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1

「
鑑
賞
」
と
い
う
語
は
そ
の
意
義
や
定
義
が
極
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
鑑
賞
と
い

う
は
た
ら
き
じ
し
ん
も
甚
だ
し
く
主
観
的
で
あ
り
か

つ
恣
意
的
で
あ
る
た
め
か
、
学

問
的
に
定
着
し
て
い
ず
、
せ
い
ぜ
い
国
語
教
育
の
領
域
の
用
語
と
見
ら
れ
て
い
る
傾

向
が
あ
る
。

『
国
語
学
辞
典
』
(東
京
堂
)
に
つ
い
て
見
る
と
、
平
井
昌
夫
氏
が

「作
品

の
知
的

理
解
を
基
礎
と
し
て
そ
の
美
的
な
価
値
を
認
め
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
を
通
し
て
情

緒
的
な
満
足
を
感
受
す
る
こ
と
」
と
い
う
明
晰
な
定
義
を
下
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、

こ
の
定
義
に
続
け
て
、

「鑑
賞
に

つ
い
て
は
は

っ
き
り
し
た
定
義
が
困
難
で
あ
り
、

人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論

じ
ら
れ
て
い
る
が
…
…
」
と
い
う
た
だ
し
書

き
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

常
識
的
に
は
、
鑑
賞
と
い
う
こ
と
ば

を
享
受
と
い
う
こ
と
ば
と
同
義
に
取
り
扱
う

こ
と
も
多

い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
講
座
現
代
語
』第
三
巻

(昭
和
三
九
年
、
明

治
書
院
)
に
お
け
る

「鑑
賞
と
批
評
」
と
い
う
文
中
で
、
高
田
瑞
穂
氏
も
そ
の
立
場

で
論
述
を
進
め
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
高
田
氏
は
こ
の
揚
合
、

「享
受
に
比
し
て
鑑

賞
は
対
象
に
つ
い
て
の
価
値
認
識
の
意
味
が
加
わ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
本
質
的
に

は
、
差
異

の
存
す
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、

一
般

の
慣
例
に
従
う
も

の
で
あ
る
こ
と

を
付
け
加
え
て
い
る
。

長
谷
川
泉
氏
は
、
鑑
賞
に
は
、
観
照

・
享
受

・
判
断
の
三
契
機
が
含
ま
れ
る
と
述

べ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
こ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
で
納
得
し
て
お
い
て
よ
さ

そ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
長
谷
川
氏
は
こ
の
三
契
機
を
説
明
し
て
、

「観
照
は
対

象
の
充
実
相
を
知
的
に
受
容
す
る
態
度
を
い

っ
た
も

の
で
あ
る
。
享
受
す
る
た
め
に

は
、
観
照
の
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
享
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
次
の
段
階
に

(注
1
)

は
美
的
判
断
が
続
く
こ
と
に
な
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
三
契
機

の
関
係
に

つ
い
て
は
、

「
こ
れ
ら

の
三
機
能
は
継
起
的
に
は

一
応
こ
の
順
序
で
生
き

(注
2
)

て
働
く
三
位

一
体

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
」
と
言
い
、

「
一
応
は
継
起
的
な
も

の
で

あ
る
が
、
そ
の
間
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
複
雑
で
あ
り
、
あ
る
場
合
は
可

逆

的

で
も

あ

り
、
相
互
影
響
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
素
朴
な
第

一
次
元
的
な
発
動
か
ら
、
二

(
注
3
)

次

・
三
次
と
し
だ
い
に
高
次
元
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
機
能
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と

述
べ
て
い
る
。
継
起
的
で
あ
り
な
が
ら
、
可
逆
的
、
相
互
影
響
的
だ
と
い
う
点
に
は

認
識
を
新
た
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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鑑
賞
に
判
断
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
批
評
の
機
能
を
潜
在
さ
せ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鑑
賞

(享
受
)
と
批
評
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
谷
川
徹

三
氏
が

『享
受
と
批
評
』
に
論
ぜ
ら
れ
て
以
来
、
各
種
の
好
論
文
に
恵

ま

れ

て

い

る
。
前
記
高
田
瑞
穂
氏
の
論
文
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
が
、
三
好
行
雄
氏
が

『作
品
論

の
試
み
』
(至
文
堂
)
の
巻
頭
に

「序

に
か
え
て
」

で
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
十
分

傾
聴
に
値
い
し
よ
う
。

ヘ

へ

い
ず
れ
に
し
て
も
、
享
受
は
よ
り
受
身
的
、
受
容
的
に
作
品
を
わ
が
内
に
取
り
込

ヘ

へ

む
機
能
で
あ
り
、
批
評
は
よ
り
自
発
的

、
主
体
的
に
作
品
に
即
し
な
が
ら
自
己
を
立

て
よ
う
と
す
る
機
能
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
こ
の
二
機
能
が
そ
れ
ぞ
れ
十

全
に
は
た
ら
い
た
場
合
は
問
題
は
な
い
が
、
享
受
が
不
十
分
な
ま
ま
批
評
だ
け
が
行

な
わ
れ
た
場
合
と
、
享
受
だ
け
あ

っ
て
批
評
が
不
十
分
な
場
合
と
、
そ
の
い
ず
れ
も

が
見
る
に
堪
え
な
い
も
の
に
な
る
こ
と

は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

(注
1
)
長
谷
川
泉

「作
品
の
鑑
賞
法

(読
み
方
)」
(雑
誌

「解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十
九

年
五
月
号
)

(注
2
)
長
谷
川
泉

『近
代
文
学
研
究
法
』
(昭
和
四
一
年
、
明
治
書
院
)

(注
3
)
長
谷
川
泉

『近
代
日
本
文
学
の
機
構
』
(昭
和
四
三
年
、
塙
童
旦房
)
「
三
契
機
説
に

よ
る
文
学
鑑
賞
方
法
七
十
の
原
則
」

2

鑑
賞

の
前
に
読
解
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
常
識
で
あ
る
。

「読
解
」
と
い
う
こ
と

ば
に
あ
ま
り
に
国
語
教
育
的
な
臭
気
が
ま

つ
わ

っ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
こ
れ
ま

た
解
釈
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
と
思
う
が
、
前
章
に
引
用
し
た
諸
論
文
も
多
く

「読

解
」
の
語
を
用

い
て
い
る
。

そ
れ
は
と
に
か
く
、
鑑
賞
と
読
解
と
の
関
係
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

読
解
と
い
う
語
を
広
義
に
解
す
れ
ば
、
文
学
作
品
に
つ
い
て
は
鑑
賞
を
も
中
に
含

ん
で
い
る
と
い
う
説
も
あ
り
、
逆
に
鑑
賞
と
い
う
語
に
解
釈
と
い
う
機
能
が
含
ま
れ

て
い
る
と
説
く
人
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
立
揚
に
よ

っ
て
は
首
肯
さ
れ
て
よ
い
も
の
だ

と
思
う
が
、
こ
こ
で
は

一
応
別
々
の
機
能
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

ヘ

へ

さ
て
読
解
と
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
読
む
こ
と

(通
読

・
精
説

.
味
読
等
)

と
解
釈
す
る
こ
と
と
の
複
合
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
鑑
賞
の
前
に
読
む
こ
と
が
あ

(注
1
)

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
読
む
こ
と
は
、

「作
品
と
の
出
会
い
」
を
意

味
す
る
。
こ
れ
な
し
に
は
鑑
賞
も
何
も
か
も
あ
り
得
な
い
。
同
様
に
し
て
何
ら
か
の

解
釈
な
し
に
鑑
賞
が
あ
り
得
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
解
釈
と
は
、

作
品
の
示
す
意
味
の
世
界
の
知
的
把
握
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
前
記

『
国
語

学
辞
典
』
に
言
う

「作
品
の
知
的
理
解
を
基
礎
と
し
て
」
に
ほ
ぼ
当
り
、
長
谷
川
泉

氏
の
い
う

「観
照
」
と
も
相
お
お
う
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し

一
般
的
な
理
解
に
従
え
ば
、
解
釈
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
の
知
的
把
握

の

た
め
の
作
業
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
く
、
し
た
が

っ
て
概
念
と
し
て
は
分
析
的
な
知

的
作
業
を
さ
し
て
い
る
。
特
に
国
語
教
育

の
世
界
で
は
そ
う
し
た
傾
向
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
読
解
と
い
う
こ
と
ば
が
主
と
し
て
国
語
教
育
界
で
用
い
ら

れ

る
が

ゆ

、兄

に
、
そ
う
し
た
意
昧
に
解
せ
ら
れ
る
可
能
性
は

一
層
濃

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

読
解
と
鑑
賞
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
高
田
瑞
穂
氏
が
、

読
解
と
鑑
賞
と
を
分
か
つ

一
線
は
、
対
象
を
外
に
見
る
か
、
内
に
見
る
か
の

相
異
で
あ
る
。
読
解
と
は
、
他
人
の
言
語

・
文
章
を
、
あ
く
ま
で
他
人
の
も
の

と
し
て
知
る
こ
と
で
あ
り
、
鑑
賞
と
は
、
同
じ
対
象
を
、
む
し
ろ
自
己
の
も
の

と
し
て
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
(『
講
座
現
代
語
』
第
三
巻
所
収
の

「鑑
賞
と
批
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評
L
)

と
述
べ
て
い
る
所
を
肯
定
し
て
よ
い
と
思
う
。

し
か
し
同
氏
が
そ
う
述
べ
た
少
し
後

に
、

読
解

の
段
階
が
終
わ

っ
た
と
信

じ
た
、
次

の
瞬
間
か
ら
、
そ
の
新
し
い
課
題

が
わ
れ
わ
れ
に
落
ち
か
か
る
。

こ
こ
か
ら
が
、
鑑
賞

の
問
題

な

の
で
あ

る
。

(同
前
書
)

と
言

っ
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
三
好
行
雄
氏
と
と
も
に
、
同
意
を
留
保
し
た
い
よ

(注
2
)

う
に
思
う
。
高
田
氏
は
注
意
深
く

「信

じ
た
」
と
い
う
よ
う
な
語
を
用
い
て
、
作
業

の
上
で
継
起
的
に
截
然
と
段
階
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
な
く
、
心
理
的
な
段
階
づ
け

で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
こ
と
は
汲
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

