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文
芸
上
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
為
に
は
文
芸
的
素
質
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
文
芸
的
素
質
の
な
い
人

は
如
何
な
る
傑
作
に
親
ん
で
も
、
如
何
な
る
良
師
に
従
つ
て
も
、
や
は
り
常
に
鑑
賞
上
の
盲
人
に
了をは
る
外

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
文
芸
と
美
術
と
の
相
違
は
あ
り
ま
す
が
、
書
画
骨
董
を
愛
す
る
富
豪
な
ど
に
か

う
云
ふ
例
の
多
い
こ
と
は
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
事
実
で
あ
り
ま
せ
う
。
し
か
し
文
芸
的
素
質
の
有
無
と
云

ふ
こ
と
も
程
度
に
よ
り
け
り
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
テ
エ
ブ
ル
や
椅
子
の
有
無
の
や
う
に
判
然
と
き
め
る
訳

に
は
行
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
へ
ば
わ
た
し
自
身
な
ど
は
ゲ
エ
テ
と
か
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ア
と
云
ふ

文
豪
な
る
も
の
に
比
べ
れ
ば
、
文
芸
的
素
質
は
な
い
と
言
つ
て
も
よ
ろ
し
い
。
或
は
も
つ
と
下
ら
ぬ
作
家

に
比
べ
て
も
、
な
い
に
等
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
野 

田 

大 

塊 

の
だ
た
い
く
わ
い

先
生
あ
た
り
に
比
べ
れ
ば
、

文
芸
的
素
質
　
　
少
く
と
も
俳
諧
的
素
質
は
大
い
に
あ
る
。
こ
れ
は
あ
な
た
が
た
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
す
る
と
文
芸
に
興
味
の
あ
る
人
は
ま
づ
文
芸
的
素
質
も
あ
る
も
の
と
己
惚
う
ぬ
ぼ
れ
て
か
か
つ
て
も
差
支

へ
あ
り
ま
せ
ん
。
少
く
と
も
己
惚
れ
て
か
か
つ
た
方
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。

　
で
は
文
芸
的
素
質
さ
へ
あ
れ
ば
、
文
芸
上
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
も
容
易
に
出
来
る
も
の
か
と
言
ふ

と
、
こ
れ
は
さ
う
は
行
き
ま
せ
ん
。
や
は
り
創
作
と
同
じ
や
う
に
、
鑑
賞
の
上
に
も
そ
れ
相
当
の
訓
練
を

受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
つ
とも
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
は
十
五
の
時
に
詩
集
を
出
し
た
と
か
、
池
大

3



雅
は
五
つ
の
時
に
書
を
善
く
し
た
と
か
言
ふ
や
う
に
、
古
来
の
英
霊
漢
は
創
作
の
上
に
さ
へ
、
天
成
の
才

能
を
発
揮
し
て
ゐ
ま
す
。
が
、
こ
れ
は
天
才
と
称
す
る
怪
物
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
我
々
凡
人
は
気

に
か
け
ず
と
も
よ
ろ
し
い
。
の
み
な
ら
ず
彼
等
の
早
熟
は
訓
練
を
受
け
な
か
つ
た
と
言
ふ
よ
り
も
、
驚
く

可
く
短
い
時
間
の
中
に
驚
く
可
く
深
い
訓
練
を
受
け
た
と
言
ふ
方
が
妥
当
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
我
々
凡

人
は
い
や
が
上
に
も
訓
練
を
受
け
る
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
我
々
凡
人
ば
か
り
で
は

な
い
、
如
何
な
る
天
才
も
天
才
以
上
に
な
る
大
望
を
持
つ
て
ゐ
れ
ば
、
当
然
訓
練
を
受
け
た
上
に
も
更
に

又
訓
練
を
重
ね
る
筈
で
あ
り
ま
す
。
又
実
際
天
才
の
伝
記
　
　
た
と
へ
ば
森
鴎
外
先
生
の
「
ギ
ヨ
オ
テ
伝
」

（
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
ひ
ま
す
が
、
森
先
生
は
所
謂
ゲ
エ
テ
を
常
に
ギ
ヨ
オ
テ
と
書
か
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
）
を
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
。
天
才
と
は
殆
ほ
と
んど
如
何
な
る
時
に
も
訓
練
を
受
け
る
機
会
を
逃
さ

ぬ
才
能
と
言
ふ
こ
と
も
出
来
る
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
。

　
で
は
又
か
う
云
ふ
訓
練
を
受
け
た
結
果
、
鑑
賞
の
程
度
が
深
く
な
る
、
或
は
鑑
賞
の
範
囲
が
広
く
な
る

こ
と
は
ど
う
云
ふ
役
に
立
つ
か
と
言
ふ
と
、
勿
論
深
く
な
り
広
く
な
る
こ
と
自
身
が
人
生
を
豊
富
に
す
る

こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
人
生
は
生
命
を
銭
の
代
り
に
払
ふ 

珈 

琲 

店 

コ
オ
ヒ
イ
て
ん
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
の
も
の
が
味
は
へ
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
幸
福
は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
鑑
賞
の
程
度
が
深
く
な
つ

た
り
、
鑑
賞
の
範
囲
が
広
く
な
つ
た
り
す
る
こ
と
は
更
に
又
創
作
上
に
も
少
か
ら
ぬ
利
益
を
与
へ
る
筈
で
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あ
り
ま
す
。
元
来
芸
術
と
云
ふ
も
の
は
　
　
い
や
、
こ
れ
は
議
論
よ
り
も
実
例
を
挙
げ
た
方
が
早
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
実
例
と
言
ふ
の
は
ロ
ダ
ン
の
話
で
あ
り
ま
す
。
ロ
ダ
ン
は
フ
ロ
レ
ン
ス
へ
行
つ
た
時
に
ミ

ケ
ル
ア
ン
ヂ
ェ
ロ
の
彫
刻
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
も
只
の
彫
刻
で
は
な
い
、
在
来
未
完
成
と
称
へ
ら
れ
て
ゐ

る
晩
年
の
彫
刻
を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
未
完
成
の
作
品
と
称
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
何
も
ミ
ケ
ル
ア

ン
ヂ
ェ
ロ
自
身
の
証
明
の
あ
る
次
第
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
只
大
理
石
の
塊
の
中
に
模
糊
た
る
人
間
の
姿
が

