説
を
書
く
た
め
に
︑
風
物
を
逆
に
利
用
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
自
身
の
見
解

を
述
べ
て
い
る⑨

︒
後
南
朝
に
ま
つ
わ
る
﹁
伝
説
﹂
を
書
く
た
め
に
要
請
さ
れ
た

方
法
と
し
て
﹁
紀
行
文
﹂
を
捉
え
る
見
方
が
︑
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
窺
え
る

だ
ろ
う
︒﹃
水
経
注
﹄
の
よ
う
な
書
物
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
︑﹁﹃
吉
野

葛
﹂
注
﹂
は
︑
谷
崎
の
テ
ク
ス
ト
に
描
き
出
さ
れ
た
吉
野
と
い
う
場
を
自
身
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
再
布
置
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
こ
に
お
い
て
吉
野
は
︑
公
式

的
な
正
史
と
し
て
一
義
化
さ
れ
た
﹁
史
実
﹂
を
相
対
化
す
る
﹁
伝
説
﹂
の
滞
留

す
る
よ
う
な
拠
点
と
し
て
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
﹃
吉
野
葛
﹄
か

ら
読
み
出
さ
れ
た
﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
の
あ
い
だ
に
あ
る
力
学
を
︑
よ
り
積

極
的
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
企
図
が
︑﹃
水
経
注
﹄
へ
の
着
目
か
ら
は
看
取

さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
な
か
に
は
︑
地
理
書
や
紀

行
文
の
類
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
︒
そ
も
そ
も
エ
ピ

グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
﹁
日
は
花
に
暮
れ
て
さ
び
し
や
あ
す
な
ろ
う
﹂
と

い
う
芭
蕉
の
句
も
︑
俳
諧
紀
行
文
と
し
て
知
ら
れ
る
﹃
笈
の
小
文
﹄
の
な
か
で
︑

吉
野
の
桜
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る⑩

︒
ま
た
︑
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て

い
る
﹃
吉
野
山
独
案
内
﹄
と
い
う
書
物
も
︑
吉
野
山
付
近
の
名
所
や
寺
社
の
来

歴
に
つ
い
て
︑
古
歌
や
挿
絵
を
交
え
つ
つ
述
べ
た
地
誌
の
一
種
な
の
だ⑪

︒

｢﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
こ
の
よ
う
に
地
理
書
や
紀
行
文
を
引
き
合
い
に
出
し
な

が
ら
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
舞
台
で
あ
る
吉
野
と
い
う
土
地
の
様
相
を
強
調
し
て
い

く
の
だ
が
︑
そ
の
際
︑
語
り
手
が
特
に
関
心
を
も
っ
て
述
べ
る
の
が
︑
何
よ
り

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂
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も
ま
ず
﹁
川
﹂
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹁
昔
の
路
は
︑
こ
と
ご
と
く

川
ぞ
い
の
と
こ
ろ
を
走
っ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
昔
の
旅
行
者
た
ち
は
︑

﹃
吉
野
葛
﹄
と
い
う
小
説
の
作
者
の
ば
あ
い
と
同
様
︑
た
え
ず
川
の
流
れ
を
横

目
で
に
ら
み
な
が
ら
︑
路
を
急
い
だ
﹂
な
ど
と
し
て
︑
語
り
手
は
川
に
つ
い
て

の
叙
述
を
詳
し
く
展
開
し
て
い
く
︒﹃
水
経
注
﹄
と
﹃
吉
野
葛
﹄
を
重
ね
合
わ

せ
る
見
方
も
︑
こ
の
作
品
に
お
け
る
川
の
強
調
と
い
う
志
向
性
を
表
す
も
の
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒﹁﹃
水
経
注
﹄
に
な
ら
っ
て
︑﹁
吉
野
葛
注
﹂

と
で
も
題
す
べ
き
作
品
を
か
く
﹂
と
語
り
手
は
述
べ
て
い
る
が
︑
確
か
に
﹃
水

経
注
﹄
同
様
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
も
︑
川
へ
の
執
着
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

本
文
中
で
は
︑﹁
旅
行
者
た
ち
に
と
っ
て
︑
方
向
を
あ
や
ま
ら
ぬ
た
め
の
大

事
な
指
針
﹂
と
し
て
の
川
が
︑﹁
し
ば
し
ば
︑
氾
濫
し
︑
勝
手
に
川
筋
を
変
え
﹂

る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
う
か
と
思
え
ば
︑
時
に
は
﹁
川
そ
の
も
の
が
路
に