こ
こ
に
は
、
読
解
が
鑑
賞
に
先
行
し
、
読
解

の
深
ま
り
が
す
な
わ
ち
鑑
賞
で
あ
る
と

い
う
浅
薄
な
俗
見
に
勝
訴
の
根
拠
を
与
え
る
よ
う
な
恐
れ
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

そ
の
よ
う
に
言
う
理
由
は
、

一
つ
に
は
、
三
好
氏

の

「読
解
の
進
行
過
程
で
、
理

性
と
美
意
識
の
相
互
作
用
が
た
え
ず
行

な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
た
や
す
く
想

(注
3
)

定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
説
と
全
く
同
じ
見
地
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
ま

で
が
読
解
で
、
こ
れ
か
ら
が
鑑
賞
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
截
然
た
る
区
分
け
は
絶
対

に
あ
り
得
な
い
。

第

二
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
高
田
氏
の
い
わ
ゆ
る

「他
人
の
も
の
」
と
し
て
知

る
こ
と
と
、

「自
己
の
も

の
」
と
し
て
感
ず
る
こ
と
と
は
、
人
間

の
あ
り
方
と
し
て

は
ま
る
で
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
初
め
他
人
の
も
の
と
し
て
見

て

い
た
も

の

が
、
見
る
こ
と
が
深
く
細
や
か
に
な
る
に

つ
れ
て
、

一
朝
に
し
て
忽
然
と
自
己
の
も

の
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

読
解
は
、
読
む
こ
と
に
比
重
を
お
け
ば
、
鑑
賞

の
萠
芽
-

三
好
氏

の
い
わ
ゆ
る

ヘ

ヘ

へ

「原
発
的
な
鑑
賞
」
な
い
し

「原
鑑
賞
」
1

を
含
ん
で
い
る
し
、
解
を
理
解
と
解

す
れ
ば
、

「自
己
の
も
の
」
と
感
ず
る
こ
と
に
も
通
じ
よ
う
が
、

一
般
的
な
理
解
に

従

っ
て
知
的
な
分
析
作
業
と
解
す
る
か
ぎ
り
、
冷
た
く

つ
き
放
し
た
対
象
観
と
し
て

の
死
体
解
剖
作
業
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
い
く
ら
積
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

生
命
を
自
己
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
す
べ
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
し
ば
し
ば
陥
り
が
ち
な
誤
り
は
こ
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
作
品
に
対
し

て
、
ま
ず
精
密
な
知
的
解
釈
作
業
の
メ
ス
を
加
え
て
、
各
方
面
か
ら
研
究
の
目
を
も

っ
て
照
明
を
あ
て
、
あ
る
い
は
脳
髄

・
神
経

・
骨
核

・
筋

・
臓
腑
等
を
取
り
出
し
て

示
す
こ
と
を
も

っ
て
、
鑑
賞
に
至
り
得
た
か
の
ご
と
く
錯
覚
す
る
こ
と
が
、
い
か
に

多
い
こ
と
か
。

鑑
賞
は
あ
く
ま
で
生
き
た
作
品
を
対
象
に
、
そ
の
生
命
を
自
己
の
も
の
と
す
る
生

命
的
体
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
析
で
は
な
く
、
総
合
で
な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。
認
識
で
は
な
く
て
、
体
験
-

創
造
的
な
価
値
体
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鑑
賞
と
読
解
と
は
初
め
か
ら
次
元
を
異
に
し
た
機
能
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
両
者
に
相
互
作
用
が
あ
る
こ
と
の

認
識
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
鑑
賞
の
た
め
と
い
う
出
発
点
を
忘

れ

な

い

か
ぎ

り
、
読
解
を
深
め
る
こ
と
が
鑑
賞
を
深
め
る
契
機
た
り
得
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
期
待
を
持
ち
得
な
い
か
ぎ
り
は
、
文
学
作
品
を
対
象
と
し

て
の
読
解
の
営
み
の
す
べ
て
は
全
く
の
徒
労
に
終
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(注
1
)
三
好
行
雄
氏

『作
品
論
の
試
み
』
(昭
和
四
二
年
、
至
文
堂
)
「鑑
賞
と
批
評

序

に
か
え
て
」

(注
2
)
同
右
書

(注
3
)
同
右
書
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3

読
解
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
含
む
で
あ
ろ
う
か
。

遠
藤
嘉
基
氏
は
、
文
章
は
主
題

・
素
材

・
構
想

・
叙
述

・
推
敲
の
過
程
を
経
て
成

(注

1
)

立
す
る
と
な
し
、
読
解
は
こ
の
過
程
を
追
体
験
す
る
こ
と
だ
と
言

っ
て
い
る
。
そ
し

て
具
体
的
に
は
、
仮
定
さ
れ
た
主
題
に
、
は
た
し
て
ふ
さ
わ
し
い
素
材
が
採
ら
れ
、

構
想
と
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
、
そ
れ
を
検
算
す
る
作
業
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
読
解
に
は
鑑
賞
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
の
言
で
あ

る
こ
と
を
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
が
、

一
応
読
解
の
手
続
き
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
関
し
て
、

一
、
二
を
あ
げ
て
み
れ
ば
、

ω

モ
チ
ー
フ

②

思
想

・
理
念

㈲

場
面

・
情
景

(背
景
)

働

登
場
人
物

㈲

プ

ロ
ッ
ト

(筋

・
構
成
)

㈲

段
落

ω

盛
り
上
げ

圖

文
体

働

用
語

そ
の
他
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
右
の
②
か
ら
働
ま
で
に

「
主
題
」

を
加
え
た
九
項
目
は
、
あ
た
か
も
長
谷
川
氏
が

「三
契
機
説
に
よ
る
文
学
鑑
賞
方
法

(注
2
)

、
、

、
、

七
十
の
原
則
」
と
し
て
、
作
品
の
記
述

の
項
に
取
り
上
げ
た
十
三
の
項
目
の
う
ち
に

含
ま
れ
て
い
る
。
(他

の
四
項
目
と
な
、
「
形
象
化
と
表
現
様
式
」
「表
記
」
「技
巧
」

「発
表
舞
台
」
と
い
う
比
較
的
二
義
的
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。)

長
谷
川
氏

の
三
契
機
説
と
は
、

「A
作
者
」
「B
作
晶
」
「C
読
者
」

の
三
契
機
を

縦
軸
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
横
軸
に

「
a
発
生
」
「
b
記
述
」
「
c
発
展
」
の
三
契
機
を

考
え
た
も
の
で
、
こ
れ
を
乗
じ
た
九

つ
の
位
相
を
立
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
細
分
し
て

七
十
の
項
目
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
を

一
見
す
る
に
、

「鑑
賞
方
法
」
と
い
う
よ
り

「文
学
研
究
方
法
」
と
い
う
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
観
が
あ
る
が
、
長
谷
川
氏
は
、
文

学
研
究
の
上
位
概
念
な
い
し
総
合
概
念
と
し
て

「鑑
賞
」
を
考
え
る
立
揚
だ
か
ら
、

こ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
氏
は
言
う
、

芸
術
作
品
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
は
、
研
究
よ
り
も
鑑
賞
を
考
え
る
方
が
適

当
な
こ
と
が
多
い
。

(中
略
)
鑑
賞
は
研
究
を
従
え
る
こ
と
が
あ
る
。
研
究
の

成
果
が
摂
取
さ
れ
、
鑑
賞
を
深
め
る
例
は
、
本
書

の
随
所
に
見
出
だ
す
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
研
究
と
は
、
文
字
通
り
他

の
目
的
意
識
に
従
属
す
る
作
業

で
あ
る
。
(『近
代
名
作
鑑
賞
』
第
三
版

「序
」)

さ
て
、
長
谷
川
氏
は
、
前
記
三
契
機
説
の
九

つ
の
位
相

の
う
ち
、

「B
作
品
」
の

「
b
記
述
」

の
位
相
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
最
近
も
て
は
や

さ
れ
て
い
る
ニ
ュ
ー

・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
よ
う
に
、
こ
の
位
相
に
だ
け
強
く
焦
点

を
当
て
て
、
他

の
部
分
を
軽
視
し
、
こ
れ
ら
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
作
品
研
究
を
考
え
よ

(
注
3
)

う
と
す
る
立
場
に
は
反
対
し
て
い
る
。
が
し
か
し
、
最
近
の
ニ
ュ
ー

・
ク
リ
テ
ィ
シ

ズ
ム
す
な
わ
ち
分
析
批
評
が
目
本
文
学
研
究
の
上
に
も
た
ら
し
た
成
果
は
決
し
て
小

さ
く
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、

ω

材
料

・
素
材

ω

話
主

圖

ジ
ャ
ン
ル
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④

型

(
8
&

o
V

㈲

視

点

㈲

調

(8

昌
O
)

(注
4
)

㈲

イ
メ
ジ
ャ
リ

(Hヨ
蝉
αq
O
煢
)

な
ど
を
も
読
解
の
手
続
き
に
加
え
た
い
と
思
う
。
な
か
ん
ず
く

「イ

メ
ジ

ャ
リ
」

は
、
『分
析
批
評
入
門
』
(昭
和
四
二
年
、
至
文
堂
)
を
書
い
た
川
崎
寿
彦
氏
に
よ
っ

て
も
、

「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
及
び

「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
並
べ
て
、
分
析
批
評
の
主
要

方
法
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
分
析
批
評
の
も
た
ら
し
た
成
果
中

の
成
果
と
認
め

て
よ
か
ろ
う
。

さ
ら
に
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
文
体
論
の
成
果
も
無
視
す
る
こ
と

は
許

さ

れ
ま

い
。
ま
た
、
文
芸
学
の
方
法
な
ど
も
役

立

つ
も

の
の

一
つ
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
広
く
考
え
れ
ば
前
に
あ
げ
た

「用
語
」
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

語
彙
i

ひ
い
て
は
語
感
や
、
言
語
の

ニ
ュ
ア
ン
ス

や
、
文
章
論

・
文
論

・
語

論

に

わ

た

る
文

法

の
面

か
ら

の

ア
プ

ロ
ー

チ

も

あ

り

、
詩

歌

・
韻

文

な

ど

で

は

リ
ズ

ム

(韻

律

や

声

調

)

も

当

然

考

え

ら

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

。

(注
1
)
『
講
座
現
代
語
』
第

三
巻

(明
治
書
院
)