浮
か
ん
で
ゐ
る
、
ま
あ
ざ
つ
と
形
容
す
れ
ば
、 

天  

地  

開  

闢 

て
ん
ち
か
い
び
や
く

の
昔
以
来
、
大
理
石
の
塊
の
中
に
眠
つ
て

ゐ
た
、
何
と
も
得
体
の
知
れ
ぬ
人
間
が
や
つ
と
目
を
さ
ま
し
た
と
言
ふ
代
物
で
あ
り
ま
す
。
ロ
ダ
ン
は
か

う
言
ふ
彫
刻
を
見
た
時
に
、
未
完
成
の
　
　
と
言
ふ
よ
り
も
寧むし
ろ
茫
漠
と
し
た
無
限
の
美
に
打
た
れ
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
あ
の
大
理
石
の
塊
へ
半
ば
人
間
を
彫
刻
し
た
作
品
、
　
　
た
と
へ
ば
「
詩
人
と
ミ
ユ
ウ
ズ
」

な
ど
を
作
り
出
す
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
ロ
ダ
ン
の
成
長
の
一
歩
は
ミ
ケ
ル
ア
ン
ヂ
ェ

ロ
の
所
謂
未
完
成
の
作
品
に
接
し
た
こ
と
に
懸
つ
て
ゐ
る
、
け
れ
ど
も
か
う
言
ふ
作
品
を
見
た
も
の
は
勿

論
ロ
ダ
ン
一
人
で
は
な
い
。
古
往
今
来
無
数
の
男
女
は
か
う
言
ふ
作
品
を
陳
列
し
た
フ
ロ
レ
ン
ス
の
博
物

館
へ
出
入
り
し
て
ゐ
る
、
が
、
誰
も
ロ
ダ
ン
の
や
う
に
大
い
な
る
美
を
認
め
な
か
つ
た
。
し
て
見
れ
ば
ロ

ダ
ン
の
成
長
の
一
歩
は
こ
の
美
を
鑑
賞
し
た
こ
と
に
懸
つ
て
ゐ
る
、
　
　
と
言
ふ
こ
と
に
帰
着
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
如
何
な
る
芸
術
家
の
上
に
も
当
然
当
嵌
る
真
理
で
あ
り
ま
す
。 

成  

程 

な
る
ほ
ど

鑑
賞
出
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来
る
美
は
必
し
も
創
作
出
来
な
い
で
あ
り
ま
せ
う
。
け
れ
ど
も
亦また
鑑
賞
出
来
な
い
美
は
到
底
創
作
も
出
来

ま
せ
ん
。
こ
の
故
に
古
来
の
英
霊
漢
は
鑑
賞
上
の
訓
練
を
受
け
た
上
に
も
更
に
又
訓
練
を
重
ね
よ
う
と
し

ま
し
た
。
そ
れ
も
文
芸
上
の
作
品
の
鑑
賞
ば
か
り
で
は
な
い
、
屡
し
ば
し
ば美
術
と
か
音
楽
と
か
に
も
鑑
賞
上
の
訓

練
を
加
へ
た
上
、
そ
の
機
敏
に
捉
へ
得
た
所
を
文
芸
上
の
創
作
に
活
用
し
ま
し
た
。
殊
に
ゲ
エ
テ
の
一
生

は
か
う
言
ふ
芸
術
的
多
慾
そ
れ
自
身
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
鑑
賞
の
程
度
が
深
く
な
る
、
或
は
鑑
賞
の
範
囲

が
広
く
な
る
結
果
、
創
作
上
の
利
益
も
多
い
な
ど
と
言
ふ
こ
と
は
多
言
を
用
ひ
ず
と
も
好
い
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
が
、
創
作
に
志
の
あ
る
、
　
　
少
く
と
も
志
の
あ
る
と
称
す
る
青
年
諸
君
の
勉
強
ぶ
り
を
見
る

と
、
原
稿
用
紙
と
親
密
に
す
る
割
に
ど
う
も
本
と
は
親
密
に
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
ミ
ケ
ル
ア
ン
ヂ
ェ
ロ

の
所
謂
未
完
成
の
作
品
を
見
逃
し
て
し
ま
ふ
所
で
は
な
い
、
第
一
フ
ロ
レ
ン
ス
の
博
物
館
の
前
を
素
通
り

し
て
し
ま
ふ
の
も
同
前
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
日
頃
か
ら
か
う
云
ふ
傾
向
を
頗
す
こ
ぶる
遺
憾
に
思
つ
て
ゐ
ま

す
か
ら
、
冗
漫
の
嫌
ひ
は
あ
り
ま
す
が
、
次
手
つ
い
で
を
以
て
創
作
す
る
の
に
も
鑑
賞
上
の
訓
練
の
重
大
で
あ
る

所
以
ゆ
ゑ
ん
を
弁
じ
ま
し
た
。

　
扨さて
鑑
賞
上
の
訓
練
の
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
　
　
わ
た
く
し
に
都
合
の
好
い
や
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ

の
鑑
賞
講
座
な
る
も
の
の
必
要
で
あ
る
こ
と
は
上
に
述
べ
ま
し
た
が
、
今
こ
の
鑑
賞
上
の
訓
練
を
助
け
る

為
に
多
少
の
言
葉
を
費
す
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ざ
つ
と
下
に
挙
げ
る
三
点
に
な
る
か
と
思
ひ
ま
す
。
即
ち
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そ
の
三
点
と
言
ふ
の
は
（
一
）
ど
う
言
ふ
風
に
鑑
賞
す
れ
ば
好
い
か
？
　
（
二
）
ど
う
言
ふ
も
の
を
鑑
賞

す
れ
ば
好
い
か
？
　
（
三
）
ど
う
言
ふ
鑑
賞
上
の
議
論
を
参
考
す
れ
ば
好
い
か
？
　
　
と
言
ふ
こ
と
に
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
或
は
鑑
賞
上
の
訓
練
を
助
け
る
言
葉
は
必
し
も
上
の
三
点
に
尽
き
て
ゐ
な
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
ま
づ
上
の
三
点
は
比
較
的
重
大
の
問
題
を
尽
し
て
ゐ
る
と
言
つ
て
も
好
い
か
と
思

ひ
ま
す
。
そ
こ
で
愈
い
よ
い
よど
う
云
ふ
風
に
鑑
賞
す
れ
ば
好
い
か
？
　
と
言
ふ
最
初
の
問
題
に
は
い
り
ま
す
が
、

そ
の
前
に
ち
よ
つ
と
注
意
し
て
置
き
た
い
の
は
鑑
賞
の
始
ま
る
境
で
あ
り
ま
す
。
盲
人
は
絵
画
の
鑑
賞
に

与あづ
から
な
け
れ
ば
、
聾
者
も
音
楽
の
鑑
賞
に
は
与
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
又
文
芸
の
鑑
賞
も
ま
づ
文
字
を
読
ん

で
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
所
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。
万
一
文
芸
の
鑑
賞
に
志
し
な
が
ら
、
文
字
の

読
め
な
い
人
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
早
速
文
字
を
稽
古
お
し
な
さ
い
。
　
　
と
言
ふ
と
常
談
の
や
う
に
聞
え