な
る
こ
と
も
あ
り
﹂︑
な
ど
と
い
っ
た
具
合
に
︑
川
の
持
つ
多
様
な
性
質
と
そ

の
変
化
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
川
の
あ
り
よ
う
は
︑
語
り
手
に

よ
っ
て
︑﹃
吉
野
葛
﹄
が
﹁
こ
と
志
に
反
し
た
結
果
に
お
わ
っ
た
﹂
ひ
と
つ
の

要
因
と
し
て
見
做
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
吉
野
川
を
さ
か
の
ぼ
﹂
る
か
た
ち

を
と
る
こ
と
で
︑﹁
あ
ま
り
に
も
下
流
の
ほ
う
で
道
草
を
く
い
す
ぎ
﹂︑﹁
疲
労

困
憊
﹂
し
た
た
め
に
︑﹃
吉
野
葛
﹄
は
︑
構
想
す
る
﹁
歴
史
小
説
﹂
が
頓
挫
し

て
し
ま
う
と
い
う
結
末
を
記
述
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
だ
︒
語
り
手

は
こ
こ
で
ポ
ー
の
﹃
構
成
の
哲
学
﹄
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
︑
厳
密
な
因

果
関
係
に
基
づ
く
彫
琢
を
謳
う
こ
の
ポ
ー
の
詩
論
と
は
対
照
的
な
も
の
と
し
て
︑

﹃
吉
野
葛
﹄
の
叙
述
を
位
置
づ
け
る
︒
道
の
途
中
で
分
岐
し
て
い
く
川
の
記
述

を
﹃
吉
野
葛
﹄
か
ら
引
用
し
な
が
ら
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑
因
果
論
的
な
物

語
構
成
か
ら
の
逸
脱
を
川
の
複
数
性
に
な
ぞ
ら
え
て
描
き
出
す
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
川
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
︑
花
田
の
﹁
役
の

行
者
﹂⑫

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
参
照
し
よ
う
︒
自
身
の
大
峰
へ
の
取
材
旅
行
の
経

験
を
記
し
た
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
︑
花
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

わ
た
し
は
︑
あ
る
い
は
﹃
愚
管
抄
﹄
の
著
者
で
あ
る
慈
円
の
よ
う
な
末
法

史
観
の
所
有
者
は
︑
歴
史
と
い
う
も
の
を
︑
川
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と

ら
え
︑
な
が
れ
く
だ
っ
て
い
く
感
じ
に
身
を
ま
か
せ
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
お
も
っ
た
︒﹇
⁝
﹈
し
か
し
︑
は
た
し
て
歴
史
と
い
う
も
の
は
︑

川
の
よ
う
に
︑
な
が
れ
く
だ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
︑
花
田
は
歴
史
の
あ
り
よ
う
を
川
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
表

象
す
る
︒
花
田
が
こ
こ
で
﹁
末
法
史
観
﹂
を
例
に
語
っ
て
い
る
の
は
︑
川
が
上

流
か
ら
下
流
へ
と
不
可
逆
的
に
流
れ
て
い
く
よ
う
に
︑
過
去
か
ら
現
在
︑
現
在

か
ら
未
来
へ
の
一
方
向
的
な
流
れ
と
し
て
︑
歴
史
を
捉
え
る
よ
う
な
認
識
で
あ

る
︒
し
か
し
花
田
は
︑
引
用
文
中
に
あ
る
よ
う
に
︑
そ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
対

し
て
疑
義
を
呈
す
︒
川
の
流
れ
下
る
さ
ま
を
歴
史
の
概
念
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に

結
び
つ
け
︑
そ
の
流
れ
に
た
だ
﹁
身
を
ま
か
せ
て
い
﹂
く
よ
う
な
姿
勢
を
︑
花

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

四
四



田
は
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
︒

こ
う
し
た
見
方
は
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹂
注
﹂
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
﹃
吉
野
葛
﹄

の
読
解
と
も
接
続
し
て
い
る
︒
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
﹃
吉
野
葛
﹄
を
﹁
紀
行
文
﹂

と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
の
は
︑
そ
れ
が
﹁
た
え
ず
作
者
の
位
置