の
遠
藤
嘉
基
氏

「読
解

の
構
造
」

(注
2
)
長
谷
川
泉
氏

『
近
代
日
本

文
学

の
機
構
』

(注
3
y
同
右
書

の

「
三
契
機

説
に
よ
る
文

学
鑑
賞

の
方
法

七
十

の
原
則
し

の
五
五

ペ
ー
ジ

(注
4
)
小
西
甚

一
氏

「
分
析
批
評

の
あ
ら
ま
し
」

(雑
誌

「解
釈

と
鑑
賞
」

昭
和

四
二
年

五
月
号
)

4

以
上
、
読
解
の
手
続
き
を
、
研
究
の
手
続
き
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
め
て
、
あ
れ

こ
れ
と
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
各
方
面
に
わ
た
る
手

続
き
を
い
か
に
縦
横
に
駆
使
し
、
積
み
重
ね
、
い
か
に
精
密
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
試
み

よ
う
と
も
、
私
を
し
て
言
わ
し
む
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
所
詮
読
解
な
い
し
研
究
の
域
に

と
ど
ま
る
も
の
で
、
鑑
賞
の
域
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
知
解

の
領
域
に
属
す
る
読
解
な
い
し
研
究
の
機
能
と
、
全
人
間
的
、
情
念
的
な
享
受

・
鑑

賞
の
機
能
と
は
、
精
神
構
造
上
は
異
な

っ
た
次
元
の
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

私
が
お
も
な
手
が
か
り
を
仰
い
だ
長
谷
川
泉
氏
の

『近
代
名
作
鑑
賞
』
第
三
版
は

氏
自
身
の
前
述
の
意
見
を
具
体
化
し
た
も
の
で
、
ま
こ
と
に
み
ご
と
な
鑑
賞
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
成
果
を
示
し
て
多
大
の
示
唆
を
提
供
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を

ヘ

ヘ

ヘ

へ

読
ん
で
、
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
十
余
名
の
作
家

の
代
表
作
品
に
つ
い
て
得
ら

れ
る
深
く
広
い
理
解
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
そ
の
も

の
を
じ
か
に
読
ん
で

得
た
感
銘
と
は
全
く
別
種
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
代
わ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
森
鴎
外
の
『
高
瀬
舟
』
を
例
と
す
る
と
、

「作
品
」
の

「発
生
」
「記

述
」
-

す
な
わ
ち
作
品
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
作
品
そ
の
も

の
の
分
析
な
ど
に
関

す
る
精
細
を
極
め
た
追
求
が
な
さ
れ
て
お
り
、
特
に
テ
ー

マ
に
関
し
て
は
突
込
み
が

深
く
、
批
評
に
も
及
ん
で
い
る
。
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
は
落
ち
な
く
示
さ

れ

て
い

る

し
、
さ
わ
り
と
感
じ
ら
れ
る

「知
恩
院
の
桜
が
入
相
の
鐘
に
散
る
春
の
夕
」
と
い
う

初
め
の
ほ
う
の
部
分
や
、

「
二
人
を
載
せ
た
高
瀬
舟
は
、
黒
い
水
面
を
す
べ

っ
て
行

っ
た
。」
と
い
う
結
末
を
そ
の
ま
ま
に
提
示
し
た
り
、
「
…
…
再
び
生
き
て
帰
れ
る
か

ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
遠
島
の
運
命
を
背
負

っ
て
、
募
春
の
朧
夜
に
、
舳
に
割
か
れ

る
水
の
さ
さ
や
き
を
聞
い
て
ゆ
く
雰
囲
気
の
中
に
巧
み
に
と
け
込
ん
で
い
る
。」
と
解

説
し
た
り
し
て
、
こ
の

一
編

の
詩
的
作
品
の
究
極
の
美
し
さ
を
十
分
に
暗
示
す
る
筆
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を
も
階
し
ん
で
い
な
い
併

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
作
品

『高
瀬
舟
』
を
読
む
と
い
う

直
接
経
験
に
よ

っ
て
得
た
感
銘
と
同
じ
感
銘
を
そ
こ
か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
、
高
瀬
舟
に
載
せ
ら
れ
る
遠
島

の
罪
人
と
、
そ
れ
を
送
る
役
人
と
に
関
す

る
作
者
の
説
明
に
耳
を
傾
け
つ
つ
、
春

の
幽
暗
な
闇
の
中
の
隔
絶
さ
れ
た

一
小
世
界

の
中
に
い
つ
か
導
き
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
罪
人
喜
助
の
知
足
に
安
住
し

た
境
涯
に
驚
嘆

の
思
い
を
味
わ
い
な
が
ら
、
次
に
安
楽
死
の
可
否
と
い
う
底

の
深
い

問
題
を
前
に
し
て
、
役
人
の
庄
兵
街
と
と
も
に
懐
疑
し
つ
つ
人
生
と
い
う
も
の
の
不

可
思
議
に
胸

の
う
ち
ふ
る
え
る
思
い
を
抱
き
、
人
生
の
問
題
を
前

に
し
て
精
神
的
に

逆
転
し
た
位
置

に
お
か
れ
て
相
対
す
る
役
人
と
罪
人
と
を
載
せ
た
ま
ま
、
幽
暗
な
闇

の
中
に
す
べ
り
行
く
高
瀬
舟
が
宛
然
人
生
そ
の
も
の
の
姿
か
と
見
え
て
く
る
感
動
は

ー
ー
人
生
を
見
る
眼
が
新
し
く
開
け
て
く
る
喜
び
で
あ
る
が
、
…

こ
の
作
品
そ
の

も
の
を
じ

っ
く
り
と
読
む
こ
と
以
外
に
は
絶
対
に
得
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
わ
か
り
き

っ
た
こ
と
を
こ
と
新
し
く
強
調
す
る
ゆ
え
ん

は
、
い
わ
ゆ
る
国
語
教
育

の
現
揚
に
お

い
て
文
学
作
品
を
教
材
と
し
な
が
ら
、
こ
こ

に
い
う
読
解

の
手
続
き
を
あ
れ
こ
れ
と

こ
ま
め
に
試
み
る
こ
と
を
も

っ
て
鑑
賞
の
指

導
が
で
き
た
か
の
ご
と
く
思
い
誤

っ
て
い
る
向
き
が
あ
ま
り
に
も
多
い
現
実
を
し
ば

し
ば
見
せ
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
私
が
遺
憾

に
思
う
こ
と
は
、
主
題
を
と

ら
え
る
学
習
を
中
心
と
し
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
主
題
さ
え
と
ら
え
得
た
ら
、
そ
れ
で
鑑

賞
が
で
き
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
能
率
的

・
事
務
的
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
主
題
と
い
う
語
に
は
い
ろ
い
ろ
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
ち
が
い

に
は
言
え
な
い
が
、
普
通
は
、
短
い
簡
単
明
瞭
な
命
題
の
形
で
言
い
表
わ
さ
れ
た
も

の
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『高
瀬
舟
』
を
例
に
と
れ
ば
、

経
済
観
念
上

の
知
足
と
い
う
精
神
の
あ
り
方
に
対
す
る
肯
定
的
関
心
と
、
安
楽

死
の
可
否
に
向
け
る
懐
疑

と
い
う
よ
う
な
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
、
そ
し
て
記
述
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
主
題
は
、

構
成
や
盛
り
上
げ
や
用
語
な
ど
の
解
明
と
同
じ
線
上
に
並
ぶ
、
読
解
の

一
手
続
き
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
程
度
の
主
題
把
握
な
ら
ば
、
享
受
も
鑑
賞
も
経
な
い
、
知
解
だ
け

の
冷
た
い
研
究
的
態
度
で
十
分
に
料
理
で
き
る
範
囲
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
は
芸
術
と

し
て
文
学
を
見
る
態
度
は
全
く
欠
落
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
私
に
は
こ
れ
が
憤
う
し

く
て
な
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
大
学
は
知
ら
ず
、
中
学
校

・
高
校
の
普
通
教
育
の
段
階
ま
で
で
は
、

文
学

の
研
究
方
法
を
学
ば
せ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
分
析
批
評
な
ど
と
い
う
も

の

は
ま
さ
に
文
学
研
究

の
方
法
論
で
あ
る
か
ら
、
高
校
な
ど
で
こ
の
方
法
を
指
導
す
る

こ
と
は
よ
ほ
ど
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

た
し
か
東
京
教
育
大
の
小
西
甚

一
教
授
か
ら
聞
い
た
こ
と
か
と
思
う
が
、
ア
メ
リ

カ
あ
た
り
で
日
本
文
学
を
研
究
し
て
い
る
大
学
生
の
中
に
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー

・
ク
リ

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
方
法
で
作
品
を
截
断
し
よ
う
と
急
ぐ
あ
ま
り
、
作
品
中
に
出
て
く
る

「物
」

の

一
々
に
つ
い
て
、
何
の
喩
え
で
あ
る
か
、
何

の
象
徴
で
あ
る
か
と
問
い
、

滑
稽
な
こ
じ
つ
け
を
あ
え
て
し
て
満
足
す
る
も
の
が
多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前

記

『高
瀬
舟
』
の
二
人
を
載
せ
た

」
咼
瀬
舟
L
や
、
同
じ
鴎
外
の
『
雁
』
の

「雁
」
は

た
し
か
に
人
生
や
運
命
の
象
徴
的
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

「知
恩
院
の
桜
」

や
、
雁

の
死
体
を
隠
し
た
岡
田
の

「外
套
」
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
か
と
考
え
る
の

は
、

い
か
さ
ま
噴
飯
に
値
い
し
よ
う
。

今
目
の
国
語
教
育
の
理
論
家
の
う
ち
に
は
、
文
学
教
育

の
可
能
性
に
つ
い
て
否
定
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文 学 鑑 賞 の 方 法

的
な
見
解
を
持

っ
て
い
る
人
が
案
外
に
多

い
。
そ
れ
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
は
、
専

門
の
批
評
家
や
作
家
の
側
か
ら
提
出
さ
れ
る
懐
疑
的
な
い
し
否
定
的

な
意

見

で
あ

る
。
彼
等
文
芸
家
は
、
教
育
現
場
の
文
学
作
品

の
取
り
扱
い
に
、
こ
む
ず
か
し
い
方

法
論
の
技
術
が
横
行
し
て
い
て
、
文
芸
鑑
賞

の
に
お
い
さ
え
も
な
い
こ
と
に
呆
れ
は

て
、
腹
を
立
て
て
い
る
の
で
ろ
う
。
そ
し
て
国
語
教
育

の
明
敏
な
理
論
家
た
ち
は
、

こ
う
い
う
文
芸
家
た
ち
の
言
説
に
耳
を
傾

け
、
国
語
教
育
実
践
の
場
に
お
け
る
文
学

鑑
賞
指
導

の
困
難
性
1

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
も

の
と
も
い
え
る
ほ
ど

の
I
I
を
知
る
が
ゆ
え
に
、

一
種
の
あ
き
ら
め
を
も

っ
て
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
文
学
作
品
そ
の
も
の
は
現
に
そ

