
へ

修

辞

学

へ

の

郷

愁

原

子

朗

ー

文

学

と

文

体

論

-

「
修
辞
学
」

と
い
う
と
、

ど
ん
な
学
問
だ

か
中
味

を
知

ら
な
い
ひ
と
に
も
、

名
前

を
聞

い
た
だ

け
で
、

ひ
ど
く
古

め
か
し
い
感

じ
を
与

え

る
よ
う

で
す
。

世

界

的
に
見
る
と
、

た
し
か
に
古

め
か
し
い
ギ
リ

シ
ャ
文
明
の
開

花
期
か
ら
の
伝

統

を
も

つ
学
問
だ

か
ら
仕
方

な

い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
何
代

前
か

の
お
じ

い

さ
ん
の
使

っ
て

い
た
、
抽
出
し

の
や
た
ら
と
多

い
、

い
か

め
し

い
金
具

の
つ
い

た
タ

ソ
ス
か
な
ん
ぞ

の
感

じ
を
与
え

る
ら
し

い
。
も

っ
と
も
、
高
校
出
た

て
の

女
子
学
生
が

シ

ュ
ウ

ジ
ガ
ク

と
聞

い
て
、

お
習
字

の
ガ
ク

モ
ソ
の
こ
と
か

と
思

っ
た

と
い
う
、
そ

ん
な
例
も
あ
り
ま
す
。
要
す

る
に
現
代
人

の
生
活

と
は
、
そ

れ
は
ま

る
で
無
縁

の
も

の
…
…

と
い
う

こ
と
に
な
り
ま

し

ょ
う
か
。

ま

た
、
も

の
の
本

に
も

「
解
体

し
た
修
辞
学
」
と
か
、
「
衰
亡

し
た
修
辞
学
」

と
か
、

「
旧
修
辞
学

は
破
産

し
た
」
,な
ど

と
書

い
て
あ

る
。
も
う

カ
タ
な
し
で

す
。

ま
る
で
幽
霊

で
も
出

て
き

そ
う

な
感

じ
で
す
。

い
う
ま
で
も
な
く

「
修

辞
学
」

と
い
う
の
は
日
本

語
で
あ

っ
て
、

明
治
時
代

に
な

っ
て
英

語
の

レ
ト
リ

ッ
ク
の

訳

語

に

困

っ
て
、
そ

う

名
づ
け
た
も
の
で

す

。

ほ
ん
と
に
困

っ
た
か
ど
う
か
現
場
に

い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

こ
れ
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

ベ
ー

ス
ボ

ー
ル
を
野
球
と

(
こ
れ
は
正
岡
子

規

が
明
治

二
十

六
年
に
そ
う

い
い
か
え
た

の
が
は
じ
ま
り
だ
そ
う

で
す
ね
、

こ

れ
は
子
規

で
は
な
さ
そ
う
だ

が
グ
ラ
ウ

ソ
ド

の
こ
と
を
保
健
場
、
ボ
ケ

ソ
ジ

ョ

で
は
な
く
て
赤
ヶ

ソ
ジ

。
ウ

で
す
)
訳
し
た

み
た

い
な
も

の
で
し

ょ
う
。
野
球

だ

っ
て
保
健
場
だ

っ
て
字

を
み

つ
め
て
い
る
と
、

や
は
り
古

め
か

し
い
、

な
に

を

オ
レ
だ
け

バ
カ

に
し
て
…
…

と
旧
修
辞
学

が
い
い
そ
う

で
す

が
、

や
は
り
日

常

よ
く
使
わ
れ

る
語

は
、
古

め
か
し
さ
を
そ
う
感

じ
さ
せ
な

い
の
で
す

ね
ー

と
こ
ろ
で
訳
語

に
苦
心

し
て
中
国

の

「
易
経
」

と
い
う
本

の
中

か
ら
借

り
て
き

た
こ
の
修
辞
学

の
、
本
家

で
あ

る

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
も
、

レ
ト
リ

ッ
ク
は
ど
う
や

ら
骨
董
品
扱

い
に
近

い
よ
う
で
す
。

そ
の
証
拠
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
も

い
ち
ば
ん

伝
統

を
重
ん
じ
る
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ム
ブ

リ

ッ
ジ
の
大
学

で
も
、

こ
の

レ
ト
リ

ッ
ク
と
い
う
学
科

を
廃

止
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
も

っ
と
も
廃
止
し
て

か
ら
も
う
百
年
ち
か
く
た

つ
わ
け
で
す
が
、
な
に
し
ろ
大
事

な
中
心
学
科
だ

っ

た
の
が
追
放

の
憂
き

目
に
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
の

こ
と

で
す
。

レ
ト

リ

ッ
ク
は
日
本

で
な
ら
作

文

の
時

間
み
た

い
に
し
て
、

イ
ギ
リ

ス
で
は
中
学
あ
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、

た
り

に
は
ま

だ
残

っ
て
い
ま
す

が
、
あ
ま

ゆ
人
気

は
な
い
よ
う
で
す
。

フ
ラ

ン

ス
で
も

レ
ト
リ

ッ
ク

が
リ
セ

(
日
本

の
高
校
く
ら

い
)