の
移
動
し
て
い
く
と
こ
ろ
﹂
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

語
り
手
は
︑
吉
野
川
を
源
流
に
向
か
っ
て
遡
っ
て
い
く
﹁
空
間
的
な
移
動
﹂
が
︑

﹁
時
間
的
な
移
動
﹂
と
し
て
も
機
能
す
る
﹃
吉
野
葛
﹄
の
物
語
構
造
を
指
摘
し

つ
つ
︑
そ
こ
に
﹁
現
在
か
ら
出
発
し
て
︑
一
歩
︑
一
歩
︑
過
去
に
む
か
っ
て
さ

か
の
ぼ
っ
て
い
く
よ
う
な
錯
覚
﹂
を
見
出
す
︒﹃
吉
野
葛
﹄
に
対
す
る
こ
の
よ

う
な
読
解
は
︑
永
遠
女
性
を
思
慕
す
る
津
村
の
未
生
以
前
へ
の
遡
行
を
構
造
的

に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
︑
谷
崎
研
究
で
も
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
た⑬

︒
だ

が
︑
そ
れ
と
同
時
に
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
︑
こ
の
箇
所
が
花
田
の
歴
史
認

識
の
強
く
表
れ
た
部
分
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

現
在
を
起
点
に
︑
そ
こ
か
ら
過
去
へ
と
遡
っ
て
い
く
と
い
う
︑
谷
崎
の
テ
ク
ス

ト
か
ら
読
み
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
︑
川
を
﹁
な
が
れ
く
だ
っ
て
い
く
感
じ
に

身
を
ま
か
せ
﹂
る
あ
り
よ
う
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
受
動
的
な
態
度
で
は
な
く
︑

能
動
的
に
介
入
可
能
な
も
の
と
し
て
歴
史
を
捉
え
よ
う
と
す
る
花
田
の
思
想
と

響
き
合
っ
て
い
る
︒﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
︑﹃
吉
野
葛
﹄

に
対
す
る
物
語
論
的
な
分
析
と
︑
自
身
の
歴
史
認
識
の
表
白
と
を
重
ね
合
わ
せ

る
︒
川
の
複
数
性
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
こ
う
し
た
歴
史
へ
の
意
識
は
︑﹁
史

実
﹂
の
一
義
性
を
問
い
に
付
す
﹁
伝
説
﹂
の
役
割
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
特
に
重
要
な
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
歴
史
認
識
が
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の

﹁
回
想
形
式
で
か
か
れ
る
必
然
性
﹂
と
と
も
に
提
起
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
谷
崎
の
テ
ク
ス
ト
の
形
式
に
対
し
て
︑﹁
﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
が
殊
更

に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
か
ら
は
︑
い
か
な
る
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
︒
次
節
で
考
察
し
て
い
こ
う
︒

三
︑
注
と
し
て
書
く
こ
と

｢﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
に
お
い
て
示
さ
れ
る
﹃
吉
野
葛
﹄
の
形
式
へ
の
着
目
は
︑

そ
れ
が
自
天
王
に
材
を
採
っ
た
﹁
歴
史
小
説
﹂
を
﹁
粗
筋
の
紹
介
だ
け
に
と
ど

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂
こ
と
に
言
及
す
る
際
︑
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い

る
︒
語
り
手
は
︑
そ
こ
に
は
﹁
表
現
の
自
由
の
問
題
﹂
だ
け
で
な
く
︑﹁
表
現

の
形
式
の
問
題
﹂
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒﹃
吉
野
葛
﹄
の

﹁
私
﹂
が
﹁
歴
史
小
説
﹂
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
要
因
を
︑
そ
の
よ
う

な
﹁
形
式
の
問
題
﹂
に
求
め
つ
つ
︑
比
較
対
象
と
し
て
作
中
で
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
が
︑
島
崎
藤
村
の
﹃
夜
明
け
前
﹄
で
あ
る
︒
﹁
い
つ
ま
で
も
一
箇
所
に
立