こ
に
あ
る
。
そ
し
て
万
人
か
ら
享
受
さ
れ

る
こ
と
を
切
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
を
創
作
し
た
文
芸
家
た
ち
が
だ
れ

よ
り
も

い
ち
ば
ん
知

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

5

私
は
文
学
作
品
に
関
し
て
読
解
や
研
究
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
く
り
返
し

吐
い
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
教
育

の
場

で
、
学
習
者
を
前
に
し
て
、
作
品
の
享
受

を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
読
解
な
い
し
分
析
的
研
究
に
全
力
を
傾
け
、
こ
れ
を
も

っ

て
文
学
教
育
あ
る
い
は
文
学
鑑
賞
が
で
き

た
か
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
る
点
を
批
判
し

て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
私

は
文
学
鑑
賞
の
上
で
、
そ
の
補
助
手
段
と
し

て
読
解
や
研
究
が
い
か
ば
か
り
必
要
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
す
ぎ
る
く
ら
い
わ
か

っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
厳
密
な
読
解

・
研
究

の
手
続
き
に
よ

っ
て
、
恣
意
的
な

鑑
賞
を
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
た
い
せ
つ
で
あ
ろ
う
か
。

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

と
い
う
芭
蕉
の
句
は
有
名

で
だ
れ
で
も
知

っ
て
い
る
。
し
か
し

「天
河
」
が
秋
の
季

語
で
あ
り
、
七
夕
の
伝
説
と
か
か
わ

っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
と
、
初
歩
の
知
識
と
は

い
え
、
ま
ず
学
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
は
こ
の
句
に
よ
ま
れ
て

い
る
景
観
が
ど
こ
の
地
点
の
も
の
か
十
分
な
調
査
に
値

い
し
よ
う
。
少
な
く
も

「佐

渡
」
と
い
う
地
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ま
い
。
あ
わ
せ
て
そ
の
作
ら
れ
た
時
点
が
い
つ
か
と
い
う
問
題
も
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
を

つ
き
と
め
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
句

の
掲
出
ざ
れ
て
い
る

『
お
く
の
ほ
そ

道
』

の
文
面
と
、
こ
れ
を
事
実
に
裏
づ
け
る
曾
良
の

『随
行
目
記
』
と
が
綿
密
に
考

証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
溺
、
こ
れ
ら
に
は
そ
の
制
作
の
場
所
を
知
る
手
が
か
り
は
な

く
、
芭
蕉
自
身

の
手
に
成
る

『銀
河
ノ
序
』
と
、
曾
良
の
遺
稿

『雪
丸
げ
』
と
に
よ

っ
て
、
出
雲
崎
で
の
吟
と
知
ら
れ
る
。

『
銀
河

ノ
序
』
本
文
は
左

の
と
お
り
で
あ
る
。

北
陸
道
に
行
脚
し
て
越
後
ノ
国
出
雲
崎
と
い
ふ
所
に
泊
る
。
彼
佐
渡
が
し
ま
は

海
の
面
十
八
里
、
滄
波
を
隔
て
、
東
西
三
十
五
里
に
よ
こ
お
り
ふ
し
た
り
。
み
ね

の
嶮
難
谷
の
隈
々
ま
で
、
さ
す
が
に
手
に
と
る
ば
か
り
あ
ざ
や
か

に
見

わ

た
さ

る
。
む
べ
此
嶋
は
こ
が
ね
お
ほ
く
出
て
、
あ
ま
ね
く
世
の
宝
と
な
れ
ば
、
限
り
な

き
目
出
度
嶋
に
て
侍
る
を
、
大
罪
朝
敵

の
た
ぐ
ひ
、
遠
流
せ
ら
る
x
に
よ
り
て
、

た
父
お
そ
ろ
し
き
名

の
聞
え
あ
る
も
、
本
意
な
き
事
に
お
も
ひ
て
、
窓
押
開
き
て

暫
時
の
旅
愁
を
い
た
は
ら
む
と
す
る
ほ
ど
、
日
既
に
海
に
沈
で
、月
ほ
の
く
ら
く
、

銀

河
半

天

に

か

ン
り

て
、

星

き

ら

く

と
冴

た

る
に

、

沖

の
か

た

よ

り

、
波

の
音

し
ば

く

は

こ
び

て
、

た

ま

し

ゐ

け
つ

る
が

ご

と

く

、

腸

ち

ぎ

れ

て
、

そ

ゴ
う

に

か
な
し
び
き
た
れ
ば
、
草

の
枕
も
定
ら
ず
、
墨

の
袂
な
に
ゆ

へ
と
は
な
く
て
、
し

ぼ
る
ば
か
り
に
な
む
侍
る
。

あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
あ
ま
の
川
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芭
蕉
が
出
雲
崎
に
泊

っ
た
の
は
、

『随
行
目
記
』
に
よ
れ
ば
旧
暦
七
月
四
目
で
あ

る
。
た
だ
し
出
雲
崎
で
の
吟
と
い
う
こ
と
に
は
諸
説
が
あ
る
。
そ
れ
は

『
お
く
の
ほ

そ
道
』

の
本
文
に
は
、
こ
の
句
の
前
に
、
こ
の
句
と
並
べ
て
、

文
月
や
六
目
も
常
の
夜
に
は
似
ず

の
吟
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
が
七
月
六
目
の
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、

『
随
行

目
記
』
に
よ
れ
ば
、
翌
七
目
夜
に
直
江
津
に
泊
り
、
そ
の
地
の
俳
人
佐
藤
元
仙
方
に

招
か
れ
た
俳
諧
の
席

で
、
芭
蕉
が
提
出

し
た
の
が
こ
の
句
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で

『荒

海
や
』
の
句
が
六
目
以
後
に
で
き
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑

い
が
出
て
く

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
出
雲
崎
で
す
で
に
で
き
て
い
た
と
し
て
い
い
し
、

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
七
夕
の
旬
と

し
て

「文
月
や
」

の
句

の
後
に
お
い
た
と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
初
秋
の
こ
ろ
に
は
出
雲
崎
か
ら
見
て
、
銀
河
が
佐
渡

が
島

の
方

へ
横
た
わ
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
事
実
を
指
摘
す
る
人
も
あ
り
、
ま
た
出

雲
崎

の
海
は
波
静
か
で
、
に
ぎ
わ
い
も
相
当
あ
る
港
で
、荒
海
と
い
う
べ
き
で
な
く
、

曾
良

の

『雪
丸
げ
』
に
も
、
こ
の
句
に

つ
い
て
、
出
雲
崎
で
は

「さ
す
が
に
波
も
高

か
ら
ざ
れ
ば
」
と
あ
る
の
に
拠

っ
て
異
論
を
述
べ
る
人
も
あ
る
。

(し
か
し
こ
れ
が

虚
構
と
す
れ
ば
、
そ
う
虚
構
し
た
芭
蕉

の
詩
精
神
の
な
ま
な
ま
し
さ
こ
そ

一
層
注
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。)

な
お
、
『お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
、
「
文
月
や
」

の
句
と
こ
の
句
と
の
前
文
と
し
て

「鼠

の
関
を
こ
ゆ
れ
ば
、
越
後
の
地
に
歩
行
を
改
て
越
中

の
国

一
ぶ
り

の
関

に
到

る
。
此
間
九
日
、
暑
湿
の
労
に
神
を
な
や
ま
し
、
病
お
こ
り
て
事
を
し
る
さ
ず
」
と

あ
る
が
、
『随
行
目
記
』
に
は
病
気
ら
し

い
記
事
は
全
く
出
て
い
な
い
。
こ
の
間
の
秘

密
に
つ
い
て
は
、
越
後
路
で
は
不
快
な
目
に
あ

っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
間
の
こ
と
を

芭
蕉
は
詳
し
く
書
き
た
く
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
井
本
農

一
氏
等
の
説
が

あ
る
が
、
と
,に
か
く
病
気
で
あ
る
に
せ
よ
、
な
い
に
せ
よ
、
芭
蕉
の
そ
の
折
り
の
精

神
状
況
を
知
る
上
で
、
こ
の
こ
と
は
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
た
い
て
い
の
研
究

・
解
説
書
に
書

い
て
あ
る
こ
と
で
あ

る
が
、
問
題
は
、
こ
の
句
を
解
し
味
わ
う
に
あ
た

っ
て
、

『
お
く

の
ほ

そ
道
』
や

『銀
河
の
序
』
に
当
り
、
制
作
事
情
を
追
求
す
る
こ
と
が
絶
対
必
要
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
(こ
の
こ
と
は
和
歌
の
詞
書
な
ど
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。)
紀
行
文
の
性

格
上
、
句
と
文
と
は
相
触
発
す
る
こ
と
は
あ
る
と
思
う
が
、
原
理
的
に
い
え
ば
、
独

立
し
て
鑑
賞
に
堪
え
る
句
で
な
け
れ
ば
、
形
象
の
完
結
性
を
失

っ
た
作
品
と
し
て
芸

術

の
座
か
ら
退
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
思
う
に
、
読
解
段
階
で
は
む
し
ろ

「よ
こ
た
ふ
」
と
い
う
語

の
解
釈
の
問
題

が
重
要
で
あ
る
。
「横
た
ふ
」
は
他
動
詞
で
あ
る

っ
て
、
こ
こ
で
い
う

「横
た
わ
る
」

之
い
う
自
動
詞

の
意
味
に
は
用
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
志
田
義

(注
1
)

秀
氏
は
、
こ
の
自
他
の
混
同
は
、
当
時
の

一
般
的
な
文
法
な
の
だ
と
か
た
づ
け
、
山

本
建
吉
氏
も
、

「た
ゆ
た
ふ
」
「う

つ
ろ
ふ
」
「
な
が
ら
ふ
」
な
ど
の
用
法
か
ら
の
類

推
の
上
に
、
あ
る
状
態

の
持
続
を
現
わ
す
自
動
詞
と
し
て
用

い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、

(注
2
)