ま
す
が
、
こ
の
常
談
の
や
う
に
聞
え
る
こ
と
さ
へ
、
誰
で
も
心
得
て
ゐ
る
と
言
ふ
訳
に
は
行
か
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
は
歌
人
な
ど
に
万
葉
時
代
の
言
葉
を
使
つ
て
歌
を
作
る
人
が
ゐ
る
と
、
耳
遠
い

古
語
を
使
ふ
の
は
怪
し
か
ら
ぬ
と
言
ふ
非
難
を
生
じ
ま
す
。
が
、
古
語
に
通
じ
な
い
の
は
歌
人
の
知
つ
た

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歌
人
は
古
語
で
も
新
語
で
も
好
い
、
只
歌
人
自
身
の
生
命
を
托
し
得
る
言
葉
を

使
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
或
は
そ
の
言
葉
を
使
ふ
よ
り
外
に
、
表
現
し
た
い
と
思
ふ
情
緒
の
表
現
出
来
ぬ
言

葉
を
使
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
古
語
に
耳
遠
い
人
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
歌
人
を
非
難
す
る
為
に
、
略り
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解 
や
く
げ
を
読
む
な
り
古
義
を
読
む
な
り
、
御
自
身
ま
づ
古
語
の
稽
古
を
積
ん
で
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
を
歌
人
ば
か
り
責
め
る
の
は
不
合
理
以
上
に
滑
稽
で
あ
り
ま
す
。
か
う
言
ふ
滑
稽
も
許
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
勿
論
英
語
の
読
め
な
い
人
は
「
な
ぜ
英
語
の
ハ
ム
レ
ツ
ト
を
書
い
た
？
」
と
シ
エ
ク
ス
ピ
イ

ア
を
責
め
る
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ア
の
英
語
は
誰
も
責
め
な
い
、
只
歌
人
の
古

語
ば
か
り
を
責
め
る
、
　
　
こ
れ
は
明
ら
か
に
文
芸
の
鑑
賞
は
ま
づ
文
字
を
読
ん
で
そ
の
意
味
を
理
解
す

る
所
か
ら
始
ま
る
と
言
ふ
原
則
を
無
視
し
て
ゐ
る
実
例
で
あ
り
ま
す
。
し
て
見
れ
ば
如
何
に
当
り
前
の
や

う
に
聞
え
て
も
、
や
は
り
本
題
へ
は
い
る
前
に
十
分
こ
の
原
則
だ
け
は
心
得
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
な
ほ
次
手
に
断
つ
て
置
き
ま
す
が
、
こ
の
「
文
字
を
読
ん
で
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
」
と
言
ふ
意
味
は

官
報
を
読
ん
で
理
解
す
る
の
と
同
じ
や
う
に
理
解
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
こ
の
議
論
の

冒
頭
に
文
芸
的
素
質
の
な
い
人
は
如
何
に
傑
作
に
親
ん
で
も
、
如
何
に
良
師
に
従
つ
て
も
、
鑑
賞
上
の
盲

人
に
了
る
外
は
な
い
と
言
ひ
ま
し
た
。
そ
の
「
鑑
賞
上
の
盲
人
」
と
は
赤
人
人
麻
呂
の
長
歌
を
読
む
こ
と
、

銀
行
や
会
社
の  

定    

款  

て
い
く
わ
ん

を
読
む
の
と
選
ぶ
所
の
な
い
人
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
の
「
理
解
す
る
」

と
言
ふ
意
味
は
単
に
桜
を
一
種
の
花
木
と
理
解
す
る
こ
と
を
言
ふ
の
で
は
な
い
。
一
種
の
花
木
と
理
解
す

る
と
同
時
に
お
の
づ
か
ら
或
感
じ
を
生
ず
る
、
　
　
哲
学
じ
み
た
言
葉
を
使
へ
ば
、
認
識
的
に
理
解
す
る
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と
共
に
情
緒
的
に
も
理
解
す
る
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
尤
も
そ
の
感
じ
は
好
感
で
も
好
け
れ
ば
、
悪
感
で
も
差
支
へ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
兎と
に
角かく
或
情
緒
だ
け
は

伴
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
文
芸
の
鑑
賞
に
志
し
な
が
ら
、
一
種
の
花
木
と
言
ふ

よ
り
外
に
桜
を
理
解
出
来
な
い
人
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
甚
だ
お
気
の
毒
で
す
が
、
ま
づ
文
芸
の

鑑
賞
に
は
縁
の
な
い
も
の
と
お
あ
き
ら
め
な
さ
い
。
こ
れ
は
文
字
の
読
め
な
い
の
よ
り
も
、
稽
古
す
る
余

地
の
な
い
だ
け
に
一
層
致
命
的
な
弱
点
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
は
御
覧
な
さ
い
。
よ
り
文
字
の
読
め

る
文
科
大
学
教
授
は
往
々
　
　
と
言
ふ
よ
り
も
寧
ろ
屡
し
ば
し
ば、
よ
り
文
字
の
読
め
な
い
大
学
生
よ
り
も
鑑
賞
上

に
は
明
め
く
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
文
芸
上
の
作
品
を
ど
う
言
ふ
風
に
鑑
賞
す
れ
ば
好
い
か
と
言
ふ
こ
と
は
勿
論
大
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、

ま
づ
わ
た
し
の
主
張
し
た
い
の
は
素
直
に
作
品
に
面
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
う
言
ふ
作
品
と

か
、
あ
れ
は
あ
あ
言
ふ
作
品
と
か
言
ふ
心
構
へ
を
し
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
況
い
は
んや
片
々
た
る
批
評
家
の

言
葉
な
ど
を
顧
慮
し
て
か
か
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
片
々
た
ら
ざ
る
批
評
家
の
言
葉
も
顧
慮
せ
ず
に
す
め

ば
し
な
い
方
が
よ
ろ
し
い
。
兎
に
角
作
品
の
与
へ
る
も
の
を
ま
と
も
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り

ま
す
。
尤
も
「
で
は
そ
の
作
品
は
読
ま
な
い
に
も
せ
よ
、
既
に
二
三
の
作
品
を
読
ん
だ
作
家
の
作
品
は
ど

う
す
る
か
？
」
と
言
ふ
質
問
も
出
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
や
は
り
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
同
一
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の
作
家
に
し
た
所
が
、
前
の
と
全
然
異
つ
た
作
品
を
書
か
な
い
も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
現
に
ス
ト
リ
ン

ト
ベ
リ
イ
な
ど
は
自
然
主
義
時
代
と
そ
の
以
後
と
に
可
成
か
な
り
か
け
離
れ
た
作
品
を
書
い
て
ゐ
ま
す
。
た
と
へ