ち
ど
ま
っ
た
ま
ま
︑
主
力
を
そ
こ
に
集
中
す
る
こ
と
﹂
が
で
き
る
も
の
と
し
て

﹃
夜
明
け
前
﹄
を
位
置
づ
け
な
が
ら
︑
語
り
手
は
︑
そ
れ
と
は
対
蹠
的
な
﹃
吉

野
葛
﹄
に
特
有
の
﹁
叙
述
の
仕
方
﹂
に
注
意
を
促
す
の
で
あ
る
︒

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

四
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藤
村
の
﹃
夜
明
け
前
﹄
は
昭
和
四
年
か
ら
一
〇
年
ま
で
の
あ
い
だ
︑﹃
中
央

公
論
﹄
誌
上
に
お
い
て
断
続
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
初
出

で
も
あ
る
昭
和
六
年
一
月
号
に
は
︑
そ
の
第
一
部
第
七
章
が
掲
載
せ
ら
れ
て
い

る
︒
ま
さ
に
同
時
代
の
︑
同
じ
発
表
媒
体
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
た
藤
村
の

歴
史
小
説
と
比
較
し
な
が
ら
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑
谷
崎
の
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
﹁
表
現
の
形
式
﹂
を
問
題
化
し
て
い
る
の
だ
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
の
よ
う
な
議
論
の
前
段
階
と
し
て
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
が

﹃
乱
菊
物
語
﹄
の
中
絶
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
着
目
で
き
る
︒
昭
和
二
年
︑

谷
崎
と
芥
川
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
﹁
小
説
の
筋
﹂
論
争
な
ど
に
よ
く
あ
ら

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹃
吉
野
葛
﹄
執
筆
の
頃
は
︑
谷
崎
に
と
っ
て
小
説
形
式

の
意
識
的
な
模
索
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
︒
谷
崎
が
創
作
活
動
に

お
い
て
多
彩
な
形
式
の
試
み
を
見
せ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
が
︑﹁﹃
吉
野

葛
﹄
注
﹂
は
︑﹃
乱
菊
物
語
﹄
な
ど
に
目
を
向
け
つ
つ
︑
形
式
に
対
す
る
作
家

の
意
識
が
と
り
わ
け
強
く
あ
ら
わ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
︑﹃
吉
野
葛
﹄
を
見

据
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
う
え
で
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
式
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
る
際
︑
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
﹃
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル⑭

﹄
に
お

い
て
展
開
し
て
い
る
議
論
は
参
考
に
な
る
︒
こ
の
書
で
バ
ル
ト
は
︑
文
学
テ
ク

ス
ト
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
︑﹁
言
語
﹂﹁
文
体
﹂﹁
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂
の
三

つ
の
概
念
を
措
定
す
る
︒
バ
ル
ト
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と

は
︑
す
な
わ
ち
文
学
に
お
け
る
表
現
形
式
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
形
式
と
し

て
意
味
づ
け
ら
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
︑
バ
ル
ト
は
作
家
に
よ
る
社
会
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

が
遂
行
さ
れ
る
場
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い

る
︒

ど
の
よ
う
な
文
学
形
式
に
お
い
て
も
︑
ひ
と
つ
の
調
子

︱
エ
ー
ト
ス
と

言
っ
て
も
よ
い

︱
の
全
面
的
な
選
択
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
ま
さ
に
そ
の

選
択
に
お
い
て
作
家
は
は
っ
き
り
と
自
分
の
個
性
を
あ
ら
わ
す
︒
そ
の
選

択
に
お
い
て
こ
そ
︑
作
家
は
社
会
参
加
を
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

作
家
は
自
身
の
自
由
と
責
任
を
も
っ
て
ひ
と
つ
の
形
式
を
選
び
取
る
︒
こ
う

し
た
考
え
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
︑
バ
ル
ト
の
こ
の
著
書
は
︑
サ
ル
ト
ル
が
﹃
文

学
と
は
何
か
﹄
︵
一
九
四
八
︶
の
な
か
で
提
起
し
た
芸
術
に
お
け
る
社
会
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

の
思
想
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒
バ
ル
ト
は
︑
文
学
作

品
の
内
容
と
い
う
視
座
か
ら
社
会
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

を
意
義
づ
け
た
サ
ル
ト
ル
の
立
場
を
批

判
的
に
捉
え
な
お
す
か
た
ち
で
︑
形
式
の
前
景
化
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
形
式

に
よ
る
社
会
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

と
い
う
文
学
の
様
態
を
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
概
念
に
託
し
て