と
し
た
。
こ
れ
が
定
説
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
俳
詩
人
荻
原
井
泉
水
氏
は
、

「空
に
あ
る
天
の
川
と
い
う
も

の
を
、
芭
蕉

、
、
、
、
、

(注
3
)

は
自
分
の
主
観
を
以
て
、
佐
渡
の
上
に
よ
こ
た
え
た
の
で
あ
る
。」

と
言
い
、

ま
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

む

む

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
よ
こ
た
は
る
と
云

へ
ば
客
観
的
の
描
写
に
す
ぎ
な
い
、
よ
こ
た
ふ
と
云

っ
た
の
は

作
者
の
心
が
今

一
す
じ
の
天
の
川
と
な

っ
て
佐
渡
に
向

っ
て
走
り
か
Σ
っ
た
気
持
の

む

　

表
現
で
あ
る
と
、
斯
う
い
ふ
風
に
味
ふ
事
も
出
来
る
と
思
ふ
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。

最
近
で
は
、
三
浦
和
雄
氏
は
、
語
法
論
の
上
か
ら
、
芭
蕉
の
自
動
詞
と
他
動
詞
の

用
法
を
詳
し
く
考
察
し
て
、
芭
蕉
に
自

・
他
の
無
意
識
の
混
用
は
な
い
と
結
論
し
、
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「
よ
こ
た
ふ
」
は
あ
く
ま
で
他
動
詞
の
ま
ま
に
解
す
べ
き
で
、
そ

の
主

語

は

「荒

(注
4
)

海
」
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う

一
説
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
う
な
れ

ば
、

「天
河
」
は
主
語
か
ら
修
飾
語

へ
と
移
る
わ
け
で
あ
る
。

語
法
的
に
正
確
を
期
す
る
な
ら
、
そ
う
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
説
に

従
う
と
し
て
も
、
私
は
、
そ
の
主
語
は
荒
海
に
限
定
せ
ず
、
荒

海

に
代

表

さ
れ
る

「
あ
る
大
き
な
も
の
」
と
解
し
た
い
。
安
藤
次
男
氏
は
、
詩
人
的
な
直
観
を
ま
じ
え

て
、
も
と
も
と
は
芭
蕉
が

「
よ
こ
た
ふ
」
を
自
動
詞
と
し
て
俗
用
し

た
も

の
で
あ

る
、
と
し
、

し
か
し
、

つ
い
で
か
れ
が
こ
の
句
に
七
夕
に
因
ん
で
劇
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付

与
す
る
に
伴

っ
て
、
あ
る
種
の
他
者

の
意
志
が

一
句
を
蔽

っ
て
、
「
よ
こ
た
ふ
」

本
来

の
他
動
詞

の
働
ら
き
を
そ
こ
に
取
り
戻
し
て
く
る
の
を
、
芭
蕉
は
感
じ
な

か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
?

(天
の
川
が
)
(自
分
を
)
横
た
え
る
、
(目
に
見
え
ぬ

神
仏
が
)
(天
の
川
を
)
横
た
え
る
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
(芭
蕉
自
身
が
)
(天

の
川

を

)

横

た

え

る
、

と

い
う

ふ
う

に

で
あ

る
。

(
『
芭

蕉

i

そ

の
詞

と

心

の

文
学
』
四
八
ぺ
ー
ジ
)

-

と
解
し
て
い
る
の
に
同
意
を
表
す
る
わ
け
で
あ
る
。

(た
だ
こ
の
後
に
続
い
て
安
藤

氏
が
、
「
か
れ
ら
想
像
上
の
流
人
の
た
め
に
天
の
川
を
横
た
え
て
や
り
た
い
と
い
う
、

芭
蕉
の
共
犯
参
加

の
意
志
な
い
し
は
願
望
」
が
そ
う
さ
せ
た
こ
と
を
推
定
し
、
さ
ら

に

「天
の
川
、
じ

つ
は
忍
ん
で
そ
の
荒
海
を
こ
ぎ
渡
る
詩
人
の
小
舟
で
あ
る
、
と
私

は
思
う
」
と
ま
で
述
べ
た
の
は
、
誤
解

さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
行
き
過
ぎ

の
う
ら

み
も
な
し
と
し
な
い
。)

(注
5
)

つ
い

で

に

い
え

ば

、

分

析

批

評

で

「
あ

い
ま

い

(蝉
日
び
戯
鼠
な

)

の
美

」

と

い
う

こ
と

を
強

調

す

る
が

、

そ

れ
を

こ

こ
に

延

用

し

て
み

る

の
も

よ

か

ろ

う

か

と
思

う
。

天
の
川
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
静
で
あ
る
、
主
客
融
合
し
た
あ
る
大
き
な

存
在
が
、
天
の
川
を
横
た
え
て
い
る
。
そ
れ
は
動
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
動
を
は

ら
む
こ
と
な
し
に
は
、
荒
海
が
生
き
て
こ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
す
さ
ま
じ
い
動
勢
を
刻
ん
だ
と
い
う
の
も
、
芭
蕉
の
詩
精
神
の
昂
揚

の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
七
夕
に
因
ん
で
、
佐
渡
が
島
に
血
縁
や
愛
人
と

も
隔
絶
さ
れ
た
生
を
詫
び
た
流
人
の
悲
惨
さ
を
想
い
、
寂
寥
、
悲
愁
の
景
観
に
接
し

て
の
旅
情
や
み
が
た
く
、
人
生
の
深
淵
に
向
け
て
発
し
た
切
々
た
る
慟
哭
の
思
い
が

こ
こ
に
は
凝

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
芭
蕉
が
か
く
ま
で
深

い
嘆
き
を
懐
抱
し
た
の
か
、
そ
の
経
緯
は
い
ま
だ
な
ぞ
で
あ
る
。)
喫

こ
の
慟
哭
の
内
的
衝
迫
が
、

つ
い
知
ら
ず
天
の
川
を
横
た
え
る
と
い
う
詩
的
飛
躍

を
な
さ
し
め
た
の
で
あ
る
。
荻
原
井
泉
水
氏
も
言

っ
て
い
る
が
、
気
こ
の
よ
う
な
詩
的

真
実
を
近
代

の
俳
句
は

(あ
る
い
は
近
代
の
文
芸
全
般
が
)
失

っ
て
し
ま

っ
た
。
客

観
写
生
主
義
の
俳
句
と
そ
の
亜
流
が

い
か
に
下
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
。
小
主
観
に
と

ら
わ
れ
ぬ
客
観
に
忠
実
に
な
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
詩
的
主
観
を
も
圧
殺
し
て
し
ま

い
、
詩
的
飛
躍
ど
こ
ろ
か
、
詩
的
真
実
さ
え
取
り
失

っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
衰
弱
、

堕
落
を
あ
た
り
ま
え
と
す
る
目
で
見
る
と
こ
ろ
、
客
観
的
に
天
の
川
が
佐
渡
に
横
た

わ

っ
て
い
る
と
い
う
見
方
し
か
で
巻
ず
、
そ
う
解
す
る
よ
り
ほ
か
は
思
い
も
及
ば
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

「
よ
こ
た
ふ
」
の
解
釈
の
仕
事
は
、
い
つ
の
ま
に
か
鑑
賞
や
批
評
の
域
に
踏
み
込
ん

で
し
ま
っ
た
が
、
読
解
と
い
う
作
業
は
こ
の
よ
う
に
し
て
鑑
賞
に
奉
仕
す
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
読
解

の
作
業

の
た
め
に
は
、
そ
れ
と
並
行
し
て
鑑
賞

の
営
み
が
持
続

的
に
深
め
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
こ
れ
で
よ
く
わ
か
る
。
読
解
が

(82)
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終

わ

っ
た

、

そ

の
時

か

ら
鑑

賞

が

始

ま

る

と

い
う

も

の

で
は

な

い

の
で

あ

る

。

(注

1
)
志

田
義
秀

『
芭
蕉
俳
句

の
解
釈
と
鑑
賞
』

(至
文
堂
)

(注
2
)
山
本
建
吉

『
芭
蕉

そ
の
鑑
賞

と
批
評
』

(新
潮
社
)

(注
3
)
荻
原
井
泉
水

『奥

の
細
道

ノ
ー
ト
』

(新
潮
社
)

(注
4
)
雑

誌

「
文
法

」
昭
和

四
四
年

七
月
号

、
三
浦
和
雄

「
芭
蕉
自
動
詞
他
動
詞
論

」

(注
5
)
川
崎
寿
彦

『分
析
批
評

入
門
』

(至
文
堂
)

6

読
解
と
鑑
賞
と
の
微
妙
な
接
点
に

つ
い
て
語

っ
て
き
た
が
、
そ
れ
な
ら
読
解
を
鑑

賞
と
結
ば
せ
る
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
元
の
違
う
も
の

の
混
在
を
あ
え
て
不
問
に
し
て
、
以
下
に
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。

(1
)

作
品
の
読
み

近
時
の
人
は
作
品
を
読
ま
な
く
な

っ
た
。
読
み
込
む
と
か
読
み
浸
る
と
か
い
う
態

度
を
失

っ
た
。
享
受
は
作
品
と
の
出
会
い
か
ら
始
ま
り
、
読
む
と
い
う
行
為
が
必
須

で
あ
り
、
こ
れ
に
尽
き
る
と
い
う
の
に
。

作
品
は
作
者
が
そ
の
精
神
世
界
を
こ
と
ば
と
し
て
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

享
受
者
は
そ
の
こ
と
ば
を
内
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
享
受
者
は
、
作
品

の
中
に
自
己
を
流
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
世
界
を
追
体
験
し
、
そ
の
世
界

を
生
き
、

一
種
の
創
作
行
為
を
行
な
う

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
作
者

の
側

の
創

作
行
為
が
骨
身
を
削
る
ほ
ど
の
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
享
受
者
の
側
の
享
受
も
ま
た

骨
身
を
削
る
精
神
的
緊
張
の
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

へ

読
解
の
読
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
は
こ
の
よ
う
な
高
次
の
読
み
を
意
味
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
が
、
今
で
は
拾

い
読
み
、
あ
ら
す
じ
読
み
な
ど
が
幅
を
き
か
し
、
速
読

な
ど
と
い
う
読
み
の
技
術
面
だ
け
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
技
術
面
を