で
授
業

が
行

わ
れ
て
い

る
の
を
私
も
み
ま
し

た
が
、

こ
こ
で
も

い
た

っ
て
不
人
気

の
よ
う

で
し
た
。
そ

ん
な
わ
け

で
骨
董
晶
扱

い
は
日
本
だ
け

で
な
く
、

こ
れ
は
世
界
的
な
事
情

と
い

っ
て
よ
い
で
し

ょ
う
。

そ
ん
な
修
辞
学
を
わ
ざ

わ
ざ
取
上
げ
て
、
し
か
も

「
修
辞
学

へ
の
郷
愁
」
な

ど
と
い
う
と
、

私
は
よ
ほ
ど
の
老

い
ぼ
れ
か
、
物
好
き
み
た

い
に
思
わ
れ

る
か

も

し
れ
ま
せ
ん
。

ま
し
て
、

「文

章
や
は
な
し
の
類
型
的
な
規

範

で
し
か
な
く

な

っ
た
修
辞
学

に
、
と

っ
て
か
わ

っ
た
新

し

い
文
体
論
…
…
」

な
ど
と
、
私
じ

し
ん
が
レ」
れ
ま
で
な
ん
ど
か
書

い
た
り

し
て
い
る
の
で
す

か
ら
、
少

し
が
ひ
か

ヘ

ヘ

へ

め
た
い
気
も
し
ま
す
。

し
か

し
、
ど
う

か
誤
解

の
な

い
よ
う
に
願

い
た
い
。
私

は
衰
亡
し

た
軍
国
主
義

か
な

ん
ぞ

を
、
も

一
度
復
活

さ
せ
る
み
た
い
に
、
修
辞

学
を
ま

る
ご
と
甦

え
ら

せ
よ
う
な
ど

と
、
そ

ん
な
危
険
な
考

え
を
も

っ
て
い
る

の

で
は
な

い
の

で
す
か
ら
。

で
は
活
か

せ
る
部
分
も
あ

る
か
ら
そ

こ
だ
け

で
も

復
活
さ

せ
よ
う

と
い
う

の
で
も
な

い
の
で
す

(
そ

れ

も

少

し

あ

る
に
は
あ

る

が
)
。

で
は
何
か
、

と

い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

ひ
と
こ
と

で
は
ち

ょ

っ
と

い
い
に
く

い
。
そ
れ
が
う
ま
く

こ
れ
か
ら

お
話

し
す

る
こ
と
で
結
論
的

に
出

℃

く

る
か
ど
う
か
、
自

信
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
お
聞
き
願

い
た

い
と
思
う
わ

け

で
す
。

「
言

語
と
は
何

か
」

と
か
、

「
文

体
と
は
何
か
」

と
い

っ
た

こ
と
ば
の
本
質

論

み
た
い
な
も

の
が
、
今

さ
ら

の
よ
う
に
専

門
家

の
間
で
も

賑
や
か
に
問
題
に

さ

れ
て
い
て
、

一
般

に
こ
と
ば

へ
の
関

心
は
最
近

と
み
に
高

ま

っ
て
き

た
感
が

あ
り
ま
す
。
さ

っ
き

か
ら

い

っ
て
い
る
修
辞

学
に
と

っ
て
は
皮

肉
み
た

い
な
現

象

で
す
つ
最
近

と
い

っ
て
も
、
大
ぎ
く

は
日
本
の
敗
戦
後

の
特
徴

的
な
機

運
の

一
つ
な
の

で
す
が
、
'こ
と
に

こ
こ
十
年
く
ら

い
の
大
き
な
傾
向

と
い
え
ま
し

ょ

う
。
た
と
え
ば

一
般

の
こ
と
ば

へ
の
関
心
を
反
映
す

る
か

の
よ
う
に
、
言
語
学

も
少

な
く
と
も
は
た
目
に
は
、

か
な
り
の
賑
わ

い
を
見
せ
て

い
ま
す
。

言

語

へ
の
関

心
の
高
ま
り
は
、

マ
ス

コ
ミ

・
メ
デ

ィ
ア
の
異
常

な
発
達
と
普

及

を
例

に
待
出
す

ま
で
も

な
く
、
私

た
ち
が
お
そ
る

べ
ぎ
情
報
化
時
代

の
中

に

い
る
と
い
う

こ
と
、

そ
の
渦

の
中

で
み
ん
な

が

一
種

の
危
機
感

に
お
そ
わ

れ
て

い
る
と
い
う

こ
と
、
そ
う

し
た
危
機
感

が
い
き

お
い
言
語

へ
の
関
心

を
高

め
て

い
く
。

し
か
も
、
そ
も
そ
も

の
本
質
論
か
ら
考

え
な

お
し
て
み
よ
う
、
出
発
点

か
ら
出
直
し

て
み

よ
う
、

と
い
う
と

こ
ろ
に
来

て
い
る
の
だ
、
と

い
え
る
の
で

は
な

い
か
と

思

い
ま
す
。
危
機
感
と

い
う
と
大
袈
裟
み
た

い
で
す
が
、
大
学
さ

わ
ぎ

一
つ
取
上

げ
て
み
て
も
、
原
因
も
結

果
も
、
結

果
と

い
う
の
は

こ
れ
か
ら

ど
う
い
う
ふ
う
に
望
ま
し

い
状
態
に
収
拾
さ
れ
て

い
く

か

と

い

う
こ
と
で
す

が
、
す

べ
て
私

た
ち
の
こ
と
ば

の
問
題

に
帰
着
す

る
と
い

っ
て
も

よ
ろ
し
い
。

よ
く

「
断
絶

の
時
代
」

な
ど

と
、
今
さ
ら

の
よ
う
に
古

い
こ
と
ば

が
流
行

し
て

い
ま
す

が
、

こ
れ
に
し
て
も
私
た

ち
の
社
会

を
成
り
立

た
せ
て
い
る
言
語

の
闇

題

で
し

ょ
う
。
言
語

(情
報
)

の
氾
濫

・
過
剰
-
ー

言
語

(情
報
)

の
質
的
薄

ま
り
ー

言
語

(情
報
)
不
信
1
↓

氾
濫

・
過
剰
…
…

と
い
う
堂

々
め
ぐ
り

の

悪
循
環
に
も

っ
て
き

て
、
言
語
に
対
応
す

る
事
物

や
経
験
は

い

っ
こ
う

に
増
殖

せ
ず
、
不
安
定

で
、
言
語
と
は
相
対
的
に
卑
小
化
す

る
。
と

い
う

こ
と
は
言
語

(
情
報
)
だ
け
が
化
物

の
よ
う
に

ふ
く
れ
上

っ
て
、
ナ

マ
の
ま
ま
私
た
ち
を
取

り
ま
ぎ

、
お
び
や
か
し
た
り
、
く
す
ぐ

っ
た
り
し
て
は
、
次
か
ら
次

へ
消
え

て

い
く
。
ま
あ
、
漫
画

ふ
う
に

い
え
ば
そ
う

い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
た

め

に
話
が
通
じ
合
わ
な

い
と
い

っ
て
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
み
た

い
に
な

っ
て

い
る
の
が
危

機

感
だ
、
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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こ
ん
な
時
代
に
、

こ
と
ば

の
芸
術

と
さ
れ

て
い
る
文
学

が
現

れ
て
、
鍜

え
ら

れ

た
ほ
ん
も

の
の
こ
と
ば
、
実
体

の
あ

る
こ
と
ば

で
、
者

ど
も
落

ち

つ
け
、
化

物

や
幽
霊
ど
も

は
消

え
て
な
く

な
れ
、

と
実
力

を
発
揮

し
て
く
れ
る
と
有

難

い

の
で
す

が
、
そ
れ
で
こ
そ
文

学
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、現
実

は
な
か

な

か
そ

う
は

い
き

ま
せ
ん
。
文

学
ま
で
火

事
場
の
騒
ぎ

に
巻
き

こ
ま
れ
て
、

一

緒

に
な

っ
て
危
機
感

を
あ

お

っ
て
い
る
、

と
い
う
の
が
実
情

の
よ
う
で
す
。
現

代
文

学
が
時

代
的
な
、
あ

る
い
は
個
人
的
な

ス
タ
イ

ル
(
文
体

・
様
式
)
を
喪
失

し
て
、

か

る
が

る
し
く
浮
游
し
て

い
る
、
通
俗
的

で
風
俗
的
な

エ
ロ

・
グ

ロ

・

ナ

ソ
セ

ン
ス
だ

っ
た
り
、
や
た
ら
と
観
念
的

で
お
し

ゃ
べ
り
な
、
ひ
と
り
よ
が

り

の
詩

や
小
説

が
洪

水
の
よ
う
に
大
量
生
産
さ
れ
て

い
る
、

つ
ま
り
文
学
も
ま

た
危
機
の
中
に
あ

る
、
と

い
う
わ
け

で
す
。
ま

じ
め
な
文
学
者
は
、
現
代

と
い

う
時
代
く
ら

い
捕

え
に
く

い
も

の
は
な

い
、
も
う
小
説
な
ど

で
は
現
代

の
人
間

の
内
面
を
描
く

こ
と
は

で
き
な

い
の
で
は
な

い
か
、

マ
ゲ

モ
ノ

(時
代
小
説
)