顕
現
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
︑
こ
こ
に
お
け
る
バ
ル
ト
の
眼
目
な
の
で
あ
る⑮

︒

バ
ル
ト
は
﹃
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹄
に
お
け
る
自
身
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
︑

﹁
サ
ル
ト
ル
的
な
政
治
参
加
を
マ
ル
ク
ス
主
義
化
す
る
こ
と
﹂
だ
と
述
べ
て
い

る⑯

︒
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
︑
作
家
に
よ
る
形
式
の
選
択
と

は
︑
そ
れ
自
体
︑
あ
る
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
選
択
範
囲
が

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂
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限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る⑰

︒
バ
ル
ト
が
こ
の

よ
う
な
意
味
で
形
式
を
強
調
す
る
と
き
︑
そ
れ
は
﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
に
お
け

る
﹃
吉
野
葛
﹄
の
形
式
へ
の
注
目
を
説
明
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

昭
和
六
年
と
い
う
﹁
あ
ま
り
に
も
表
現
の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
た
﹂
時
代
に
︑

自
天
王
に
つ
い
て
の
﹁
歴
史
小
説
﹂
を
発
表
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
喚
起
し
つ

つ
︑
語
り
手
は
︑﹁
文
筆
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
の
一
人
と
し
て
︑
谷
崎
潤
一
郎

が
︑
そ
ん
な
事
情
を
知
ら
な
っ
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
﹂
と
述
べ
る
︒
し
か
し
︑

こ
こ
で
問
題
化
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
物
語
内
容
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
な
作
家
の

政
治
的
態
度
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
作
品
の
も
つ
﹁
表
現
の

形
式
﹂
こ
そ
が
︑
同
時
代
状
況
に
対
す
る
一
つ
の
闘
争
の
舞
台
と
し
て
現
前
し

う
る
と
い
う
こ
と
を
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
テ
ク
ス
ト
は
︑
検
閲
を
め
ぐ
る
状
況
下
で
形
式
に
意
識
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
そ
れ
自
体
が
有
す
る
批
評
性
を
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
剔

抉
す
る
の
だ
︒﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
が
政
治
的
な
話
題
を
展
開
す
る
起
点
と
し
て
︑

﹃
夜
明
け
前
﹄
の
よ
う
な
小
説
で
は
な
く
︑﹁
非
政
治
的
な
谷
崎
潤
一
郎
﹂
に
よ

る
﹃
吉
野
葛
﹄
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
︑
後
南
朝
を
め
ぐ
る
題
材
へ
の

関
心
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
同
時
代
状
況
と
切
り
結
ぶ
形
式
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
照

準
を
設
定
す
る
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
よ
く
窺
え
る
︒

作
家
が
形
式
を
選
択
す
る
こ
と
︑
テ
ク
ス
ト
を
い
か
に
書
く
か
と
い
う
こ
と

に
対
す
る
﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
意
識
は
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
注
と
い
う
形
式

＝
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
も
照
ら
し
出
す
︒

本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
論
稿
の
な
か
で
︑
野
口
武
彦
は
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂

に
﹁
根
本
的
な
メ
タ
言
語
性
﹂
を
見
出
し
て
い
た
︒
野
口
が
こ
こ
で
述
べ
て
い

る
﹁
メ
タ
言
語
﹂
と
は
︑
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
る
言
語
行
為
の
こ
と
を
指
す
︒

送
り
手
や
受
け
手
に
︑
は
た
し
て
自
分
た
ち
が
同
じ
コ
ー
ド
を
使
っ
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
必
要
の
生
じ
た
と
き
︑
つ
ね
に
言
語
は
︿
コ
ー

ド
﹀
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
︑
こ
う
し
て
︿
メ
タ
言
語
的
﹀︵
m
e
ta
lin
g
u
a
l

あ
る
い
は
注
解
的
︶
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る⑱

︒

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
り
手
な
い
し
受
け
手
が
依
拠
す
る
コ
ー
ド
を
参
照
す
る
の

が
︑
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
い
う
﹁
メ
タ
言
語
的
機
能
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
見
た

と
き
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
に
お
け
る
注
も
︑
確
か
に
﹁
メ
タ
言
語
﹂
と
し
て
機

能
す
る
言
語
行
為
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
︑﹃
吉
野
葛
﹄
が
書