い
う
な
ら
ば
、
喧
騒
の
中
で
も
い
か
に
し
て
内
面
の
静
寂
が
保
た
れ
、
孤
独

の
読
み

溺

(真

の
読
み
と
は
、
作
家

の
創
作
行
為
と
同
様
個
々
人
の
孤
独
の
行
為
で
あ
る
)

で
き
る
習
慣
が
養
え
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
考
究
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(2
)

文

一体

高
次
の
鑑
賞
読
み
を
す
る
に
あ
た

っ
て
、
具
体
的
に
何
を
手
が
か
り
に
し
た
ら
よ

い
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
ま
ず
文
体

の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。

文
体
と
い
う
こ
と
ば
も
、
深
浅
厚
薄
さ
ま
ざ
ま
の
定
義
と
意
味

の
も
と
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
手
も
と
に
あ
る

『
文
体
論
入
門
』

(目
本
文
体
論
協
会
編
、

昭
和
四

一

年
、
三
省
堂
)
を
見
て
も
き
わ
め
て
多
岐
多
様
で
あ
る
。
「
候
文
体
」
「
で
す

・
ま
す

体
」
な
ど
と
い
う
文
学
様
式
も
、
各
作
家
の
筆
癖
や
、
語
彙

・
文
法

の
用
い
方
な
ど

も
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
い
わ
ば
高
次

元
に
解
し
て
の
文
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
本
学

の
原

子
朗

教
授

の

『
文
体
序
説
』
(昭
和
四
二
年
、
新
読
書
社
)
は
最
も
多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

ス
タ
イ
ル
と
は
何
か
、
と
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
表
現
と
は
何
か
と
考
え
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

つ
ね
に
そ
の
考
察
、
実
践
的
追
求
な
く
し
て
は
、
批
評

も
文
学
行
為
も
成
立
し
よ
う
は
ず
は
な
い
。

(
=

一ペ
ー
ジ
)

、

と
述
べ
て
、
き
わ
め
て
広
く
深
い
概
念
を
こ
の
語
に
付
与
し
て
い
る
の
は
印
象
的
で

あ
る
。
私

の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
作
家
が
型
や
既
成

の
秩
序
や
既
存
の

一
切
の

も
の
か
ら
、
酷
烈
な
挌
闘

の
末
に
言
語
を
奪
い
出
し
た
結
果
の
、
個
性
的
な
特
殊
な

表
現
が
、
普
遍
化
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
言
語
表
現
は
ス
タ
イ
ル
を
持

つ
と
言
え
る

の
で
あ
る
。
か
か
る
文
体
は
ま
さ
に
文
学
表
現
そ
の
も
の
で
あ
り
、
作
者

の
精
神
行

ヘ

へ

動

の
鋭
く
深
い
軌
跡
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(文
体
を
、

「
人
間
の
行
動
の
軌
跡
」
と

(83)
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呼
ん
だ
の
は
評
論
家
江
藤
淳
氏
で
あ

っ
た
。)
.

し
た
が

っ
て
、
か
か
る
文
体

(
ス
タ
イ
ル
)
を
読
む
と
は
、
作
品
の
文
体

の
中
に

自
己
を
流
し
込
み
、
作
品

の
文
体
に
照
ら
さ
れ

つ
つ
自
己
の
文
体
を
創
造
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ス
タ
イ
ル
と
は
作
品
享
受
の
行
為
で
あ
る
。
作
者

の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
存
在

性
で
あ
る
。
私

の
行
為
と
し
て
の

ス
タ
イ
ル
の
発
見
に
よ

っ
て
、
享
受
は
創
造

に
価
値
転
換
さ
れ
る
。
(前
掲
書
、
ま
え
が
き
、
三
ペ
ー
ジ
)

こ
の
よ
う
に
、
作
品
を
読
む
こ
と
は
、
文
体
を
読
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
表
現
上
の
技
法
や
様
式
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
か
さ
ぶ
た
を
ひ

っ
。へ
が
し
て
、
な
ま
な
ま
し
い
血
の
に
お
い
の
す
る
表
現
そ
の
も
の
を
ひ
し
と
感
受

し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
(そ
の
た
め
に
は
、
享
受
者
も
ま
た
か
さ
ぶ
た
を
ひ
っ
ぺ
が

し
て
血
を
な
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。)
こ
の
よ
う
な
読
み
に
耐
え
な
い
作
品
は
、
芸

術

の
座
か
ら
ひ
き
ず
り
お
ろ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ん
と
い
う
迫

っ
た
読
み
と
厳
し

い
批
評
と
を
、
こ
の
文
体
論
は
志
向
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
こ
そ
ほ

ん
と
う
の
読
み
が
あ
る
こ
と
を
銘
記
す

べ
き
で
あ
る
。

詩
人
と
し
て
萩
原
朔
太
郎
は
、
典
型
的
な
文
体

の
創
造
者
で
あ
っ
た
と
思
う
。

光
る
地
面
に
竹
が
生
え

青
竹
が
生
え

地
下
に
は
竹
の
根
が
生
え

根
が
し
だ
い
に
ほ
そ
ら
み

わ
た
げ

根
の
先
よ
り
繊
毛
が
生
え

か
す
か
に
け
ぶ
る
繊
毛
が
生
え

か
す
か
に
ふ
る
ゑ

啅

か
た
き
地
面
に
竹
が
生
え

地
上
に
す
る
ど
く
竹
が
生
え

ま
つ
し
ぐ
ら
に
竹
が
生
え

凍
れ
る
節
節
り
ん
り
ん
と

青
空
の
も
と
に
竹
が
生
え

竹
、
竹
、
竹
、
が
生
え

-

竹

伝
統
的
ス
タ
イ
ル
に
乗

っ
て
う
た
っ
て
き
た
近
代
詩
の
詩
宗
た
㍗

藤
村
か
ら

泣
菫
、
白
秋
、
露
風
、
犀
星
、
暮
鳥
、
春
夫
と
系
譜
づ
け
ら
れ
た
詩
人
た
ち
に
も
そ

れ
ぞ
れ
文
体
創
造

の
苦
心
は
あ

っ
た
ろ
う
が
、
と
に
か
く
朔
太
郎

の
よ
う
な
形
式
破

壊
と
ス
タ
イ
ル
創
造

の
す
さ
ま
じ
さ
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
連
用
形

を

つ
ら
ね
て
い
く
完
結
し
な
い
技
法
か
ら
し
て
、
竹
が
伸
び
て
や
ま
な
い
感
じ
が
よ

く
表
わ
れ
て
い
る
、
と
い

っ
た
よ
う
な
表
面
的
な
技
巧
論
だ
け
で
は
な
い
。
神
経
が

む
き
出
し
に
さ
れ
て
、
い
た
い
た
し
く
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
、
そ
れ
が
と
め
ど
も
な
く

進
ん
で
、
虚
無
に
陥

っ
て
い
く
よ
う
な
ぶ
き
み
な
怖
ろ
し
さ
を
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
そ

の
も
の
が
表
わ
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
識
の
深
淵
は
そ
う
い
う
精
神
の
あ
り
方
、

す
な
わ
ち
目
常
的
な
も
の
や
世
俗
や
伝
統
な
ど
を
拒
み
、
お
よ
そ
既
成
の
も
の

へ
の

叛
逆
す
る
心
か
ら
流
出
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
朔
太
郎
は
さ
ら
に
後

に
い
く
た
び
か
の
ス
タ
イ
ル
の
破
壊
と
創
造
と
を
重
ね
た
。
破
壊
に
徹
し
た
心
の
持

ち
主
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

日
は
断
崖
の
上
に
登
り

憂
ひ
は
陸
橋
の
下
を
低
く
歩
め
り
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無
限
に
遠
き
空
の
彼
方

う
し
ろ

続
け
る
鉄
路

の
柵

の
背
後
に

一
つ
の
寂
し
き
影
は
漂
ふ

あ
あ
汝

漂
泊
者
-

過
去
よ
り
来
り
て
未
来
を
過
ぎ

久
遠
の
郷
愁
を
追
ひ
行
く
も
の
。

さ
う
じ

い
か
な
れ
ば
滄
爾
と
し
て

時
計
の
如
く
に
憂
ひ
歩
む
ぞ
。

石
も
て
蛇
を
殺
す
ご
と
く

一
つ
の
輪
廻
を
断
絶
し
て

意
志
な
き
寂
寥
を
踏
み
切
れ
か
し
。

(下
略
)

1

漂
泊
者
の
歌

こ
の
形
而
上
的
な
思
想

の
直
接
な
表
現
と
い
う
も
の
も
、
詩
壇
で
は
稀
有

の
完
成

で
は
あ

っ
た
が
、
ス
タ
イ
ル
の
創
造
と
し
て
は
、

「竹
」
に
見
る
よ
う
な
初
期

の
も

の
溺
頂
点
に
立

っ
て
い
る
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

吉
本
隆
明
氏
が
、
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』

(勁
草
書
房
)
の
中
で
、
近
代

表
出
吏
と
い
う
新
し
い
見
方
を
提
示
す
る
に
あ
た

っ
て
、

「文
学
体
」
と

「話
体
」

と
い
う
観
点
を
示
し
た
の
も
、

一
種
の
文
体
論
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
氏

は
、
鴎
外

の

『舞
姫
』
に
つ
い
て
美
文
調
文
学
体
か
ら
話
体

へ
の
下
降
意
識
の
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
漱
石
で
は
、
そ
れ
ま

で
の
話
体
が

『
そ
れ
か
ら
』
で
急
に
文
学
体

へ
の
上
昇
過
程
を
実
現
し
た
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。

鴎
外
は

『舞
姫
』
で
は

一
種
の
ロ
マ
ン
を
描
い
た
。
『
ヰ
タ

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
で

話
体

へ
の
下
降
転
換
を
志
向
し
、
出
直
し
を
し
た
ひ
し
か
も
文
学
体
を
放
擲
す
る
こ

と
は
つ
い
に
な
く
、
そ
の
相
剋
と
止
揚
と
の
上
に
彼
の
文
体
は
築
か
れ
る
。
彼
の
深

層
意
識
で
は
破
壊
し
よ
う
と
す
る
衝
動
と
、
こ
れ
を
冷
や
か
に
抑
圧
す
る
理
性
と
の

苦
闘
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
文
体
が
よ
く
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
漱
石
は
江
戸