で
も
書
く
よ
り
、

し
よ
う
が
な

い
ん
じ

ゃ
な

い
か
…
…

と
悩

ん
で
い
ま
す
。
ま

っ
た
く
今
ど
き

の
小

説
な
ど
、
過
剰
ゆ

え
に
貧
困

と
い
う
文
学

の
逆
説
的
な
状

況
を

み
ず
か
ら
作
り
出
す

た
め
に
、
作
家

は
せ

っ
せ
と
書

い
て
い
る
の
で
は
な

い
か

と
思

い
た
く
な

る
く
ら

い
、
ど
れ
も
似

た
よ
う

な
出
来
ば

え
で
す
。
魂

を

ゆ
す
ぶ
ら

れ
る
よ
う
な
作
品
な

ど
と
い
う
の
は
、
も

う
昔

の
夢

か
と
思
わ
れ
ま

す
。

と
こ
ろ
が
ま

じ
め
な
作
家

た
ち
は
、

さ
す

が
に
文
学
者
だ

け
あ

っ
て
、
デ

カ
ダ

ン
に
お
ち

い
ら
ず

に
、

や
は
り
根
源

的
な
と
こ
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
、

文
学

の
言
語

と
は
何

か
、
文
学

を
成
り
立

た
せ
る
文
体

と
は
何

か
、
方

法
と
は

…

…
と
、
改

め
て
み
ず

か
ら

を
問

い
た
だ
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

ま

じ
め
な
詩
人

や
作
家

た
ち
が
そ
う

や

っ
て
悩

ん
で
い
る
と
す

る
な
ら
、

そ

の
作
品

の
享
受
者

で
あ

る
ま

じ
め
な
読
者

は
読
者

で
悩

ん
で
い
る
。
な

か
ば
絶

る

望

し
た
り
、

う
ん
ざ

り
し
た
り
し
な
が
ら
も
、
ま
だ

一
縷

の
望

み

を

失

わ
ず

に
、
け

な
げ

に
も
、
自
分

の
読

み
方

が
間
違

っ
て
る
の

で
は
あ

る
ま

い
か
、
文

学

に
妙
に
期

待
を
か
け
す
ぎ
て
た
の

で
は
あ

る
ま

い
か
…
…
と

い

っ
た

ふ
う
な

反
省
ま
で
す

る
わ
け
で
す

。
た
と
え
ば
詩
や
小
説

の

こ
と
ば
を
、
宝
石
か
神

様

の
ご
託

宜
か
な
ん
ぞ
の
よ
う
に
有
難
が

っ
た
の
は
、
も
う
昔
の

こ
と

で
、
自
分

た
ち
読

者
も
成
長
し
、
作

者
と
同
じ
く
ら

い
こ
と
ば
数
も
ふ
え
、
批
評
眼
も
そ

ヘ

ヘ

へ

も

な
わ

っ
た
今
は
、
文

学
作
品
の

こ
と
ば
が
や
く
た

い
も
な

い
お
し

ゃ
べ
り
に
聞

こ
え
た
り
、

つ
ぶ
や
き
だ

っ
た
り
、
単
な

る
報
告
の
そ
れ
だ

っ
た
り
す

る
の
も

当

然
な
の

で
は
あ

る
ま

い
か
…
…
と

い
う

ふ
う
に
考

え
た
り
す

る
。
そ
う

い
う

と

こ
ろ
に
、

い
わ
ゆ

る
文

学
変
質
説
な
ど
が
出

て
き
た
り
、
ま
た
英
文
学
者

の

外
山
滋
比
古
さ

ん
の
い
わ
れ

る
よ
う
な
、
読
者

の
質

の
向
上
を
考

え
る
近
代
読

者
論
な
ど
が
出

て
く

る
こ
と

に
な

る
の
だ

と
思

い
ま
す
。

ス
ペ
イ

ン
の
哲
学
者

オ
ル
テ
ガ

・
イ

・
ガ

セ

ッ
ト
は
、
す

で
に

一
九

二
五
年

に
彼
が
書

い
た

「
芸
術

の
非
人
閔
化
」
と

い
う
論
文

の
中

で
、

「
現
代
芸
術

の

数

々
の
奇
行
は
、
芸
術

の
重
大
性

を
放
棄
す

る
と

い
う

一
事

に
要
約

さ
れ
る
」

と

い
い
、

「
芸
術
は
か

つ
て
は
科
学

や
政
治

と
同
様

に
、
人
間

の
活
動

と
関

心

の
体
系
に

お
け

る
中
心
ー

わ

れ
わ

れ
の
人
格

・
情
熱
1

に
き

わ
め
て
近

い

と
こ
ろ
を
回
転

し
て
い
た
の
だ

が
、
今

や
そ
れ
は
外
側

の
軌
道

へ
と
移
動

し
た

の
で
あ

る
9
芸
術

は
本
来

の
性
属

を
完
全

に
保
有

し
な
が
ら
も
、
緊
要

な
営
為

で
は
な
く
な

っ
た
の
で
あ

る
。」
(川

口
正
秋
氏
訳

『
芸
術

の
非
人

間
化
』

よ
り
)

と
い

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
オ

ル
テ
ガ
氏

の
現
代
芸
術
診
断

は
、

ち

ょ
う
ど
同
じ

こ
ろ

『
芸
術

の
運
命
』

と
い
う
本
を
書

い
て
、

ロ
マ
ソ
チ

シ
ズ

ム
い
ら

い
の
現

代

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
文
学

の
救

い
が
た
い
病
気
、
病
患

を
、
す

る
ど
く
批
判

し
た

ロ

シ
ア

の
亡
命
哲
学
者
、

ウ
ラ
ジ
ミ
ー

ル

・
ウ

ェ
イ
ド

レ
氏

の
考

え
と
対

応
し
て
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い
て
お
も

し
ろ
い
の
で
す

が
、

ウ

ェ
イ
ド

レ
氏
が
現
代
文

学
が
こ
と
ご
と
く

ス

タ
イ

〃

(文
体

・
様
式
)