ば
「
伯
爵
令
嬢
ユ
リ
エ
」
と
「
ダ
マ
ス
ク
ス
へ
」
と
を
比
べ
て
御
覧
な
さ
い
。
残
酷
な
前
者
の
現
実
主
義

は
夢
幻
的
な
後
者
の
象
徴
主
義
と
著
し
い
相
違
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
を
ど
ち
ら
か
の
作
品
か
ら
推
し

た
心
構
へ
を
以
て
臨
め
ば
、
ど
う
し
て
も
失
望
　
　
し
な
い
に
も
せ
よ
、
兎
に
角
多
少
は
鑑
賞
上
に
狂
ひ

を
生
じ
易
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
勿
論
絶
対
に
何
等
の
心
構
へ
も
し
な
い
と
言
ふ
こ
と
は
人
間
業
に

は
及
び
ま
せ
ん
。
必
ず
ど
の
作
品
に
も
或
は
作
家
の
人
と
な
り
か
ら
、
或
は
作
家
の
流
派
か
ら
、
或
は
又

装
幀
だ
の
挿
画
だ
の
か
ら
、
幾
分
か
の
暗
示
を
受
け
て
ゐ
ま
す
。
が
、
わ
た
し
の
主
張
す
る
の
は
そ
れ
を

も
排
斥
し
ろ
と
言
ふ
の
で
は
な
い
、
只
そ
れ
を
出
来
る
だ
け
少
く
し
た
い
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
文
芸
の
話
で
は
な
い
、
画
の
話
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
、
サ
ロ
メ
の
挿
画
を
描
い
た
ビ
イ
ア
ズ
レ
エ
と

言
ふ
青
年
が
或
時
或
人
々
に
何
枚
か
の
作
品
を
示
し
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
人
々
の
中
に
ゐ
た
の
は
こ
れ

も
名
高
い
「
カ
ア
ラ
イ
ル
の
肖
像
」
な
ど
を
描
い
た
ホ
イ
ツ
ス
ラ
ア
で
あ
り
ま
す
。
ホ
イ
ツ
ス
ラ
ア
は
ビ

イ
ア
ズ
レ
エ
の
作
品
に
余
り
好
意
を
持
た
ず
に
ゐ
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
時
も
始
は
冷
然
と
し
て
取
り
合
ふ

気
色
を
見
せ
ず
に
ゐ
ま
し
た
。
が
、
一
枚
一
枚
見
て
行
く
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
感
心
し
出
し
た
と
見
え
、

と
う
と
う
「
美
し
い
。
非
常
に
美
し
い
」
と
言
ひ
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
ビ
イ
ア
ズ
レ
エ
は
余
程
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こ
の
先
輩
の
賞
賛
が
嬉
し
か
つ
た
と
見
え
、
思
は
ず
両
手
を
顔
に
当
て
ゝ
泣
き
出
し
て
し
ま
つ
た
さ
う
で

あ
り
ま
す
。
ビ
イ
ア
ズ
レ
エ
の
作
品
は
幸
ひ
に
も
ホ
イ
ツ
ス
ラ
ア
の
持
つ
て
ゐ
た
心
構
へ
を
打
ち
砕
き
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
万
一
ホ
イ
ツ
ス
ラ
ア
が
頑
固
に
心
構
へ
を
捨
て
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
　
　
そ
れ
は
独
り

ビ
イ
ア
ズ
レ
エ
の
為
に
不
幸
で
あ
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
ホ
イ
ツ
ス
ラ
ア
の
為
に
も
不
幸
で
あ
り

ま
す
。
私
は
こ
の
逸
話
を
読
ん
だ
時
に
、
さ
ぞ
そ
の
時
の
ビ
イ
ア
ズ
レ
エ
は
嬉
し
か
つ
た
ら
う
と
思
ひ
ま

し
た
。
同
時
に
又
そ
の
時
の
ホ
イ
ツ
ス
ラ
ア
も
や
は
り
嬉
し
か
つ
た
ら
う
と
思
ひ
ま
し
た
。
わ
た
し
の
心

構
へ
を
す
る
な
と
言
ふ
の
も
他
意
の
あ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
片
々
た
る
批
評
家
の
言
葉
の
為
に
も
、

何
か
と
心
構
へ
を
生
じ
易
い
結
果
、
存
外
一
か
ど
の
作
品
も
看
過
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
素
直
に
面
し
て
見
て
も
、
世
界
的
に
名
高
い
作
品
さ
へ
何
の
感
銘
も
与
へ
な
い
こ
と
は
必
し
も

な
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
か
う
言
ふ
時
は
ど
う
す
る
か
と
言
へ
ば
、
何
も
無
理
に
は
感
心
し
た
が
ら
ず
に
、

そ
の
ま
ゝ
少
時
は
読
ま
ず
に
お
置
き
な
さ
い
。
実
際
如
何
な
る
傑
作
で
も
読
者
の
年
齢
と
か
、
境
遇
と
か
、

或
は
又
教
養
と
か
、
種
々
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
当
り
前
の
話
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
誰
に
も
容
易
に
理

解
出
来
な
い
の
は
少
し
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
自
慢
は
出
来
な
い
に
も
せ
よ
、
少
く
と
も

自
己
を
欺
い
て
感
心
し
た
風
を
装
ふ
よ
り
も
恥
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
前
に

読
ん
だ
時
に
理
解
出
来
な
か
つ
た
作
品
も
成
る
可
く
は
読
み
返
し
て
御
覧
な
さ
い
。
そ
の
内
に
は
目
の
さ

11



め
た
や
う
に  

豁    

然  

く
わ
つ
ぜ
ん

と
悟
入
も
出
来
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
古
来
禅
宗
の
坊
さ
ん
は
「 

啐  

啄 

そ
つ
た
く

の
機
」

と
か
言
ふ
こ
と
を
言
ひ
ま
す
。
こ
れ
は
大
悟
を
雛
に
譬たと
へ
、
一
羽
の
雛
の
生
ま
れ
る
為
に
は
卵
の
中
の
雛

の
啄
く
ち
ば
しと
卵
の
外
の
親
鳥
の
啄
と
同
時
に
殻
を
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
こ
と
を
教
へ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。
文
芸
上
の
作
品
を
理
解
す
る
の
も
や
は
り
こ
れ
と
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
者
自
身
の
心
境
さ
へ

進
め
ば
、
鑑
賞
上
の
難
関
も
破
竹
の
や
う
に
抜
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
は
そ
の
心
境
を
養
ふ
に
は
ど

う
言
ふ
道
を
採
る
か
と
言
へ
ば
、
半
ば
は
後
に
出
て
来
る
問
題
、
　
　
即
ち
ど
う
も
の
を
鑑
賞
す
れ
ば
好

い
か
？
　
並
び
に
ど
う
言
ふ
鑑
賞
上
の
議
論
を
参
考
す
れ
ば
好
い
か
？
　
と
言
ふ
問
題
に
は
ひ
り
ま
す
が
、