か
な
か
っ
た
︵
あ
る
い
は
書
け
な
か
っ
た
︶﹁
歴
史
小
説
﹂
の
前
景
化
で
あ
り
︑

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
り
え
な
か
っ
た
も
の
の
領
域
へ
の
介
入
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
は
︑
先
ほ
ど
確
認
し
た
バ
ル
ト
に
よ
る
形
式
の
強
調
と
関
連
づ
け

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ

ル
に
則
る
な
ら
ば
︑
い
さ
さ
か
図
式
的
で
は
あ
る
が
︑
次
の
よ
う
に
整
理
で
き

る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
サ
ル
ト
ル
の
社
会
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

が
︑
作
者
と
読
者
の
あ
い
だ

で
交
換
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
基
軸
を
お
い
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
バ
ル
ト
は

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

四
七



社
会
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

に
お
け
る
コ
ー
ド
が
も
つ
意
味
の
重
要
性
を
喚
起
し
て
い
る
の
だ
︒

｢﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
が
注
と
い
う
形
式
を
選
択
し
た
こ
と
の
意
義
は
︑
こ
う
し

た
見
方
に
お
い
て
こ
そ
確
認
さ
れ
る
︒
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
の
言
語

が
明
示
的
に
伝
達
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
む
し
ろ
︑
作
品
が
依
拠
し
拘
束

ア
ン
ガ
ジ
ェ

さ
れ
て
い
る
コ
ー
ド
の
側
に
目
を
向
け
る
︒
そ
し
て
︑
昭
和
六
年
当
時
に
お
け

る
﹁
表
現
の
自
由
の
問
題
﹂
や
︑
さ
ら
に
は
南
北
朝
正
閏
論
争
の
時
代
を
も
視

野
に
入
れ
な
が
ら
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
で
構
想
さ
れ
た
﹁
歴

史
小
説
﹂
が
い
か
に
﹁
材
料
負
け
﹂
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
可
視

化
す
る
︒
し
か
し
︑﹁
歴
史
小
説
﹂
が
書
け
な
い
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
物

語
の
枠
組
み
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
︑
同
時
に
︑﹃
吉
野
葛
﹄
が
自
身
を
取

り
巻
く
言
説
状
況
を
︑
そ
の
限
界
性
に
お
い
て
記
述
し
得
て
い
る
こ
と
を
も
意

味
し
て
い
る
の
だ
︒
い
か
に
作
家
が
﹁
非
政
治
的
﹂
で
あ
ろ
う
と
︑
そ
の
よ
う

な
形
式
の
選
択
が
︑
文
学
に
よ
っ
て
現
況
に
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ェ

す
る
一
つ
の
可
能
性
と
し

て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
は
︑
注
と
い
う
形
式
を
と
お
し
て

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

＊

先
に
も
触
れ
た
﹁﹃
室
町
小
説
集
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
後
南
朝
の
こ
と
﹂
の

な
か
で
︑
花
田
は
︑﹁
日
本
の
小
説
と
い
う
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
が
僕
の
狙

い
﹂
だ
と
し
て
︑
実
作
に
お
け
る
自
身
の
目
的
を
説
明
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
あ

る
小
説
の
否
定
と
い
う
企
図
は
︑
花
田
の
提
唱
し
た
﹁
共
同
制
作
﹂
の
考
え
方

に
︑
そ
の
一
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
花
田
は
﹁
古
沼
抄⑲

﹂
に
お
い

て
︑
連
歌
を
例
に
と
り
つ
つ
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
共
同
制
作
と
い
う
も
の
に
い
さ

さ
か
も
興
味
を
示
さ
な
い
︑
き
わ
め
て
個
人
主
義
的
な
今
日
の
文
学
運
動
に
絶

望
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
る
︒
こ
う
し
た
主
張
は
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
実
践
を

意
義
づ
け
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
試
み
す
べ

て
が
花
田
の
志
向
す
る
﹁
共
同
制
作
﹂
の
理
念
に
還
元
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
︒

だ
が
︑
少
な
く
と
も
︑
他
者
に
よ
る
言
語
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
成

立
す
る
注
と
い
う
形
式
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
は
︑
確
か
に
﹁
個
人
主
義

的
﹂
な
小
説
の
あ
り
よ
う
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
響
い
て
い
る
の
で
あ