を
喪
失

し
て
、
崩
壊

の
危
機

に
あ

る
こ
と
を
深
刻

に

警
告
す

る
の
に
対

し
て
、

オ

〃
テ
ガ
氏
は

「
芸
術

は
ふ
た
た
び
森

の
入
ロ
で
仔

パ

ン

シ
ン
ポ
ル

山
羊

た
ち
を
跳
び

は
ね
さ
せ
る
偉
大

な
牧
神

の
魔
笛

を
象
徴

と
す

る
に
ふ
さ
わ

し

い
も

の
と
な

っ
た
。
」

と

い
う

よ
う

に
、

こ
こ
に
は

む
し
ろ
自
由

な
古
代

へ

の
復
帰

を
暗

に
指
向
す

る
、
現
代
芸
術

の
若

さ
の
可
能
性

の
肯
定

と
い
う
、

一

種

の
楽
天
的
な
展
望

が
あ

る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

話

が
少

し
廻
り
く

ど
く
な
り

ま
し
た
が
、
現

代

文

学

の

一
種
猥

雑

な
氾
濫

を
、
文
学
崩
壊

の
危
機
的
現
象
と
み

る
か
、
か

え

っ
て
新

し
い
可
能
性

へ
の
発

展

過
程
と
み

る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
の
立
場

に
立

つ
に
せ
よ
、
現
代
文
学
は
す

で

に
変
質
期

.
変
貌
期

に
は

い

っ
て
久
し

い
と
い
う

こ
と
は
、
世
界
的
な
客
観
情

勢

と
し
て
み
と
め
ざ

る
を
え
な

い
よ
う

で
す
。
オ

ル
テ
ガ
氏

の
い
う

よ
う

に
、

文

学
本
来
の
属
性
は
そ
の
ま
ま
保
有
し
、
伝
統
的
な
形
式
は
受
け

つ
ぎ
な
が
ら

も
ー

。

で
は
、

そ
う
い
う
認
識
が
で
き

た
か
ら
と
い

っ
て
、
私
が
力
説

(
?
)
し
て

き

た
言
語

の
危
機

感
が
な
く

な
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
は
い
か
な
い
。

い
く

ら

名
医

た
ち
が
抽
象

的
な
診
断
書

を
書

い
て
く
れ
て
も
、

で
は
目
下
の
わ
れ
わ
れ

は

ど
う
し

た
ら

い
い
ん
だ
、

と
い
う
不
安

は
依
然

と
し
て
残

る
わ
け
で
す
。

た

し
か
に

こ
う
し
た
文
学
な

い
し
文
学

に
お
け

る
言

語
の
変
質

の
認

識
を
も

つ
こ

と
も
有
益

で
大
事
な

こ
と

で
は
あ
り
ま
す
。
文
学

が
天

の
高

み
か
ら
聞

こ
え
る

美

の
女
神

の
歌
声

で
あ

っ
た
り
、
人
間

の
ド
ラ
マ
を
見

ぬ
い
た
達
人

の
語

る
物

語

で
あ

っ
た
時
代
は
、
た
し
か
に
終

っ
た

の
で
す
か
ら
。
私
た
ち

は
ド
ラ
声

で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

叫

ん
だ
り
、

う

め
い
.た
り
す

る
私
た
ち

の
歌
、

み
ん
な

の
歌
に
文
学

を
感

じ
、

隣

人
の
喧
嘩
や
自
分

じ
し
ん

の
劇
と
し

て
小
説

や
芝
居

を
実
感
し

て
い
る
の
で

す

か
ら
。

と
も
か
く
抽
象

的
な
診
断

で
あ

れ
、

そ
う
し
た
世
界
的

な
遠
望
を
も

つ
こ
と

は
、
足
も

と
の
現
実

を
み

つ
め
る
、

つ
ま
り
近
顧
す

る
こ
と
に
直
接
大

き
な
作
用

を
し
ま
す

か
ら
、

ほ
ん
と

に
大
事
な

こ
と
で
す
。

し
か

し
、

や
は
り

も

っ
と
大
事
な

こ
と
は
、
そ

の
足
も
と

の
こ
と

で
す
。
言
語

の
は

た
ら
き

に
危

機

を
実
感
し

て
い
る
の
だ

っ
た
ら
、
世
界

の
言
語

一
般

の
認
識

よ
り
も

日
本
語

の
現
実

を
、

日
本
と

い
う
現
実

の
中

で
ど
う
処
理

し
て
い
く
か
、

と
い
う

こ
と

で
し

ょ
う
。

日
本

の
文
学

を
み
ん
な

で
ど
う

つ
く
り
、
そ

の
た
め
に
は
こ
れ
ま

で
の
日
本

の
文
学
作
品

を
、

た
と
え
ば
古
典

ま
で
も
、
改

め
て
ど
う
受
け

と
め

な

お
し
て
い
く
か
、

と
い
う

こ
と
が
私

た
ち
の
今

日
の
問
題

で
な
け

れ
ば
、

ど

う

に
も
な
り
ま

せ
ん
。

こ
こ
で
田
中
克
彦

と
い
う
方

の

「
戦
後

日
本

に
お
け

る
言
語
学

の
状
況
」

と

い
う
論
文

が
目

に
と
ま
り

ま
し
た

(文
学

、
駕

年

・
9
月
号
)
。

田
中
氏

は
題

の
示
す

と
お
り
、

日
本

の
現
代
言
語
学

の
あ
り
方

を
い
ろ
い
ろ
反
省

し
て
お
ら

れ

る
わ
け

で
す
が
、
そ

の
中

で
二
人

の
ひ
と
の
言
語
学
批
判

の

一
部

が
引
用

し

て
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
こ
こ
で
孫
引
き

で
紹
介

し
て
み
よ
う

と
思

い
ま
す
。
田

中
さ
ん

に
は
失
礼

で
す
が
、
そ

の
こ
と
で
田
中
さ

ん
の
論
文
が

お
お
よ
そ

ど
ん

な
内
容
の
も
の
か
(
こ
こ
で
そ
れ
を
紹
介
し

て
い
る
余
裕

が
な

い
の
で
)
、
御
想

像
願

い
た

い
と
思

い
ま
す
。

「
言
語
と
は
何
か
を
問
う
と
・ぎ
、
わ
た
し
た
ち
は
言
語
学
を

ふ
ま
え
た
う

え

で
、
は

る
か

に
と
お
く
ま

で
行
き
た

い
と
い
う
願

い
を
も

っ
て

い
る
。
言

語
の
解
剖

理
論
が
最
終

の
目
的

で
は
な
く
、
た
ん
な

る
は
じ
ま
り

で
あ
り
、

言

語

の
表
現
理
論
が
最
終
目
的

で
あ

る
ば
あ

い
、

こ
の
欲
求
は
や
み
が
た

い

も

の

で
あ

る
。

そ

こ
で
わ
た
し
た
ち
は
言
語
学
者
が
終

っ
た
と

こ
ろ
か
ら
は

じ
ま
り
、
言

語
学
者
は
、
わ
た
し
た
ち
が
終

っ
た
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
ま

る
と
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い
う
関
係

が
成
立

つ
だ
ろ
う
。」

(
吉
本
隆
明

「
言

語

に

と

っ
て

美

と
は
何

か
」
)「

今
日
ま
で
の
言

語
学

の
言
語
観

は
文

学
と
し
て
の
言

語
を
と
ら
え
る
に

は
丈

が
足
り
な

い
。

し
か
し
今
日
ま
で
の
言

語
学
が
文
学

に
と

っ
て
無

力
で

あ

る
と
い
う
こ
と
は
"

そ
れ
が
文
学

の
分

野
に
お
い
て
の
み
無
力

で
あ

る
と

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

そ
れ
は
す

な
わ
ち
言

語
学

が
言

語
そ
の
も
の

の
本
質

を
と
ら
え
て

い
な

い
と

い
う

こ

と
だ
。
」
(
杉

山

康

彦

「
言

語

と
文

学
」
)

両
者

と
も

現
代
言

語
学

へ
の
手
き
び

し
い
批
判

で
あ

る
わ
け
で
す

(吉

本
氏

の
は
学
問
と
詩

や
評

論

の
実

際

活

動

と
の
関
係

を
い

っ
て
い
る
み
た
い
で
す

が
、

や
は
り
言
学

語
の
物
足
り

な
さ

へ
の
皮
肉

を
こ
め
た
批

判
に
も
な

っ
て
い

ま
す
)
。
そ
し
て
両
方

に
共

通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
と
も
に
文
学

の
立

場
か
ら

の
批
判

と
い
う
こ
と
で
す
。
実

は
こ
の
私

じ
し
ん
も
、
言

語
学
に
対

し
て
こ
の

お

二
人

と
ま

っ
た
く

同
じ
不
満

と
批
判

を
持

っ
て
い
る
者

で
す
。

し
か
し
、
文

学

の
立
場

か
ら

で
し
た
ら
、
言

語
学

よ
り
も
、
も

っ
と
文
学
作
品

に
お
け
る
言

語

の
は
た
ら
き

を
文
章

や
文
脈

に
即

し
て
具
体

的
に
研

究
し
て
い
る
文
体
論

と

い
う
研

究
が
あ

る
。

で
は
こ
の
お

二
人
も
、
言

語
学
に
対

し
て
は
不
満

を
洩

ら

し
て
も
文
体
論

に
対

し
て
は
批
判

的
で
な
い
か
と
い
う
と
、
私

の
推

察
す

る
と

こ
ろ
、

ど
う
も
そ
う

で
は
な
さ
そ
う

で
す
。

な
ぜ

な
ら
、
少

な
く

と
も

こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
、
文
体
論

の
研
究

は
(
い
ろ
い
ろ
な
立
場

が
あ

る
と
は
い
え
)
、

お

お
む
ね
言
語
学

に
お
ぶ
さ

っ
て
来

た
、

と
い
う

と
語
弊

が
あ
り

ま
す

が
、
言

語

学

の
立
場
か
ら

の
研
究

が
、
世
界
的

に
み
て
も
多

か

っ
た
し
、
今
も
多

い
、

と

い
う

こ
と
が
い
え
ま
す
。

は

っ
き
り
、
文
体
論

を
言

語
学

の
従
属
学
科

と
し
て

考

え
る
ひ
と
も
あ

る
わ
け

で
す
。
そ

ん
な
例

に
な

る
か
ど
う

か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
ご
く
最
近

の
文
体
論
の
研
究
書
と
し
て
、

こ
こ
に
桑
門
俊

成
と

い
う
方

の

『
国
語
文
体
論
の
方

法
』
と

い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
桑
門
氏
は
言
語
表
現
を
、
言

語
学

で
い
う
ラ

ソ
グ
と
パ

ロ
ー
ル
の
往
復
関
係

に
あ

る
も

の
と
し
て
と
ら
え
、

「
文
体
研
究
は

こ
の
往
復

の
上

に
行
な
わ
れ

る
こ
と

に
な

る
」
と

い

っ
て
い
ま

ヘ

へ

す
。
標

題
も

「
国
語
文
体
論
」
と
わ
ざ
わ
ざ

「
国
語
」
を
上

に
つ
け
て

(
私
な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ど

に
は
な
く
も
が
な
と
思
わ
れ

る
の
で
す
が
)

お
ら
れ

る
く
ら

い
だ
か
ら
当
然

か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ソ

シ

ュ
ー
ル
の
言
語
理
論
を
決
定
的
な
出
発
点
と
し

て

い
る
わ
け

で
す
。
そ
し
て
氏
は

つ
ぎ

の
よ
う

に
も

い

っ
て

い
ま
す
。

「
ど

の

よ
う
な
定
義

を
し
よ
う
と
も
、
文
体
論
も
言
語
研
究

の

一
部

で
あ

る
こ
と

に
異

論
を
さ
し
は
さ
み
、

こ
れ
が
文
学
研
究

の

一
部

で
あ

る
と
言
う
人
は

い
な

い
だ

ろ
う
。」

(
同
書
33
・へ
ー
ジ
)