半
ば
は
又
人
間
的
修
業
で
あ
り
ま
す
。
或
は
も
つ
と
通
俗
的
に
言
へ
ば
、
一
か
ど
の
人
間
に
な
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
文
学
青
年
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
当
世
才
子
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
称
天
才
で
は
な
ほ
い
け
ま

せ
ん
。
一
通
り
は
人
情
の
機
微
を
知
つ
た
ほ
ん
た
う
の
大
人
お
と
な
に
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
言
ふ
と
「
そ

れ
は
大
事
業
だ
」
と
ひ
や
か
す
読
者
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
が
、
鑑
賞
は
御
意
の
通
り
、
正
に
一
生

の
大
事
業
で
あ
り
ま
す
。

　
素
直
に
作
品
に
面
す
る
と
言
ふ
の
は
そ
の
作
品
を
前
に
し
た
心
全
体
の
保
ち
か
た
で
あ
り
ま
す
。
が
、

心
の
動
か
し
か
た
か
ら
言
へ
ば
、
今
度
は
出
来
る
だ
け
丹
念
に
目
を
配
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
し
小
説
だ
つ
た
と
す
れ
ば
、
筋
の
発
展
の
し
か
た
は
と
か
人
物
の
描
写
の
し
か
た
と
か
は
勿
論
、
一
行
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の
文
字
の
使
ひ
か
た
に
も
注
意
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
創
作
に
志
す
青
年
諸
君
に
は

殊
に
必
要
か
と
思
ひ
ま
す
。
古
来
の
名
作
と
言
は
れ
る
作
品
を
細
心
に
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
。
一
篇
の
感

銘
を
醸かも
し
出
す
源
は
到
る
所
に
潜
ん
で
ゐ
ま
す
。
名
高
い
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
戦
争
と
平
和
」
は
古
今
に
絶

し
た
長
編
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
あ
の
恐
し
い
感
銘
は
見
事
な
細
部
の
描
写
を
待
た
ず
に
生
じ
て
来
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
へ
ば
ラ
ス
ト
オ
ヴ
ア
伯
爵
家
の
独
逸
ド
イ
ツ
人
の
家
庭
教
師
を
御
覧
な
さ
い
。
（
第

一
巻
第
十
八
章
）
こ
の
独
逸
人
の
家
庭
教
師
は
主
要
な
人
物
で
な
い
所
か
、
寧
ろ
顔
を
出
さ
ず
と
も
差
支

へ
な
い
ほ
ど
の
端
役
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ト
ル
ス
ト
イ
は
伯
爵
家
の
晩
餐
会
を
描
い
た
数
行
の
中
に
彼

の
性
格
を
躍
動
さ
せ
て
ゐ
ま
す
。

　
「
独
逸
人
の
家
庭
教
師
は
食
物
だ
の
デ
ザ
ア
ト
だ
の
（
食
事
の
後
に
出
る
菓
子
や
果
物
）
酒
だ
の
の
種

類
を
残
ら
ず
覚
え
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
れ
は
後
に
こ
ま
ご
ま
と
故
郷
の
家
族
に
書
い
て
や
る
為
だ
つ
た
。

だ
か
ら
家
来
が
ナ
プ
キ
ン
に
包
ん
だ
酒
の
瓶びん
を
携
へ
た
ま
ま
、
時
々
素
通
り
を
し
た
り
す
る
と
、
大
い
に

憤
慨
し
て
顔
を
し
か
め
た
。
が
、
な
る
可
く
そ
ん
な
酒
な
ど
は
入
る
も
の
か
と
言
ふ
風
を
見
せ
る
よ
う
に

し
た
。
彼
の
酒
を
欲
し
が
る
の
は
格
別
渇
い
て
ゐ
る
為
で
も
な
け
れ
ば
、
根
性
の
さ
も
し
い
為
で
も
な
い
。

只
頗
す
こ
ぶる
品
の
良
い
好
奇
心
を
持
つ
て
ゐ
る
為
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
不
幸
に
も
誰
一
人
認
め
て
く
れ
る

も
の
は
な
い
。
　
　
彼
は
か
う
思
ふ
と
口
惜
し
か
つ
た
。
」

13



　
翻
訳
は
甚
だ
拙
劣
で
あ
り
ま
す
が
、
大
意
は
伝
へ
ら
れ
る
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
前
に
も
ち
よ
つ
と
述
べ

た
通
り
、
か
う
言
ふ
細
部
の
美
し
さ
な
し
に
は
「
戦
争
と
平
和
」
十
七
巻
の
感
銘
、
　
　
あ
の
手
固
い
壮

大
の
感
銘
を
生
み
出
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
　
　
と
言
ふ
の
は
創
作
の
上
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
鑑

賞
の
上
へ
移
す
と
、
か
う
言
ふ
細
部
の
美
し
さ
を
も
鑑
賞
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
あ
の
手
堅
い
壮

大
の
感
銘
は
到
底
は
つ
き
り
と
は
捉
へ
ら
れ
ま
せ
ん
。
只
何
か
漠
然
と
し
た
感
銘
を
受
け
る
の
に
了
る
だ

け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
丹
念
に
目
を
配
る
こ
と
は
一
篇
の
大
局
を
忘
れ
な
い
以
上
、
微
細
に
亘わた
れ
ば
亘
る

ほ
ど
よ
ろ
し
い
。
露ロ
西シ
亜ア
に
生
ま
れ
な
か
つ
た
我
々
は
到
底
ト
ル
ス
ト
イ
の
文
章
の
末
ま
で
も
目
を
通
す

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
運
命
で
あ
り
ま
す
が
、
苟
い
や
しく
も
外
国
人
に
も
窺
は
れ
る
所

は
悉
こ
と
ご
と
く看
破
す
る
だ
け
の
気
組
み
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
支
那
人
は
古
来
「
一
字
の
師
」
と
言
ふ

こ
と
を
言
ひ
ま
す
。
詩
は
一
字
の
妥
当
を
欠
い
て
も
、
神
韻
を
伝
へ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の

一
字
を
安
か
ら
し
め
る
人
を
「
一
字
の
師
」
と
称
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
へ
ば
唐
の 

任  

翻 

じ
ん
は
ん

と
言
ふ

詩
人
が
天
台
山
の 

巾 

子 

峰 

き
ん
し
ほ
う

に
遊
ん
だ
時
、
寺
の
壁
に
一
詩
を
題
し
ま
し
た
。
そ
の
詩
は
便
宜
上
仮
名
ま

じ
り
に
す
る
と
、
「
絶
頂
の
新
秋
、
夜
涼
を
生
ず
。
鶴
は
松
露
を
翻
し
て
衣
裳
に
滴
る
。
前
峰
の
月
は
照

す
、
一○

江○

の○

水○

。
僧
は
翠
微
す
ゐ
び
に
在
つ
て
竹
房
を
開
く
。
」
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
が
、
天
台
山
を
去
つ