子
風
知
識
人
の
話
術
に
基
づ
い
た
話
体
で

『猫
』
以
下
の
軽
妙
な
前
期
作
品
を
書
い

た
が
、
作
品
と
し
て
近
代
自
我
の
問
題
に
正
面
か
ら
迫
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
に
つ

れ
て
、

『
そ
れ
か
ら
』
を
境
と
し
て
文
学
体
に
移

っ
て
い
く
。
漱
石
の
意
識
の
深
化

と
軌
を

一
に
し
て
文
体
を
創
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
い
う
文
体
論
は
、
文
体
を
作
者

の
意
識

の
象
徴
的
表
情

と
し
て
と
ら
え
な
い
か
ぎ
り
は
、
鑑
賞
の
問
題
と
か
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

重
ね
て
い
う
が
、
文
体
論
的
分
析
研
究
は
精
細
を
極
め
る
に
如
く
は
な
い
が
、
こ

れ
を
作
家

の
精
神

・
意
識
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
努
め
な
い
か
ぎ
り
は
鑑
賞

の
上
に

加
え
る
何
物
も
な
い
。
結
局
は
、
そ
の
各
作
家
の
創
出
し
た
、
ぎ
叫
ぎ
り
の
文
体
に

流
し
入
れ
て
、
作
家

の
意
識
を
共
感
す
る
こ
と
を
も

っ
て
到
達
点
と
考
え
た
い
の
で

あ
る
。
そ
の
後
に
お
い
て

(あ
る
い
は
そ
の
時
に
お
い
て
)
、
そ
の
文
体
が
、
文
体

の

名
に
価
す
る
か
否
か
の
価
値
批
評
も
湧

い
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

(3
)

リ
ズ
ム

こ
こ
で
い
う
リ
ズ
ム
と
は
、
七
五
調

・
五
七
調
な
ど
の
音
数
律
や
、
あ
る
い
は
拍

音
形
式
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
外
在
律
や
、
あ
ら
ゆ
る
詩

の
存
在
根
拠
で
あ
る
内
在
律
だ

け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
を
も
含
め
な
が
ら
、
韻
律

・
声
調
な
ど
、
言
語
表
現

に
お
け
る
音
響
的
要
素
の

一
切
を
包
含
す
る
。

詩
人
は
、
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
言
語
形
象
を
成
就
す
る
。
リ
ズ

ム
は
流
れ
る
形
象
で

あ
り
、
ひ
い
て
は
詩
的
表
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。
詩
人
西
脇
順
三
郎
氏
は
、
『
詩
学
』

C85)
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(昭
和
四
三
年
、
筑
摩
書
房
)
の
中
で
、
「詩
作
は
言
語
を
使
用
す
る
以
上
そ
れ
は
音

の
世
界
で
あ
る
。

一
つ
の
詩
作
は

一
つ
の
音

の
か
た
ま
り
で
あ
る
」
、
「音
は
思
考
の

ム
ー
ド
を
象
徴
す
る
」
と
言

っ
て
い
る
。
音
に
よ

っ
て
思
考
し
、
音
に
よ

っ
て
情
念

し
、
音
に
よ

っ
て
表
象
す
る
。
そ
し
て
音
に
よ

っ
て
象
徴
し
、
音
に
よ

っ
て
創
造
す

る
。
あ
た
か
も
純
粋
音
楽
が
、
音
だ
け
に
よ

っ
て
美
を
創
造
す
る
の
と

同

じ
契
機

が
、
詩
に
は
内
在
す
る
。
し
か
も
言
語
で
は
テ
ン
ポ
に
時
間
的
制
約
が
な
く
、
意
味

が
こ
れ
と
か
ら
み
あ
い
、
複
雑
な
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
構
成
し
て
い
る
。

享
受
者
は
、
音
楽
で
は
音
の
流
動
そ

の
も

の
を
じ
か
に
感
受
す
る

こ
と

に

よ

っ

て
、
心
に

一
種
の
共
鳴
り
を
起

こ
し
、
生
命
を
追
体
験
す
る
の
で
あ
る
が
、
詩
歌
に

お
い
て
も
音
響
的
要
素
に

つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
音
響

の
芸

術
に
は
陶
酔
を
誘
う
性
格
が
著
し
い
が
、
詩
歌
に
お
け
る
リ
ズ
ム
に
も
そ
れ
に
似
た

傾
向
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
詩
歌

の
鑑
賞
で
は
反
復
読
む
こ
と
に
よ
り
、
リ

ズ
ム
を
聞
き
、
リ
ズ
ム
に
乗

っ
て
理
解
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

万
葉
の
調
べ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言

わ
れ
る
。
万
葉
の
リ
ズ
ム
は
、
五
七
調
を
主

と
し
、
大
き
く
波
う

つ
流
動
性
を
も

っ
て
力
強

い
。
声
の
響
き
の
ほ
う
で
い
う
と
、

ハ
ニ
モ
ニ
　

和
音
の
よ
う
な
腹
に
こ
た
え
る
響
き
で
、
線
が
太
く
て
、
力
強
い
。
柿
本
人
麿
は
そ

の
典
型
で
あ
る
。
斎
藤
茂
吉
は
人
麿

の
声
調
を

「顫
動
的
で
あ
り
流
動
的
で
あ
る
」

と
言
い
、
ま
た

「人
麿

の
も
の
に
は
い
ま
だ

『渾
沌
』
が
包
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
い

ま
だ
カ
ー
オ
ス
が
残

っ
て
居
る
。
重
厚

で
沈
痛
な
響
は
其

処

か
ら

来
る
の
で
あ
ら

う
。
人
麿
の
も
の
は
繊
弱
に
澄
ま
ず
に

い
ま
だ
声
調
に
濁

っ
た
と
こ
ろ
が
槍
る
」
と

も
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の

「渾
沌
」
は
人
麿
自
身

の
、
こ
れ
も
茂
吉
の
い
う

「デ

ィ

オ

ニ
ゾ

ス
的
」
な
性
情
の
根
源
に
発
し
た
も

の
に
相
違
な
く
、声
調
の
上
で
は
、不
協

和
音
釣
な
要
素
を
内
蔵
し
た
和
音
と
し

て
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
う
ね

り
の
大
き
な
流
動
的
な
リ
ズ
ム
に
こ
れ
が
乗

っ
て
、荘
重
、雄
渾
な
響
き
を
あ
げ
る
。

万
葉
で
も
山
辺
赤
人
な
ど
は
、
単
音
に
近
づ
き
澄
ん
で
き
、
う
ね
り
も
小
さ
い
。

大
伴
家
持
あ
た
り
は
繊
弱

・
優
美
な
リ
ズ

ム
と
な
り
、

い
つ
し
か
平
安
時
代
の
七
五

音
を
主
と
し
た
、
低
く
弱
々
し
い
も
の
に
移
行
す
る
。
新
古
今
集
に
な
る
と
、
弱
い

な
り
に
、
細
い
リ
ズ
ム
が
ト
レ
モ
ロ
の
よ
う
な
高
鳴
り
を
発
す
る
趣
も
生
ず
る
。

同
じ
こ
と
が
俳
句
で
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

(俳
句
の
リ
ズ
ム
は
、
切
断
さ
れ
、

凝
結
す
る
リ
ズ
ム
で
、
本
質
的
に
は
短
歌
と
ず

い
ぶ
ん
違
う
も
の
で
あ

る
が
)
。
芭

蕉
に
は
人
麿
的
な
所
が
あ
る
。
芭
蕉
は
奥
深
く

「渾
沌
」
を
蔵
し
、
不
協
和
性
を
止

揚
し
た
和
音
の
響
き
高
く
、
う
ね
り
大
き
く
流
動
的
で
強
く
重
く
、
沈
痛
な
リ
ズ
ム

を
持

っ
て
い
る
。
蕪
村
は
さ
し
ず
め
赤
人
だ
ろ
う
か
、
単
音
に
近
く
澄
ん
で
、
リ
ズ

ム
は
こ
き
ざ
み
で
あ
る
。

近
代
、
詩
の
方
で
は
、
定
型
律

の
形
態
美
に
多
く
を
頼

っ
た
新
体
詩
の
系
統
か
ら

始
ま
る
、
北
原
白
秋
の
よ
う
な
音
楽
性
の
美
を
中
心
と
し
た
抒
情
性
を
主
と
し
た
も

の
は
否
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
代
え
て
、
知
的
な
批
評
的
精
神
に
裏
づ

け
ら
れ
た
造
型
性
の
詩

へ
と
向

っ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
詩
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
こ
と
ば
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
こ

ど
ば
が
最
も
効
果
的
に
用
い
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、
リ
ズ
ム
を
拒
否
す
る
こ
と
は

つ
い

に
不
可
能
で
あ
る
。

重
ね
て
い
う
、
文
体
の
意
味
を
文
の
型
や
文
章

の
構
成
か
ら
解
き
放

っ
た
の
と

同
じ
こ
と
を
、
リ
ズ
ム
で
も
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
音
教
律
や
、
拍
音
に
よ
る
律

動
や
、
押
韻
な
ど
と
い
う
記
述
さ
れ
る
韻
律
形
式

の
わ
く
か
ら
リ
ズ
ム
の
意
味
を

解
き
放

つ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
散
文
で
も
リ
ズ

ム
が
考
え
ら
れ
る
。
歡
文
に
生
命
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を
与
え
る
も
の
は
、
こ
れ
に
内
在
す
る
リ
ズ
ム
だ
と
い
わ
れ
る
。

芥
川
龍
之
介
は

「文
学

一
般
論
」
(『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
』
)
の
中
で
、

言
語

の
意
昧
と
言
語
の
音
と
は
常
に
全
体
と
し
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

又
全
体
と
し
て
活
動
し
な
け
れ
ば
、
到
底
生
命
を
伝

へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

と
述
べ
、

さ

ら

に
夏
目
漱
石
の

『
坊
ち
や
ん
』
や

『吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
あ
げ

て
、

あ
の
軽
妙
な
文
章

の
調
子
は
あ
の
軽
妙
な
作
品
の
効
果
を
少
な
か
ら
ず
扶
け
て

ゐ
ま
す
。
す
る
と
散
文
に
も
短
歌

の
や
う
に
、
文
法
の
意
味
と
言
語
の
音
と
の

一
つ
に
な

っ
た

『全
体
』
は
存
在

す
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
、
こ
れ
ま
た
散
文

の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
強
い
主
張
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
散
文
の
リ
ズ