つ
い
で
に
い
う
と
、

こ
れ
は
少

し

い
い
す
ぎ

で
す
。
桑
門
氏
が
自
分

の
文
体

論

を
言
語
研
究
の

一
部
と
限
定
す

る
の
は
自
由

で
す
が
、
み
,ん
な
そ
う
だ
と

い

う
の
は
困
り
ま
す
。
私
な
ど
大

い
に
異
論
が
あ
り
ま
す
。
私
は
文

体
論
を
文
学

研

究
の

一
部
ど
う
か
、
窮

極

の
中

心
領

域

だ
と
信

じ
て

い
る
く
ら

い
で
す
か

ら
。
ま
あ
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
言
語
学

に
対
し
て
不
満
や
批
判
を
も

ら
し
て
い

る
さ

っ
ぎ

の
お

二
人
も
そ
う
だ
と
思

い
ま
す
が
、
文
体

論
に
対

し
て

も
、

こ
と
に
言

語
学

的
文
体

論
に
対

し
て
、

は

っ
ぎ
り
否
定
的
な
態
度
を
示
す

ひ
と
も
少

な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
研

究
者
の
立
場
の
ち
が
い
と
だ
け
い

っ

て
す
ま
さ
れ
な
い
、

も

っ
と
大
事
な
理
由

が
あ

っ
て
の
否

定
や
批
判

で
は
な
い

か
、

と
私

は
考

え
て
い
る
わ
け
で
す
。

な
ぜ

な
ら
、
研

究
者

の
立

場
の
ち
が

い

だ

け
で
、
言

語
学

や
言

語
学

的
文
体
論

を
そ
ん
な
に
否

定
し
た
り
で
き

る
は
ず

は
あ

り
ま
せ
ん
。

い
く
ら
文
学

作
品
が
相

手
と
は
い
え
、

お
な
じ
言

語
の
は
た

ら
き

を
追
求

し
て
い
く
わ
け

で
す
か
ら
、

好

む

と
好

ま

な

い
と
に
か
か
わ
ら
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ず
、
言
語
学

の
お
世
話

に
な
ら
な

い
で
す
む
わ
け
は
な

い
の
で
す
。
ど

ん
な
研

究
も
、
隣
接
科
学

や
類
縁
す

る
諸
研
究

の
助
け
な

し
に
は
あ
り

え
な

い
こ
ん
に

ち
、
文
体
論

の
研
究

に
し

て
も
心
理
学

や
生
理
学
、
風
土
学

や
地
理
学
ま

で
も

の
助
け
が
絶
対
必
要

で
す
。

こ
と
に
言
語
学

に
対

し
て
は
足

を
向
け

て
寝

る
こ

と
も

で
き
な

い
の
で
す
。

で
は
、
立
場

の
ち
が

い
か
ら

で
は
な

い
も

っ
と
大
事
な
理
由

と
は
な

に
か
、

そ
れ
は
私

の
こ
の

「
修
辞
学

へ
の
郷
愁
」

と
い
う
話
ぜ

ん
た
い
の
結
論

み
た
い

な
も

の
と
い

っ
て
も
よ

い
わ
け

で
す
か
ら
、

こ
こ
で
は
申
し
ま

せ
ん
が
、
研
究

者

の
間

で
ば
か
り

で
な
し

に
、

い
う
,な
れ
ば
文
体

の
実
践
者

と
い

っ
て
も

よ
い

作
家

や
評
論
家

の
聞

で
も
、
言
語
学

や
文
体
論

の
研
究

と
い

っ
た
も

の
は
、
概

し

て
不
評
判

の
よ
う

で
す
。
そ

ん
な
も
め

は
読

ん
だ

こ
と
も
な

い
と
い
う
、
言

語

や
文
体

に
対

し
て
は
人

一
倍
う

る
さ
い
山
本
健
吉
氏

の
よ
う
な

ひ
と
も

い
ま

す
。

せ
ん
だ

っ
て
東
京
薪
聞

が
四
人

の
作

家

(中
村
真

一
郎
、
安
岡
章
太
郎
、

野
間
宏
、
大
江
健

三
郎
)

に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
文
体

に

つ
い
て
の
考

え
を
書

い
て

　

も
ら

い
、
そ

れ
を
連
載

し
て
い
ま
し

た
。

べ

つ
に
、
四
人

の
作
家

が
言
語
学

や

文
体
論

を
く
さ
し

て
い
た
と
い
う

の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
現
代
作
家

た
ち
が
文

体

と
い
う
も

の
を

ど
う
考

え
て
い
る
か
が
わ
か

っ
て
、
.私

に
は
興
味
が
あ

っ
た

の
で
こ
こ
で
取
上
げ

る
わ
け

で
す

が
、

と
て
も
全
部

に
は
触

れ
ら

れ
ま
せ
ん
か

ー
ら
、
注
目
す

べ
き
論
点
だ
け
を

い
く

つ
か
拾

っ
て
紹
介

し
て
み
ま
す
。

文
学
は
大
き
く
質
的
変
化
を
見
せ

つ

つ
あ
り

(
こ
れ

は
野
間
宏
氏

の
発
言

で

す
が
)
、
「
文
体
否
定
が
世
界

の
文
学

の
大
き

い
目
標

の

一
コ
と
し

て
考

え
ら
れ

る
必
要
が
あ

る
と
考
え

る
が
」
、

そ

の
た

め
に
は

「
文
体

の
成
立
す

る
根
元

に

あ

る
も

の
に
つ
い
て
十
分
検
討
」
し
て
進
む

べ
き

で
、
そ

の
検
討
は

こ
れ
ま

で

の
修
辞
学

で
は
不
可
能

で
あ

る
。

「
こ
れ
ま

で
の
修
辞
学
は
、
決

し
て
言
葉
そ

の
も

の
が
隣
接
す

る
領
域

と
し
て
密
接

な
関
係

を
も

つ
心
理
、
生
理
、

ま
た
政

治

に

つ
い
て
見
と
ど
け
る
こ
と
が
な
く
、

ま
た
そ
れ
か
と
い

っ
て
言

葉
そ
の
も

の
の
追
求

も
、

さ
ら

に
ま
た
言

葉
と
想

像
力

及
び
知
覚
な
ど
と
の
関
係

も
見

る

こ
と
が
な
く
、
修
辞
学

は
す

で
に
多
く
の
文
学

者

に
見
放
さ
れ
、
手
ば

な
さ
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
」

と
い
う
野
闘
氏
は
、

「
文

体

の
成
立

す

る
根

元
は
こ

の
想

像
力
と
知
覚
が
言
葉
を
間

に
お

い
て

つ
く
り
だ
す
、

一
つ
の
特
別
な
時

間
、

空

間
に
あ

る
」

と
い

っ
て
か
ら
、
現
在
ナ

ル
ト
ル
そ

の
他

の
人
々
に
よ

っ
て
大
き

く
前

進
さ
せ
ら
れ
て
い
る

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル

(文
章

体
、
書
法
)