て
数
十
里
　
　
と
言
つ
て
も
六
町
一
里
位
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
兎
に
角
数
十
里
来
る
う
ち
に
、
ふ
と
任
翻
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は
「
一○

江○

の○

水○

」
よ
り
も
「
半○

江○

の○

水○

」
と
言
つ
た
方
が
適
切
だ
つ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で

も
う
一
度
御
苦
労
に
も
巾
子
峰
へ
引
き
返
し
て
見
る
と
、
誰
か
も
う
壁
に
書
い
た
「
一
江
の
水
」
を
「
半

江
の
水
」
と
書
き
改
め
て
し
ま
つ
た
後
で
あ
り
ま
し
た
。
先
手
を
打
た
れ
た
任
翻
は
こ
の
改
作
を
眺
め
な

が
ら
、
し
み
じ
み
「
台
州
（
天
台
山
の
あ
る
土
地
の
名
）
人
有
り
」
と
長
嘆
し
た
と
言
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
既
に
一
篇
の
詩
の
生
死
は
一
字
に
関
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
「
一
字
の
師
」
は
同
時
に
又
「
一
篇
の

師
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
鑑
賞
の
上
へ
移
す
と
、
一
字
を
知
る
も
の
は
一
篇
を
知
る

も
の
、
　
　
或
は
一
篇
を
知
る
為
に
は
一
字
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
ひ
換
へ
ら
れ
る
筈
で
あ
り
ま

す
。
今
如
何
に
一
行
の
文
章
も
等
閑
視
し
難
い
か
を
示
す
為
に
夏
目
先
生
を
例
に
引
い
て
見
ま
せ
う
。

　
「
木
戸
を
開
け
て
表
へ
出
る
と
、
大
き
な
馬
の 

足  

迹 

あ
し
あ
と

の
中
に
雨
が
一
杯
た
ま
つ
て
ゐ
た
。
」
（
「
永

日
小
品
」
の
「
蛇
」
）

　
「
風
が
高
い
建
物
に
当
た
つ
て
、
思
ふ
如
く
真
直
に
抜
け
ら
れ
な
い
の
で
、
急
に
稲
妻
に
折
れ
て
、
頭

の
上
か
ら
斜はす
に 

鋪  

石 

し
き
い
し

迄
吹
き
卸
ろ
し
て
来
る
。
自
分
は
歩
き
な
が
ら
、
被
つ
て
ゐ
た
山
高
帽
を
右
の
手

で
抑
へ
た
。
」
（
「
永
日
小
品
」
の
「
暖
か
い
夢
」
）

　
こ
れ
は
い
づ
れ
も
数
語
の
中
に
一
事
件
の
起
る
背
景
を
描
い
た 

辣  

腕 

ら
つ
わ
ん

を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
前
者
の
馬
の
足
跡
に
雨
中
の
田
舎
道
を
浮
か
び
出
さ
せ
て
ゐ
ま
す
し
、
後
者
は
又
稲
妻
形
の
風
に
大
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都
市
の
往
来
を
浮
か
び
出
さ
せ
て
ゐ
ま
す
。
か
う
言
ふ
例
に
富
ん
で
ゐ
る
の
は
勿
論
夏
目
先
生
に
限
り
ま

せ
ん
。
古
来
名
作
と
称
へ
ら
れ
る
も
の
は
い
づ
れ
も
こ
の
妙
所
を
具
へ
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
妙
所
を
捉
へ
ぬ

限
り
、
鑑
賞
上
の
十
全
を
期
す
る
こ
と
は
　
　
殊
に
創
作
上
の
利
益
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
つ
て
も

好
い
位
で
あ
り
ま
す
。

　
尤
も
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
細
部
に
心
を
配
る
と
言
つ
て
も
、
そ
れ
は
只
全
篇
の
大
意
を
見
の
が
さ
な

い
上
の
話
で
あ
り
ま
す
。
若も
し
細
部
に
注
意
す
る
の
を
「
心
の
動
か
し
か
た
」
と
称
へ
る
な
ら
ば
、
こ
の

全
篇
の
大
意
を
捉
へ
る
の
は
「
心
の
抑
へ
か
た
」
と
言
つ
て
も
好
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
或
は
又
前
者
は

「
ど
う
書
い
た
か
？
」
の
問
題
、
後
者
は
「
何
を
書
い
た
か
？
」
の
問
題
と
区
別
出
来
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。
次
に
は
こ
の
「
何
を
書
い
た
か
？
」
の
問
題
へ
話
を
進
め
ま
せ
う
。

　
前
回
に
「
何
を
書
い
た
か
？
」
の
問
題
へ
話
を
進
め
る
と
言
ひ
ま
し
た
が
、
「
文
芸
講
座
」
も
そ
ろ
〳

〵
完
結
に
近
づ
い
た
為
に
こ
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
は
他
日
に
譲
る
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
尤
も
こ
れ
は
前

回
に
も
既
に
ち
よ
つ
と
話
し
て
ゐ
ま
す
し
、
（
第
五
号
の
「
鑑
賞
講
座
」
の
二
頁
よ
り
三
頁
に
亘
る
一
節
）

又
わ
た
し
の
「
文
芸
一
般
論
」
の
「
内
容
」
の
条
く
だ
りに
も
通
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
必
し
も
論
ず
る

の
を
待
ち
ま
す
ま
い
。
唯
手
軽
に
実
際
上
の
用
意
だ
け
に
言
及
す
れ
ば
、
「
何
を
書
い
た
か
？
」
を
捉
へ

る
為
に
は
種
々
の
教
養
も
必
要
で
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
そ
の
作
品
の
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中
の
事
件
な
り
或
は
又
人
物
な
り
を
読
者
自
身
の
身
の
上
に
移
し
て
見
る
こ
と
、
　
　
即
ち
体
験
に
徴
し

て
見
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
小
説
や
戯
曲
の
鑑
賞
は
勿
論
、
抒
情
詩
な
ど
の
鑑
賞
に
も
多
少
の
役

に
立
つ
で
せ
う
。
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
言
葉
の
中
に
「
わ
た
し
は
わ
た
し
自
身
の
こ
と
を
書
い
て

ゐ
る
。
読
者
は
そ
れ
を
読
む
際
に
読
者
自
身
の
こ
と
を
考
へ
ら
れ
た
い
」
と
か
言
つ
て
ゐ
る
の
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
確
か
に
好
忠
告
で
あ
り
ま
す
。
た
と
へ
ば
イ
ブ
セ
ン
は
「
人
形
の
家
」
の
中
に
何
を
書
い