る⑳

︒
注
と
い
う
言
語
行
為
が
そ
も
そ
も
含
み
持
っ
て
い
る
性
質
を
創
作
の
方
法

と
し
て
活
用
し
た
と
こ
ろ
に
︑﹁
﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
特
色
が
看
取
さ
れ
る
︒

﹃
吉
野
葛
﹄
は
︑﹁
紀
行
文
﹂
と
い
う
形
式
を
擬
装
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
が
入
り
乱
れ
る
吉
野
と
い
う
場
を
描
き
出
し
な
が
ら
︑

万
世
一
系
の
神
話
に
異
議
申
し
立
て
を
お
こ
な
う
後
南
朝
の
物
語
を
︑﹁
材
料

負
け
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
書
か
ず
に
記
述
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
よ
う
な
︑

と
も
す
れ
ば
過
剰
に
も
思
え
る
﹁
﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
読
み
込
み
は
︑
し
か
し
︑

﹃
吉
野
葛
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
も
つ
形
式
の
意
味
合
い
を
強
調
す
る
︑
あ
る

種
の
創﹅

造﹅

的﹅

誤﹅

読﹅

と
な
っ
て
い
る
︒﹃
吉
野
葛
﹄
で
選
び
取
ら
れ
た
形
式
が
有

す
る
政
治
的
な
批
評
性
を
駆
動
さ
せ
る
こ
と
に
こ
そ
︑﹁﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
賭
け
ら
れ
た
戦
略
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂
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注①

永
栄
啓
伸
﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹁
吉
野
葛
﹂
考

︱
母
恋
い
の
輪
唱
と
変
奏

︱
﹂

︵﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
35
集
︑
昭
61
・
10
︶

②

東
郷
克
美
﹁
狐
妻
幻
想

︱
﹁
吉
野
葛
﹂
と
い
う
織
物
﹂︵﹃
日
本
の
文
学
﹄
第
一
集
︑

昭
62
・
�
︶︑﹃
異
界
の
方
へ

︱
鏡
花
の
水
脈
﹄︵
平
�
・
�
・
25
︑
有
精
堂
︶
所
収
︒

③

小
森
陽
一
﹃
縁
の
物
語

︱
﹃
吉
野
葛
﹄
の
レ
ト
リ
ッ
ク

︱
﹄︵
平
�
・
12
・

15
︑
新
典
社
︶

④

野
口
武
彦
﹃
作
家
の
方
法
﹄︵
昭
56
・
�
・
17
︑
筑
摩
書
房
︶
所
収
︒

⑤

同
様
の
観
点
は
︑﹁
史
実
﹂
と
﹁
伝
説
﹂
の
脱
構
築
的
関
係
を
析
出
し
た
小
森
陽

一
﹃
縁
の
物
語
﹄︵
前
掲
︶
や
︑﹁
私
﹂
の
歴
史
認
識
の
動
態
性
を
論
じ
た
坂
西
紀
美

﹁
谷
崎
潤
一
郎
研
究

︱
﹃
吉
野
葛
﹄
と
い
う
︿
歴
史
小
説
﹀

︱
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄

平
10
・
�
︶
で
提
示
さ
れ
て
い
る
︒

⑥

た
と
え
ば
広
津
和
郎
は
︑﹃
吉
野
葛
﹄
を
谷
崎
の
﹁
吉
野
紀
行
の
思
ひ
出
を
書
い

て
ゐ
る
だ
け
﹂
と
述
べ
た
︵﹁
文
芸
時
評
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
昭
�
・
�
︶︒

⑦

近
藤
春
雄
﹃
中
国
学
芸
大
事
典
﹄︵
昭
53
・
10
・
20
︑
大
修
館
書
店
︶
参
照
︒

⑧

森
鹿
三
﹁
酈
道
元
略
伝

︱
支
那
古
今
人
物
略
伝
︵
一
︶

︱
﹂︵﹃
東
洋
史
研

究
﹄
昭
16
・
�
︶

⑨

花
田
清
輝
﹁﹃
室
町
小
説
集
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
後
南
朝
の
こ
と
﹂︵﹃
新
日
本
文