の
追
求
も
、

そ

の
追
求
に
よ

る
だ
け

で
は

「
つ
い
に
文
学

の
根

元

に
動
い
て
い

る
も
の
が
な

ん

で
あ

る
か
を
、
十
分

引
出

し
て
来

る
こ
と
は
、
む
ず

か
し

い
の
で
は
な

い
か
」

と

い

っ
て

い
ま
す
。

そ
し
て
作
家

や
詩

人
が
、
・ヘ
ソ
や
タ
イ
プ

や

「
そ

の
身
体

を
使

っ
て
作

品
を
書

く
と

い
う
行
為

を
ば
中
心
に
据
え
て
、
文
学

を
考
え

る
と

い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
現
在
す
す
め
ら
れ
て

い
る
エ
ク
リ
チ

ュ
ー

ル
の
追
求

も
、
む
し
ろ
文
学

の
根
元
を
離
れ

る
」
と
も

い

っ
て

い
ま
す
。

こ
の
野
間
氏

の

い
う

「
文

体
否

定
」

と

い
う
意
味
は
、
中
村

真

一
郎
氏

の
い
う

「
絶
え
ず
文
体

の
固

定
化
を
き
ら

っ
て
、
あ

る
言

い
回
し
を
破
壊
し
な
が
ら
進
ま
な
く
て
は
な

ら
な
い
」

と

い
う
自

覚

に
通
じ

る
わ
け
で
す
が
、
中
村
氏
も

「文

体

こ
そ
が
文

学

と
し
て
第

一
の
資
格

」
と
考
え

る
反
面
、
文

体
を
意
識
す

る
と
想
像
力
が
展

開

し
な
い
と
い
う
矛
盾
を
経
験
的
に
述

べ
、

両
者

の

「
緊
張
あ

る
対
立
」
も
実

作

の
場
合
邪
魔

で
、

「
こ
の
美
学

的
意
見
は
出

来
上

っ
た
も

の
を
裁
く
時

に
し

か
役

に
立

た
な
い
」

と
も
い

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
作
家

た
ち
の
意
見
の
中
で
は
、

既
往

の
言

語
学

や
文
体
論

が
直
接
批

判

さ
れ
て
は
い
な
い
に
し
て
も
、

野
間
氏

の
い
う
修
辞
学

や
、

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル

の
研

究
は
広
い
意
味

で
の
文

体
論

で
あ

り
、

そ
れ
な
ら
ば

は

っ
き

り
批

判
さ
れ
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て

い
ま
す
。

ま
た
中
村
氏

の
い
う

「
美
学
的

意
見
」
も
、

つ
ま
り

は
文
体
論

の

と

と
で
、
そ
れ
は
人

の
作
品
を
読
む

と
き
し
か
役

に
立

た
な

い
と
い

っ
て

い
る

わ
け

で
す
。

ど
う
や
ら
、
最
初

に
い

っ
た
修
辞
学
が

こ
こ
で
再
登
場
す

る
き

っ
か
け
を

つ

か
ん
だ
よ
う
で
す
。

ご
覧

の
と
お
り
、
野
間
宏

さ
ん
に
も
修

辞
学

な

る
も
の
は

も
う

ど
う

に
も

な
ら

な
い
、

見
放

さ
れ
た
骨
董

品
ら

し
い
で
す
。

で
は
、

ほ
ん
と
う
に
そ
う
な

の
か
。

野
間

さ
ん
は
じ
め
、

お
お
か
た
の
共

通

す

る
考

え
を
こ
こ
で
疑

っ
て

み
る
と
い
う

の
で
な
し

に
、
も
少

し
別

の
考

え
方

も

で
き

る
の
で
は
な

い
か
、
と
私
は
思
う
わ
け

で
す
。
ず

っ
と
私
も
修
辞
学
を

骨
董
品
扱

い
に
し
た
ぎ
た

の
で
、

こ
こ
ら

で
少

し
罪

ほ
ろ
ぼ
し
を
し
て
み
よ
う

と
い
う
わ
け
で
す
が
、

な
に
し
ろ
修
辞
学

に
は
掛
値

な
し
に

二
千
年
も

の
歴
史

が
あ

る
わ
け
で
す
。

ひ
と
口
に
旧
修
辞
学

と
か
、

こ
れ
ま
で
の
修
辞
学

は
…
…

な

ど
と
私

た
ち
は

い
う
わ
け

で
す

が
、
そ

の
と
き

二
千
年
余

の
歴
史

を
頭

に
思

い
う
か

べ
て

い

っ
て

る
わ
け
は
な

い
と
思

い
ま
す
。
ま
し

て
弁
論
術

い
ら

い
の

古
代
ギ
リ

シ

ャ
・
ロ
ー

マ
の
修
辞
学
を
考
え
て
な
ど

い
な

い
と
思

い
ま
す
。
た
か

だ
か
修
辞
学

が
斜

陽
を
浴
び

は
じ

め
た

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
十

八
世
紀
以
降

の
、

日
本
で
な
ら
昭
和

の
十

年
前
後

ま
で
の
そ
れ
を
頭
に
置

い
て
い

っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し

ょ
う

か
。

日
本

で
の
修
辞
学

の
訳

語
の
こ
と
な
ど
最
初

に
少

し
申

し
ま
し
た
が
、

西
洋

の

レ
ト
リ

ッ
ク
を
移
植

し
て
日
本

の
修
辞
学

と
し
て
の
基

礎
づ
く
り

を
し
た
も

の
に
高
田
早
苗

の

『
美
辞
学
』

(明

22
)
、
坪
内
逍
遙

の
論

文

「
美
辞
論
稿
」

(明

26
)
、
島
村
抱
月

の
名
著

『
新
美
辞
学
』
(
明

35
)
、
五
十

嵐

力

の

『
新
文
章
講
話
』

(
明
42
)
1

『
文
章
講
話
』
(
明
38
)

の
増
補
版

1

な

ど
が
あ

り
ま
す
。

西
洋
修

辞
学

の
翻
訳
紹
介
程
度

の
も

の
な
ら
逍
遙

の

『
小

説
神
髄
』

の
文
体
論

に
影
響

を
与

え
た
菊
池

大
麓

の

『
修
辞

及
華
文
』

(明

12
)

を
は
じ
め
、

今
村

長
善

『
文
章
哲
学
』
,(
明
22
)

と
か
、
鶴

田
久
作

『修

辞
論
』

と
か
、
大
和

田
建
樹

『
修
辞
学
』

(明

26
)

と
か
、
武
島
羽

衣
の

『
修
辞
学
』

(
明

31
)

と
か
、
佐

々
政

一

『
修
辞
法
』

(明

34
)

と
か
、
他

に
も

ま
だ
あ
り

ま
す
が
、
な

ん
と
い

っ
て
も
前

に
あ
げ

た
高
田
早
苗
、
逍
遙
、
抱
月
、
五
十
嵐

力

の
功
績
は
、
輸
入
間
も
な

い
修
辞
学
を
自
己

の
も

の
と
し
、

日
本

の
も

の
と

し
て
樹
立

し
た
と

い
う
点

で
大
き
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
の
四
人

の
仕
事
だ
け
を
見
て
も

い
え

る
こ
と
は
、
心
理
学

を
取
入

れ
て
、

み
ず

か
ら
も
近
代
的
な
文
章

家
と
し
て
実
践

的

で
あ

っ
た
五
十
嵐
力

の

修
辞
学

を

一
応
別

と
し
て

(
五
十
嵐
修
辞
学

は
今
で
も
生

か
せ

る
創

見
に
み
ち

て

い
ま
す
)
、
高
田
、
坪
内
、
島
村

の
修
辞
学
、

い
や

「
美
辞
学
」

は
、
い
ず

れ

も
美
学
的

で
す
。

一
言

で
い

っ
て
し
ま
う
な
ら

日
本

の
修
辞
学

(伝
統
的
な
漢

学

・
国
学

系

の
修
辞
論
は
別
と
し
て
)

の
美
学
的
偏
向

の
基
礎
を
作

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
え

る
で
し
よ
う
。
前

に

い

っ
た
文

体

論

の
言

語

学

的
偏

向
と
同
じ

く
、

こ
の
美
学
的
偏

向
と
い
う
こ
と
は
、
日
本

の
修
辞
学

か
ら
文
体
論
を
考
え

る
時

の
大
ぎ
な
契
機
、
問
題
点

と
い
え
ま
し

ょ
う
。

こ
れ
は
明
治
後
半
期

の
美

学
隆
盛

の
風
潮

(
文
学
者

で
い
え
ば
鵬
外
を
思

い
出
せ
ば

よ
い
)