た
か
を
知
ら
う
と
思
へ
ば
、
あ
な
た
が
た
の
夫
婦
生
活
を
、
　
　
或
は
あ
な
た
が
た
の
両
親
の
夫
婦
生
活

を
考
へ
て
御
覧
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
は
容
易
に
ノ
ラ
の
悲
劇
を
捉
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
違
ひ
あ
り

ま
せ
ん
。
或
は
現
在
あ
な
た
が
た
の
向
う
三
軒
両
隣
に
ノ
ラ
の
悲
劇
の
起
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
発
見
出
来
る

筈
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
文
芸
上
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
為
に
も  

畢    

竟  

ひ
つ
き
や
う

我
々
自
身
の
上
に
立
ち
戻
つ
て

来
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
際
又
我
々
の
鑑
賞
力
な
る
も
の
も
そ
の
身
も
と
を
洗
つ
て
見
れ
ば
、
文
芸

的
素
質
を
予
想
し
た
上
の
我
々
の
大
小
に
比
例
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
文
学
青
年
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
当

世
才
子
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
称
天
才
で
は
、
　
　
わ
た
し
は
又
い
つ
の
間
に
か
前
回
の
言
葉
を
繰
返
し

て
ゐ
ま
し
た
。

　
で
は
何
を
鑑
賞
す
れ
ば
好
い
か
？
　
わ
た
し
は
古
来
の
傑
作
を
鑑
賞
す
る
の
に
限
る
と
思
ひ
ま
す
。
こ

れ
は
骨
董
屋
の
話
で
あ
り
ま
す
が
、 

真  

贋 

し
ん
が
ん

の
見
わ
け
に
熟
す
る
為
に
は
「
ほ
ん
も
の
」
ば
か
り
を
見
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
た
と
ひ
参
考
の
為
な
ど
と
言
つ
て
も
、
「
に
せ
も
の
」
に
目
を
な
じ
ま
せ
る
と
、
却かへ
つ

て
誤
り
易
い
と
言
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
文
芸
上
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
の
も
や
は
り
こ
の
理
窟
に
変
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
傑
作
ば
か
り
に
接
し
て
ゐ
れ
ば
、
勢
ひ
他
の
作
品
の
長
短
に
も
無
神
経
に
な
る
こ
と
を
免

れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
日
常
の
経
験
に
徴
し
て
も
、
直すぐ
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。
糞
尿
の
悪
臭
を
不

快
と
し
な
い
も
の
に
薔
薇
の
芳
香
の
わ
か
ら
ぬ
の
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
新
聞

や
雑
誌
に
載
る
文
芸
上
の
作
品
し
か
読
ま
な
い
の
な
ど
は
最
も
鑑
賞
力
を
養
ふ
の
に
損
で
あ
る
と
言
は
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ほ
又
か
う
言
ふ
用
心
は
鑑
賞
力
を
養
ふ
外
に
も
、
創
作
的
気
魄
を
高
め
る
上
に

役
立
ち
は
し
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
元
の
四
大
家
の
一
人
と
呼
ば
れ
る 

倪  

瓚 

げ
い
さ
ん

な
ど
と
言
ふ
先
生
は
竹
や

梧
桐
の
茂
つ
た
中
に 

清 

閟 

閣 

せ
い
ひ
か
く

と
言
ふ
閣
を
造
り
、
常
に
古
人
の
名
詩
画
に
親
ん
で
ゐ
た
と
言
ふ
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
勿
論
閣
を
造
る
の
は
誰
で
も
銀
行
の
通
ひ
帳
と
相
談
の
上
で
あ
り
ま
す
が
、
兎
に
角
古
来
の

傑
作
に
だ
け
は
是
非
と
も
親
し
ま
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
古
来
の
傑
作
と
言
つ
て
も
、
一
概
に
古
代
の
傑
作
ば
か
り
読
め
と
言
ふ
次
第
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
番
利
益
の
多
い
と
共
に
一
番
又
取
つ
き
易
い
の
は
新
ら
し
い
文
芸
の
古
典
で
せ
う
。
西
洋
の
小
説
を
例

に
す
れ
ば
、
　
　
西
洋
の
小
説
と
言
つ
て
も
い
ろ
〳
〵
あ
り
ま
す
が
、
ま
づ
近
代
の
日
本
に
最
も
大
き
い

影
響
を
与
へ
た
ロ
シ
ア
の
小
説
を
例
に
す
れ
ば
、
兎
に
角
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
、
ト
ゥ
ル
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ゲ
ネ
フ
、
チ
ェ
ホ
フ
な
ど
を
お
読
み
な
さ
い
。
無
暗
む
や
み
に
新
ら
し
い
も
の
に
手
を
つ
け
る
の
は
ジ
ヤ
ア
ナ
リ

ス
ト
と
三
越
呉
服
店
と
に
任
か
せ
て
置
け
ば
沢
山
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
偉
大
な
る
前
人
の
苦
心
の

痕
を
お
味
ひ
な
さ
い
。
時
代
遅
れ
に
な
る
こ
と
な
ど
は
心
配
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
片
々
た
る
新
作

品
こ
そ
却
つ
て
忽
た
ち
まち
時
代
遅
れ
に
な
り
ま
す
。
又
画
の
話
を
持
つ
て
来
ま
す
が
、
つ
い
近
頃
ま
で
生
き
て

ゐ
た
印
象
派
の
大
家
の
ル
ノ
ア
ル
は
「
我
々
は
何
も
新
ら
し
い
こ
と
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
唯

古
大
家
の
跡
を
踏
ん
だ
だ
け
だ
。
そ
れ
を
新
ら
し
い
こ
と
の
や
う
に
言
ひ
囃はや
し
た
の
は
世
間
だ
け
に
過
ぎ

ぬ
」
と
言
ひ
ま
し
た
。
単
に
鑑
賞
に
止
ま
ら
ず
、
創
作
に
志
す
青
年
諸
君
は
一
層
こ
の
心
が
け
を
持
つ
て

貰
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
若
し
諸
君
の
万
葉
集
を
読
み
、
或
は
芭
蕉
を
読
む
の
を
見
て
、
時
代
遅
れ
と
笑

ふ
も
の
が
あ
れ
ば
、
芥
川
龍
之
介
は
か
う
言
つ
た
と
、
　
　
位
の
こ
と
に
は
何
び
と
も
驚
か
な
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
、
そ
れ
な
ら
ば
ル
ノ
ア
ル
は
か
う
言
つ
た
と
一
撃
を
加
へ
て
お
や
り
な
さ
い
。
そ
の
為
に
も
甚