ム
は
、

一
方

で
は
く
り
か
え
し
や
連
続
感
に
よ
る
構
成
に

よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実
だ
が
、
ま
た
言
語
の
必
然
性
で
音
が
形
象
化
さ

れ
て
い
る
点
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
う
ご
ま
か
し
よ
う
も
な
い
表
現
そ

れ
じ
た
い
の
生
ま
身

の
脈
動
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
容
し
な
い
か
ぎ
り
、
文
学
作
品
を

読
ん
だ
と
は
ー

す
く
な
く
と
も
享
受

し
た
と
は
ー

い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

散
文
の
リ
ズ
ム
の
例
と
し
て
、
鴎
外

と
漱
石
と
を
比
べ
て
み
よ
う
。
漱
石
の
文
章

に
は
、
か
な
り
明
瞭
な
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
。
幅
広
く
、
強
く
、
大
き
く
波
打

っ

て
い
る
流
動
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
磯
波

の
波
動
の
趣
で
、
ね

ば

り

つ
か
ず
、
歯

ぎ
れ
よ
く
軽
妙
に
切
れ
な
が
ら
、
ひ
た

ひ
た
と
進
ん
で
い
る
。
鴎
外

の
リ
ズ
ム
は
際

立
た
な
い
。
幅
が
や
や
狭
く
、
し
ん
ね
り
と
し
て
い
て
、底
波
の
波
動
の
よ
う
で
、精

確
で
刻
み
が
深
く
、
堅
い
弾
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
両
作
家

の
文

体

の
印
象
と
重
な
り
、
作
風
と
も
性
向
と
も

一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。

(4
)

イ
メ
ジ

ヤ
リ
ー

イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
も
ま
た
人
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
視
覚

的
影
像
を
喚
起
す
る
個
々
の
事
物

の
意
味
で
い
わ
れ
る
。
例
え
ば

「花
」
や

「顔
」

な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
も

っ
と
も

っ
と
広
義
に
も
解
せ
ら
れ
よ
う
。
言
語
に
よ

っ
て

造
型
さ
れ
る
一
切

の

「像
」、

言
語
表
現
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
影

像

的
世

界

の

す
べ
て
で
あ
り
、
創
造
さ
れ
た
想
像
的
世
界
そ
の
も
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
直
喩

・
暗
喩
な
ど
の
「喩
」
や

「象
徴
」
も
、
こ
れ
と
関
連
さ
せ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
記
芭
蕉

の

「荒
海
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河
」
な
ど
、
イ

メ
ー
ジ
そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
る
。
蕩
揺
と
し
て
す
さ
ま
じ
く
さ
か
ま
く

「荒
海
」

は
豪
壮
、
荒
涼
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
、
中
央
に
寂
然
、
悲
愁
の
情
を
こ
も
ら
す
、
黒

い
孤
島
を
置
き
、
そ
の
上
に
冴
え
わ
た

っ
て
、
宇
宙

・
人
生
の
深
秘

・
寂
寥
に
通
ず

る
よ
う
な
天
の
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
象
す
る
。

こ
の
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
ぶ
も
の

が

「
よ
こ
た
ふ
」
と
い
う
作
者

の
感
動
を
動
勢
し
つ
つ
イ
メ
ー
ジ
を
生
む
こ
と
ば
で

あ

っ
て
、
全
句
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
れ
に
よ

っ
て
み
ご
と
に
統

一
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

ヘ

へ

て
よ
り
高
次
の
イ
メ
ー
ジ

へ
昇
華
し
、
天
の
川
を
中
核
と
し
て
、
深
い
象
徴
的
意
味

を
も

つ
に
い
た
っ
て
い
る
。

穂

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
内
部
再
生
す
る
創
造
者
と
て
し
、

作
品
を
読
む
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(5
)

主

題

主
題
に
し
て
も
、
前
述

の
ご
と
き
命
題
化
さ
れ
た
理
知
の
産
物
を
さ
す
以
外
に
、

次
元
を
高
め
て
解
す
る
道
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

見
方
を
変
え
れ
ば
、
主
題
と
は
作
品
に
お
け
る

一
切
を
統
べ
く
く

っ
て
い
る
あ
る

も
の
で
あ
る
。
文
学
形
象
を
内
か
ら
さ
さ
え
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
い
い
。
現
実
の

作
者
の
意
図
な
ど
と
は
別
の

(も
ち
ろ
ん
時
と
し
て

一
致
す
る
こ
と

も

あ

り
得

る

(87)
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が
)
、

し
か
も
創
造
主
体
と
し
て
の
作
者
が
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か

っ
た
あ
る
も

の

の
中
核
で
あ
る
。
作
者

の
内
に
あ
り
な
が
ら
、
作
者
の
理
知
の
つ
か
み
得
な
い
、
作

者
の
内
の
実
存
め
い
た
何
者
か
が
語
ろ
う
と
し
た
、
あ
る
何
か
で
あ
る
。
主
題
の
意

味
を
か
く
解
し
た
と
き
に
、
わ
れ
は
表
現
の
中
に
沈
潜
し
、
表
現
の
中
に
生
命
を
流

し
入
れ
る
ほ
か
に
、
主
題
を
理
解
す
る
道
は
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
高
次

の
主
題
は
、
混
沌

の
状
態
に
あ
る
が
、
こ
れ
を
認
識
し
、
整
理

し
、
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
段
階

で
は
、

「理
念
」
と

「情
調
」
と
に
分
け
て

み
る
の
も
便

利

で
あ

る
。
普
通
、
小
説
で
は
前
者
が
、
詩
歌
で
は
後
者
が
主
と
な

る
。七

八
ペ
ー
ジ
に
述
べ
た
鴎
外
の

『高
瀬
舟
』
を
再
び
例
と
す
れ
ば
、
役
人
庄
兵
衛

は
、
ふ
と
、階
層
秩
序

の
観
念
を
忘
れ
て
裸
の
人
間
と
な

っ
た
瞬
間
に
、
罪
人
喜
助
を

自
分
よ
り
高

い
所
に
い
る
も
の
と
感
じ
た
。
人
間
的
価
値
、人
間
観
の
転
換
で
あ
る
。

あ
く
せ
く
と
し
て
い
る
俗
吏
の
目
に
映
じ
た
、
己
れ
に
な
い
知
足
の
意
識
状
態
は
、

毫
光
を
仰
ぐ
よ
う
で
あ

っ
た
。
そ
の
人
間
的
覚
醒
の
も
と
に
お
い
て
は
、
常
識
が
死

す
る
安
楽
も
肯
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
罪
科
と
断
じ
た
奉
行

の
権
威
に
対
し

否
定
て
も
疑

い
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
全
く
既
成
秩
序

へ
の
精
神
的
叛
逆
に

ひ
と
し
い
こ
と
が
庄
兵
衛

の
心
の
中
で
起
き
か
か

っ
た
の
で
あ
る
。

鴎
外

の
他

の
作
品
を
見
て
も
、

『寒
山
拾
得
』
な
ど
は
同
じ
で
あ
る
。
寒
山

・
拾

得
は
乞
食
僧
に
過
ぎ
な
い
が
、
老
荘
的
な
知
足
の
心
境
に
い
る
。
官
吏
閭
丘
胤
は
庄

兵
衛

の
よ
う
な
覚
醒
に
も
至
ら
な
い
か
ら
、
戯
画
化
さ
れ
る
。
『舞
姫
』
の
エ
リ
ス
、

『雁
』
の
お
玉
の
純
情
も

一
面
の
人
間
的
価
値

の
提
示
で
あ
る
。

権
威

の
座
に
い
た
高
級
官
吏
鴎
外
の
意
識
の
底
に
、
既
成
秩
序
や
権
威

へ
の
反
抗

が
終
生
く
す
ぶ
り

つ
づ
け
た
と
い
う
秘
密
が
こ
こ
に
観
取
さ
れ
る
。
心
の
上
に
着
せ

ら
れ
た
重
い
軍
服

・
官
服
を
彼
は
ど
れ
ほ
ど
さ

っ
ぱ
り
と
脱
ぎ
た
か

っ
た
か
。

(臨

終
に
際
し
て
の
遺
言
を
解
く
鍵
が
こ
こ
に
あ
り
そ
う
だ
。)

し
か
も
そ
れ
が
終
生
で
き
な
か

っ
た
1

内
か
ら
も
外
か
ら
も
で
き
な
く
さ
せ
ら

れ
た
1

鴎
外
が
居
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
は
、
諦
め
で
あ

っ
た
。
知
足
に
あ
ご
が

ヘ

へ

れ
る
心
も
そ
こ
に
発
す
る
。
俗
吏
鴎
外
に
対
し
て
も
、
そ
の
欲
望
に
ス
ト
ッ
プ
を
命

じ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
切

の
人
間
的
欲
望
も
、
秩
序
破
壊
の
衝
動
も
そ
こ

で
停
止
さ
せ
て
、
冷
や
か
に
暗
い
諦
念

の
世
界
に
居
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
理
性
は

観
念
す
る
。

「高
瀬
舟
」
が

一
切
を

つ
き

つ
め
な
い
ま
ま
の
庄
兵
衛
を
乗
せ
て
、
闇

の
中
に
消
え
去
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
象
徴
的
意
味
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
主
題
情

調
と
い
え
ば
、
こ
の
諦
め
の
寂
し
い
静
け
さ
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

(6
)

そ
の
他

主
題

の
ほ
か
に
も
、
読
解
上
の
手
続
き
と
し
て
あ
げ
た
も
の
は
、
す
べ
て
次
元
を

高
め
さ
え
し
た
ら
、
十
分
に
鑑
賞
に
奉
仕
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
手
続
き
を
総
合
的
に
統

一
す
る
こ
と
も

必

要

で
あ

る
。
こ
れ
ら

の
手
続
き
は
も
と
も
と
分
析
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
拡
散
的
に
捨
て
て

お
か
ず
、
総
合
す
る
心
構
え
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
総
合
の
中
心
は
い
つ
で
も
鑑

賞
に
お
く
べ
き
で
あ
る
。

鑑
賞

の
指
針
を
示
し
た
、
実
作
者
や
批
評
家
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

「何
々
の
鑑
賞
」

と
い
う
種
類

の
文
章
や
批
評
の
文
章
も
十
分
参
考
に
し
た
い
。
し
か
し
こ
れ
も
あ
く

ま
で
直
接

に
、
深
く
作
品
を
読
む
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
意
味
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。

..