の
刺
激

が
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

っ
た
か
ら

で
す
が
、
と

に
か
く
よ
く
も
悪
く
も
美
学
的

で
し
た
。

こ
ま
か

い
説

明

は
こ
こ
で
は

で
き

ま
せ
ん
が
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
修
辞
学

の
幅
ひ
ろ

い
伝
統
を

美
学
的
立

場
で
移
植
樹
立

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
集

中
的

で
も
あ

っ
た
か
わ
り

に
、
そ

れ
だ
け
狭

め
て
し
ま

っ
た
と
い
う

こ
と
に
も

な
り

ま
す
。
島
村
抱

月
も

『
新
美
辞
学
』

の
中

で
、

「
吾
人

の
見

る
と
こ
ろ
を
以

て
す

る
と
き
は
、
修
辞

学

は
純
然
た

る
科
学

と
し
て
、

美

学

の

一
部
を
成
す

べ
き
も

の
な
り
。
」

と
い

っ
て
い
ま
す
。

も

っ
と
実
際

的

で
、
み
ず

か
ら
も
実

践
的

で
あ

っ
た
五
十
嵐
修

辞
学

の
幅

の
ひ
ろ
さ
、
新

し
さ
は
そ
れ
だ
け

に
光

っ
て
く

る
わ
け

で
す
が
、
そ

一一g..,



の
後
日
本

の
修
辞
学
も
明
治
期

ほ
ど
熱
を
帯
び
て
は
振
わ
ず

(
そ
れ
は

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
そ
れ
が
す

で
に
斜

陽

期

に
あ

っ
た
こ
と
も
誘

因

な
わ
け

で
す
が
)
、

と

う
と
う
そ
れ
は
、

そ
れ
こ
そ
文
章

の

一
般
的

・
類

型
的
な
規

準
や
規
範

を
示
す

も

の
ぐ
ら

い
に
考

え
ら

れ
、
魅
力

を
失

い
、
古
び

て
来

た
と
、
簡
単

に
い
え
ば

い
、兄
る
で
し

ょ
う
。
そ
し

て
文
体
論
が
修
辞
学

に
か
わ

っ
て
、

こ
ん
ど
は
個
々

の
作
品

に
即
し
て
、
そ

の
作
品
や
作

家

の
独
自

の
ス
タ
イ

ル

(
様
式

・
作

風
)

を
具
体
的

に
、
言

語
事
実

に
よ

っ
て
見
て
い
こ
う
、

と
い
う
ふ
う
に
な

っ
て
き

た
わ
け
で
す
。

こ
れ
と
て
も
欧
米

の
ス
タ
イ
リ

ス
テ

ィ
ク
ス
0
輸

入
で
あ

る
わ

け

で
す

が
ー

。

ヘ

ヘ

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
修
辞
学

の
衰
退

を
決
定
的

に
し

た
の
は
、
そ
れ

が
文
体
論

や
文

芸
批
評

に
と

っ
て
か
わ
ら
れ
て

い
く

の
で
も
わ
か

る
よ
う

に
、
活
字
文
化
、
印

刷

文
化

の
世
界
的
な
波

で
あ

っ
た
わ
け

で
す
。
も
と
も
と
、
修
辞
学

は
語
体
論

へ

や
話
芸
批
評

と
も

い
え

る
も
の
だ

っ
た
お
け
で
す

か
ら
。

(
そ
う
い
う
意
味
で

は
話
し
こ
と
ば
が
大
事
に
さ
れ
て
き

た
現
代

に
、
修
辞
学

の
復
活
す

る
チ

ャ
ン

ス
は
い
く
ら
も
あ

る
と
い
え
ま
す
。
)
し
か

し
、
そ
う

し
た
機
械
文
明

に
よ
る
現

象
的
な
直
接
誘
因

と
は
別

に
、

よ
り
本
質
的
な
、
自
壊
作
用

を
促
進
す

る
内
部

要
因
と
も

い
え

る
も

の
を
、
修
辞
学

じ
た

い
が
孕
み

つ
づ
け

て
き

て
い
た
、
と

私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
ご
く
単
純
化
し
て

い
ヶ
と
、
も
と
も
と
技
術

で
あ
り

実
践

的
な
理
論

で
あ

っ
た
修

辞
学

が
、

し
だ

い

に
実

際

を
離

れ
た
も
の
に
な

り
、

つ
い
に
は

〃
科
学
〃

に
な

っ
て
い

っ
た
と
い
う

一
事

で
す
。

そ
の
傾
向

は

紀
元
前

の
ギ
リ
シ

ャ
時
代

か
ら

ロ
ー

マ
時
代

に
か
け

て
、

つ
ま
り
弁
論
術

い
ら

い
の
古
代
修
辞
学

の
理
論

を
ま

と
め
た
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
か
ら
、
約

二
世
紀
遅

れ
て
そ

の
理
論

の
実
践
者

で
も
あ

っ
た

ロ
ー
マ
の
キ
ヶ

ロ

(
『
雄
弁
術
』

そ

の

他

の
著
書
は
後
世

ラ
テ

ソ
散
文

の
規

範
と
さ
れ
た
実

践
家
)

の

こ
ろ
ま

で
の
〉

後

の
修
辞
学

に
く
ら

べ
る
と
遙
か

に
行
為
的
実
際
的

だ

っ
た
時
代

に
、
す

で
に

孕
ん

で
い
た
内
部
要
因
だ

っ
た
と
も
い
え
ま
し

ょ
う
。
ど
う
や
ら
人
間

の
経
験

的

知
恵

と

い
う
も
の
は
、
時

代
と
と
も
に
理
論
化
さ
れ
、
そ

の
理
論
が
精
緻

に

な

っ
て
く

る
に

つ
れ
て
、
最
初

の
経
験

そ
の
も

の
だ

っ
た
こ
ろ
の
ヴ

ァ
イ
タ

ル

な
、
未
分
化

で
は
あ

る
が
適
応
力

を
も

っ
た

〃
初

心
〃

と
い
う
も

の
を
失

っ
て

く

る
の
で
は
な

い
で
し

ょ
う
か
。
そ
う

い
う
陥
し
穴
は
、
す

で
に
そ

の
初

心
の

こ
ろ
に
同
時

に
用
意
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

理
論

と
い
う
も

の
は
、
理
論

が
理
論

を
生

ん
で

(
現
実

を
媒

介
と
せ
ず

に
)

細
緻
化

さ
れ
、
分
化

し
専
門
化

し
て
い
く
傾

向
性
を
も

っ
て
い
ま
す

。
す

る
と

各
種

の
偏
河

(美
学
的
そ
れ

や
、
言
語
学
的
、
心
理
学
的
そ
れ
、
な

ど
)

は
必

至

で
す
。
だ
が
そ
れ
は
人
間

の
歴
史

の
必
然

と
い
う
か
、
科
学

の
宿
命

み
た
い

、

な
も

の
で
、
当
然
と

い
え
ま
し

ょ
う
。
さ
か
ら
え
な

い
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
最

も

大
切
な
も
の
は
、
偏

向
う
ん
ぬ
ん
よ
り
も
修
辞
学
そ

の
も

の
の
生
き

た
力
、

つ
ま
り
ヴ

ァ
イ
ダ
リ
テ

ィ
み
た
い
な
も

の
で
す
。

こ
と
ば
と
生
活

を
分
離
さ
せ

ず

(科
学

は
思
わ
ず
分
離

さ
せ
て
い
る
も

の
で
す
)
、
常

に
こ
と
ば

を
人
間
そ

の

も

の
と
し

て
と
ら

、且
て
い
く
主
体
的

な
行
為

性
、

こ
れ
を
な
く

し
た
ら
お
し
ま

v

い

で
す
。
衰
亡
、
解
体
、
破
産
も
当
然

で
す
。
理
論
は
形
骸

で
し
か
な

い
わ
け

で
す
。
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
ふ
う

に
い
え
ば
、
話
し
手

の
エ
ー
ト

ス

(
性
格
)
と

聞
き
手

の
パ
ト
ス

(情
念
)