学
﹄
昭
49
・
12
︑
新
日
本
文
学
会
主
催
﹁
講
座
・
天
皇
制
﹂
に
お
け
る
講
演
︵
昭

48
・
10
・
18
︶
の
抄
録
︶

⑩

松
尾
芭
蕉
﹃
笈
の
小
文
﹄︵﹃
校
本
芭
蕉
全
集

第
六
巻
﹄
昭
37
・
11
・
15
︑
角
川

書
店
︶
参
照
︒

⑪

池
田
末
則
編
﹃
近
世
大
和
紀
行
集

第
一
巻

紀
行
日
記
﹄︵
平
20
・
�
・
25
︑

ク
レ
ス
出
版
︶
参
照
︒

⑫

花
田
清
輝
﹁
役
の
行
者
﹂︵﹃
小
説
中
央
公
論
﹄
昭
36
・
�
︑
原
題
﹁
も
の
ぐ
さ
太

郎
の
哲
学
﹂︶

⑬

東
郷
克
美
﹁
狐
妻
幻
想

︱
﹁
吉
野
葛
﹂
と
い
う
織
物
﹂︵
前
掲
︶
な
ど
︒

⑭

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
﹃
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹄︵
石
川
美
子
訳
︑
平
20
・
�
・

18
︑
み
す
ず
書
房
︑
原
著
一
九
五
三
年
︶

⑮

﹃
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹄
に
直
接
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
同
時
代

で
い
ち
早
く
︑
サ
ル
ト
ル
と
バ
ル
ト
と
の
差
異
か
ら
社
会
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

の
文
学
に
お
け
る
形

式
の
重
要
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
︑
清
水
徹
﹁
現
代
文
学
の
可
能
性

︱
サ
ル
ト

ル
と
バ
ル
ト
﹂
︵﹃
新
日
本
文
学
﹄
昭
39
・
�
︶
が
あ
る
︒

⑯

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
﹁
返
答
﹂
︵﹃
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
作
集
�

断
章
と
し
て
の
身

体
﹄
吉
村
和
明
訳
︑
平
29
・
�
・
�
︑
み
す
ず
書
房
︶

⑰

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
文
学
観
に
お
け
る
形
式
の
概
念
を
一
概
に
単
純
化
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
が
﹃
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
﹄
を
取
り
上
げ
て
整
理
し
た
も
の
を
参
照
す
る
︵
﹃
マ
ル
ク
ス
主
義
と
文
芸
批
評
﹄

有
泉
学
宙
ほ
か
訳
︑
昭
62
・
�
・
20
︑
国
書
刊
行
会
︶︒

⑱

ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
﹁
言
語
学
の
問
題
と
し
て
の
メ
タ
言
語
﹂︵﹃
言
語
と
メ
タ

言
語
﹄
池
上
嘉
彦
ほ
か
訳
︑
昭
59
・
�
・
25
︑
勁
草
書
房
︶

⑲

花
田
清
輝
﹁
古
沼
抄
﹂︵
﹃
東
京
新
聞
﹄
夕
刊
︑
昭
48
・
�
・
�
～
�
︑
原
題
﹁
連

歌
に
学
ぶ

︱
文
学
に
お
け
る
集
団
芸
術
運
動
の
提
唱
﹂
上
・
下
︶

⑳

乾
口
達
司
は
︑﹁
作
者
中
心
主
義
﹂
的
な
文
学
観
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
花
田

の
創
作
方
法
を
規
定
す
る
際
︑﹁
﹃
吉
野
葛
﹄
注
﹂
に
触
れ
︑
注
と
い
う
営
為
を
﹁
模

倣
と
批
評
﹂
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
︵﹃
花
田
清
輝
論

︱
吉
本
隆
明
／
戦
争
責

任
／
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
﹄
平
15
・
�
・
28
︑
柳
原
出
版
︶
︒

※
花
田
清
輝
の
作
品
の
引
用
は
︑
全
て
﹃
花
田
清
輝
全
集
﹄
全
十
七
巻
︵
昭
52
︱

55
︑

講
談
社
︶
に
よ
る
︒
ま
た
︑
谷
崎
潤
一
郎
﹃
吉
野
葛
﹄
の
引
用
は
︑
﹃
谷
崎
潤
一
郎

全
集

第
十
五
巻
﹄︵
平
28
・
�
・
10
︑
中
央
公
論
新
社
︶
に
よ
る
︒
引
用
に
際
し
︑

旧
字
は
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
︒

形
式
と
し
て
の
﹁
注
﹂

四
九