だ
便
利
だ
と
思
ひ
、
ル
ノ
ア
ル
を
立
ち
合
は
せ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
で
は
ど
う
言
ふ
鑑
賞
上
の
議
論
を
参
照
す
れ
ば
好
い
か
？
　
こ
れ
も
わ
た
し
の
所
信
に
よ
れ
ば
、
批
評

家
よ
り
も
寧
ろ
作
家
の
書
い
た
文
芸
上
の
議
論
が
有
益
で
あ
り
ま
す
。
と
言
つ
て
も
決
し
て
わ
た
し
自
身

の
「
鑑
賞
講
座
」
の
広
告
な
ど
を
し
て
ゐ
る
次
第
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
作
家
の
書
い
た
も
の
は
何
処
か

作
家
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
ぬ
微
妙
の
言
が
多
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
或
は
又
作
家
の
苦
心
談
で
も
よ
ろ
し
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い
。
か
う
言
ふ
議
論
も
昔
の
も
の
は
取
り
つ
き
悪
い
と
言
ふ
の
な
ら
ば
、
や
は
り
新
ら
し
い
文
芸
の
古
典

的
作
家
の
議
論
で
も
啓
発
を
受
け
る
こ
と
は
多
い
で
せ
う
。
若
し
夫そ
れ
歌
の
上
な
ら
ば
、
正
岡
子
規
の

「
歌
人
に
与
ふ
る
書
」
や
斎
藤
茂
吉
氏
の
「
童
馬
漫
語
」
や
島
木
赤
彦
氏
の
「
歌
道
小
見
」
を
御
覧
な
さ

い
。
こ
れ
等
は
歌
の
上
ば
か
り
に
限
ら
ず
、
一
般
文
芸
の
鑑
賞
の
上
に
も
恐
ら
く
は
無
益
で
は
な
い
で
あ

り
ま
せ
う
。
そ
れ
か
ら
又
文
芸
以
外
の
芸
術
に
関
す
る
、
一
か
ど
の
作
家
の
筆
に
成
つ
た
芸
術
上
の
議
論

或
は
苦
心
談
も
存
外
莫
迦
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
古
い
も
の
に 

辟  

易 

へ
き
え
き

す
る
な
ら
ば
、
ロ
ダ
ン
、
セ

ザ
ン
ヌ
、
ル
ノ
ア
ル
な
ど
の
語
録
や
何
か
を
御
覧
な
さ
い
。
今
下
に
揚
げ
る
の
は
清
朝
の
画
家 

沈 

芥 

舟 

し
ん
か
い
し
う

の
筆
に
成
つ
た
「
芥
舟
学
画
篇
」
の
数
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
在
来
南
画
家
な
ど
の
間
に
広
く
読
ま

れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
な
ほ
当
世
に
通
用
し
な
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
寧
ろ
当

世
に
も
痛
切
な
言
が
多
い
や
う
で
あ
り
ま
す
。

　
「
華
の
用
を
巧
と
為
す
。
巧
に
し
て
繊
な
る
と
き
は
則
す
な
わち
日
に
大
方
に
遠
し
。
巧
に
し
て
奇
な
れ
ば
必

ず
正
格
を
軽
視
す
。
大
方
を
無
み
し
て
正
格
を
非
と
す
れ
ば
、
其
の
美
麗
を
極
む
と
雖
い
へ
ども
、
以
て
衆
を
驚

か
し
俗
を
駭
か
す
に
足
れ
ど
も
、
実
は
即
ち
米
老
（ 
米  
芾 
べ
い
ふ
つ

）
の
所
謂
但ただ
之
を
酒
肆
し
ゆ
し
に
懸
く
べ
し
と
い
ふ

も
の
に
し
て
、
豈
是
士
大
夫
の
性
情
を
陶
写
す
る
事
な
ら
ん
や
。
」

　
「
若
し
直
ち
よ
くに
し
て
致ち
な
く
、
板はん
に
し
て
霊れい
な
ら
ず
ん
ば
、
又
是
病
な
り
。
故
に
質
を
存
せ
ん
と
欲
す
る
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者
は
先
づ
須
す
べ
から
く
理
径
明
透
し
て
識
量
宏
遠
な
る
べ
し
。
之
に
加
ふ
る
に
学
力
を
以
て
し
、
之
に
参
す
る

に
見
聞
を
以
て
せ
ば
、
自
然
に
意
趣
は
古
に
近
く
し
て
、
波
瀾
老
成
な
ら
ん
。
」

　
「
若
し
夫
れ
通
人
才
子
の
情
を
寄
せ
興
を
託
す
る
、
雅
趣
余
り
あ
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
も
、
而しか
も
必
ず
其

の
規き
矩く
に
出
入
し
、
動
き
て
輒
す
な
はち
合
ふ
能
は
ざ
る
、
是
を
雅
に
し
て
未
だ
正
し
か
ら
ず
と
謂
ふ
。
師
門
の

授
受
の
如
き
に
至
り
て
は
、 

膠  

固 

か
う
も
と

よ
り
已
に
深
し
。
既
に
自
ら
是
と
し
て
人
非
と
し
、
復また
見
る
こ
と
少
ま
れ

に
し
て
怪
し
む
こ
と
多
け
れ
ば
、
之
を
非
と
せ
ん
と
欲
す
る
も
未
だ
嘗
か
つ
て

  

縄    

尺  

じ
よ
う
し
や
く
に
乖そむ
か
ず
。
之
を
是
と

せ
ん
と
欲
す
る
も
、
未
だ
尋
常
に
越
ゆ
る
を
見
ず
。
是
を
正
に
し
て
雅
な
ら
ず
と
謂
ふ
。
夫
れ
雅
に
し
て

未
だ
正
な
ら
ざ
る
は
猶
可
な
る
も
若
し
正
に
し
て
未
だ
雅
な
ら
ざ
る
は
、
其
の
俗
を
去
る
こ
と 

幾  

何 

い
く
ば
く

ぞ

や
。
」

　
元
来
「
鑑
賞
講
座
」
な
ど
と
言
ふ
も
の
は
い
く
ら
で
も
話
す
事
は
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
最

初
に
挙
げ
た
三
問
題
だ
け
は
兎
に
角
話
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
で
ひ
と
ま
づ
打
ち
切
る
こ
と
に

し
ま
す
。
何
だ
か
愈
打
ち
切
る
と
な
る
と
、
丁
度
碌
に
体
も
拭
か
ず
に
湯
を
上
つ
た
時
の
や
う
な
、
物
足

り
な
さ
に
似
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
文
芸
講
座
」
の
都
合
上
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
思
は
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
辺
は
ど
う
か
大
目
に
見
て
下
さ
い
。
　
（
完
）
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