を
相
触
爆
発

さ
せ
て
い
く

ロ
ゴ

ス
と
し
て
、

こ
と

ば

を
と
ら

え
て
い
く
精
神

の
行
為
性

が
な
け
れ
ば
、
理
論
も
科
学

も
あ

っ
た
も

の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
こ
で
思

い
出
す

の
は

三
木
清

の

「
解
釈
学

と
修
辞
学
」
と

い
う
す
ぐ
れ

た

哲

学
論
文

で
す
が
、
彼
は
修
辞
学
を
単

に
言
語

の
問
題
と
し
て

で
な
く

(
だ
か

ら
審
美
主
義
と
分
離
し
て
)
思
考

の
問
題
と
し
て
、
単

な

る
解

釈

の
論
理
と
し
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て
で
な
く
、
や
は
り
行
為
的
直
観

の
論
理
と
し
て
、
自
己

の
方

法

に
し
よ
う
と

決
意

し
て
い
ま
す
。
古
代

の
修
辞
学
は
学
問

と
い
う

よ
り
技
術

で
し
か
な
か

っ

た
…
…
な
ど
と
い

っ
て
う
そ

ぶ
い
て
い
る
ひ
と
に
は
、
も

一
度

よ
く
読

み
な

お

し
て
も
ら
い
た
い
論
文

で
す
。

こ
こ
に
は
、
言

語
を

エ
ル
ゴ

ソ

(作

品
)

と
し

て
よ
り
も

エ
ネ
ル
ゲ

イ
ア

(活

動
)

と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す

る
哲

学
者
フ

ン

ボ

ル
ト

の
有
名
な
提
言

の
刺
激
、
な

い
し
は
影

響
が
濃
厚

で
す
が
、

こ

の
フ

ソ

ボ

ル
ト

(
一
七
六
七
～

一
八

三
五
)
の
ド
イ

ツ
人
文
主
義
あ
た
り

に
、
か
・兄
っ
て

初
期
修
辞
学

の
ヴ

ァ
イ

タ
ル
な
測
面

の
甦
え
り
が
見
ら
れ

る
の
は
興
味
あ

る
こ

と
で
す
。

た
し
か

に
い
わ
ゆ

る
言
語
学
者

や
心
理
学
者

や
美
学
者

た
ち
は
、

こ

と
ば

を
既
成
既
存

の
作
品

と
し
て
解
釈

し
、
理
解

し
、
分
析

し
て
き
ま

し
た
。

も

っ
と
個
人

や
社
会

の
精
神
形
成

の
連
続
的
な
過
程

と
し
て
、
活
動

と
し
て
、

こ
と
ば

は
主
体
的

に
実
践
的

に
と
ら

え
ら

れ
ね
ば

な
ら

な
い
わ
け

で
す
。

こ
れ

が
な
け
れ
ば
、

い
く
ら
文

体
論

が
修
辞
学

に
か
わ

っ
て
粧

お
い
を
新

た
に
し
て

も
、
依

然
と
し
て
形
式
化

、
形
骸

化
は
ま
ぬ
が
れ
な

い
で
し

ょ
う
。
前

に
申
七

上
げ

た
文
学

の
変
質

や
言

語

の
現
代
的
危
機
情

況

に
対

応
な
ど

で
き
な

い
で
し

ょ
う
。
杉
山
氏

の
い
う
言
語
学
が
そ
う

で
あ

る
よ
う

に
、
文
体
論
も
ま
た

「
文

学

の
分
野

に
お
い
て
無
力
」

と
い
う

こ
と

に
な
り
、
吉
本
氏
が

「
言
語

の
解
剖

理
論

が

最

終

目

的

で
な
く
、
た

ん
な

る
は
じ
ま
り
」

と
い
う
そ

の

「
は

じ
ま

り
」

に
さ
え
、
な
り

え
な

い
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

さ
き

に
引

用
し
た
よ
う

に
野
間
宏
氏

は

「
こ
れ
ま
で
の
修
辞

学
は
、
決

し
て

言

葉
そ

の
も

の
が
隣

接
す

る
領
域

と
し
て

の
密

接

な

関

係

を
も

つ
心

理
、

生

理
、
ま
た
政
治

に
つ
い
て
見
と
ど
け

る
こ
と
が
な
く
」
と

い
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
私

の
い
う
形
骸
化
し

た

「
こ
れ
ま

で
の
修
辞
学
」

に
は
あ

て
は
ま

っ
て
も
、

ギ
リ

シ
ャ

・
ロ
ー

マ
の
修
辞
学

に
は
あ

て
は
ま
ら
な

い
こ
と
は
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ

　

ト

リ

ケ

　

レ
ス
の

「
弁
論
術
」

を
読

ん
だ
だ
け

で
明
ら

か
で
す
。
当
時

の
そ

れ
は
心
理
、

生

理
、
政
治

そ
の
も

の
で
さ
え
あ

っ
た
わ
け
で
す

。
そ
し
て
・ヘ
ソ
や
タ
イ
プ

こ

そ
な
か

っ
た
が
、
常

に

「
身

体
を
使

っ
て
作

品
を
書

く

(
こ
と
ば

を
使
う
)

と

い
う
行
為
を
ば
中
心

に
据
え
て
、
文
学
(
話
術
)
を
考
え
」
て

い
た
わ
け

で
す
。

古
代

の
修
辞
学
は
政
治
家

の
雄
弁
術
だ

っ
た
、
論
争
術
だ

っ
た
と

一
面
的

に
考

え
ず

に
、
も

っ
と
広
く
、
市
民
誰
し
も

の
日
常
的
な

こ
と
ば
使

い
の
苦
心
や
知

恵

で
も
あ

っ
た
こ
と
を
考

え
る
べ
き

で
し

ょ
う
。
市
場

で
の
買
物

や
ニ

ュ
ー
ス

交
換

(世
聞
ぱ
な

し
)
の
と
ぎ
も
、
修
辞
学

は
生
き

て
働

い
て
い
た
わ
け

で
す
。
、

こ
ん
に
ち
日
本

で
私

た
ち
は
お
そ

る

べ
き
情
報
化
時
代

に
生
き

て
お
り
、
不
安

や
危
機

感
に
お
そ
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私

も
最
初
に
申

し
ま
し
礎
。

そ
ん
な

私
た
ち
の
日
常

に
と

っ
て
も
、
古
代

の
修
辞

学
の
役

割
は
ひ
ど
く
暗

示
的

で
は

な

い
で
し

ょ
う
か
。

断
絶

の
時
代

に

こ
そ
新

し

い
修
辞
学

(
そ
れ
は
文
体
論

で

ヘ

ヘ

へ

も
な
ん

で
も
か
ま
わ
な

い
が
)

の
生
き
た
原
理
が
、

私
た
ち

の
手

で
あ
み
出
さ

れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
、
私
は
考
え

る
の
で
す
。

私
は
文
体

に

つ
い
て
考

え
、
そ

の
こ
と
で
文
学

に

つ
い
て
思

い
を
め
ぐ
ら

し

て
い
る
人
間

の
ひ
と
り

と
し
て
、
以
上
修
辞
学

に

つ
い
て
考

え
て
み
よ
う

と
し

た
の
で
す

が
、

ど
う
も
う

ま
く

ま
と
ま
ら

な
か

っ
た
よ
う
で
す
。

た
だ
、

み
な

さ
ん
に
抽
象

的
な
感
じ
を
与
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私

じ
し
ん
は
そ
の

つ

も

り

で
は
な
く
、

あ
く
ま

で
足
も
と

の
日
本

の
文
学

の
現
実

を
、
そ
し
て
日
本

語
を
、
且
ハ体
的

に
実
践
的

に
研
究

し
て
い
く

た
め
の
、

こ
れ
は
私

の
身
ち
か
な

反
省

で
あ

っ
て
、
本
質
論

と
い
う

よ
り

む
し
ろ
私

に
は
方
法
論

の

一
端

で
あ

る

こ
と
を
、

お
こ
と
わ
り

し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

*

昭
和
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・
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～
9
・
4
、
夕
刋

一1Q一


