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は
じ
め
に

徒
然
草
は
中
世
随
筆
文
学
の
代
表
作
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
作
品
は
、
随
筆
文
学
に
規
定
さ
れ
る
一
方
、
作
品
中
の
、
説
話
的
章
段
が
多
数
散

在
し
、
作
品
全
体
に
対
す
る
比
率
が
高
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

徒
然
草
は
説
話
集
で
は
な
く
、
随
筆
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
所
以
に
関
し
て
は
、
西

尾
光
一
に
、「
徒
然
草
に
お
け
る
説
話
的
発
想
」１
と
「
徒
然
草
の
源
泉

－

説
話
」２

と
い
う
示
唆
的
論
考
が
あ
る
。
西
尾
は
そ
の
前
者
で
、
説
話
と
随
筆
と
の
交
錯
と
い

う
視
点
か
ら
、
徒
然
草
に
お
け
る
説
話
的
発
想
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

兼
好
に
と
っ
て
説
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
、
彼
自
身
の
直
接
的
な

自
己
見
聞
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
確
か
め
方
ま
で
記
し
つ
つ
、
感
想
・
批
評
・

論
証
な
ど
の
兼
好
の
自
己
発
想
の
中
に
的
確
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、『
徒
然
草
』
が
説
話
集
で
は
な
く
、
随
筆
の
書
で
あ
る
所
以
が
あ
る
。
と

同
時
に
、
兼
好
の
随
筆
に
お
い
て
、
そ
の
発
想
の
源
泉
に
説
話
が
あ
る
こ
と

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。３

従
来
の
説
話
は
、
大
体
あ
る
伝
承
圏
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
編
者
が
意

図
的
に
関
与
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
徒
然
草
の
場
合
は
、
先
行
説
話
集
に
頻
出
す

る
説
話
に
触
れ
つ
つ
、
兼
好
に
よ
っ
て
意
図
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
説
話
的
世
界
を

呈
し
て
い
る
。
三
木
紀
人
は
、「
徒
然
草
・
説
話
的
世
界
へ
の
接
触
」
に
お
い
て
「
徒

然
草
の
場
合
は
、
説
話
は
あ
く
ま
で
も
作
者
の
統
制
の
な
か
に
あ
る
。
兼
好
に
よ
っ

て
磨
き
上
げ
、
息
を
ふ
き
か
け
ら
れ
た
各
説
話
は
、
作
品
全
体
に
見
え
る
自
照
性
の

濃
厚
な
に
じ
み
に
置
か
れ
る
事
に
よ
っ
て
何
事
か
を
語
り
か
け
る
」４
と
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、
説
話
の
作
品
全
体
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、「
説
話
が
作

品
中
で
従
属
的
要
素
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
想
像
以
上
に
、

随
筆
的
部
分
の
奥
行
き
を
説
話
が
増
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」５
と
述
べ
て
い
る
。

先
行
説
話
集
に
見
ら
れ
る
説
話
の
引
用
は
、
徒
然
草
で
は
、
い
わ
ゆ
る
第
一
部

で
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
増
賀
・
顕
基
・
聖
徳
太
子
・
西
行

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
中
世
説
話
集
に
頻
出
し
た
人
物
で
あ
る
。
第
二
部
で
描
か
れ
た

人
々
は
、
ほ
か
の
説
話
や
作
品
に
見
出
さ
れ
な
い
群
像
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、

因
幡
の
入
道
、
良
覚
僧
正
、
仁
和
寺
の
無
名
僧
た
ち
、
盛
親
僧
都
、
等
々
が
あ
る
。

本
稿
は
、
第
一
部
で
言
及
さ
れ
た
先
行
説
話
集
に
頻
出
す
る
顕
基
説
話
を
中
心
に
、

徒
然
草
に
お
け
る
先
行
説
話
集
の
受
容
の
様
相
を
検
討
し
、
兼
好
の
説
話
的
世
界
の

特
質
の
一
端
を
窺
い
た
い
。

一　

徒
然
草
に
お
け
る
顕
基
説
話
の
受
容

徒
然
草
第
五
段
は
、
人
間
が
、
不
運
の
境
遇
に
あ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
生
き

方
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
か
に
つ
い
て
、
兼
好
が
自
分
の
理
想
的
な
身
の
対
し
方
を

語
る
一
段
で
あ
る
。

［
中
日
文
化
比
較
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
関
連
論
文
２
］

徒
然
草
に
お
け
る
説
話
的
世
界
の
探
索

―
顕
基
説
話
の
受
容
を
中
心
と
し
て
―

王
　
　
　
岩
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徒然草における説話的世界の探索―顕基説話の受容を中心として―

不
幸
に
愁
へ
に
沈
め
る
人
の
、
頭
お
ろ
し
な
ど
、
ふ
つ
つ
か
に
思
ひ
と
り

た
る
に
は
あ
ら
で
、
あ
る
か
な
き
か
に
門
さ
し
こ
め
て
、
待
つ
こ
と
も
な
く

明
し
暮
ら
し
た
る
、
さ
る
か
た
に
あ
ら
ま
ほ
し
。

顕
基
中
納
言
の
い
ひ
け
ん
、
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
、
さ
も
覚
え
ぬ

べ
し
。６

（
第
五
段
）

顕
基
が
説
話
集
に
頻
繁
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
り
、「
配
所
の
月
」
と
い
う
語
句

も
、
中
古
・
中
世
知
識
人
の
共
感
を
寄
せ
た
顕
基
の
名
言
と
し
て
、『
江
談
抄
』
を

は
じ
め
、『
袋
草
子
』、『
宝
物
集
』、『
古
事
談
』、『
発
心
集
』、『
平
家
物
語
』、『
撰

集
抄
』、『
十
訓
抄
』
な
ど
諸
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。

稲
田
利
徳
は
、「
よ
り
広
い
周
知
の
説
話
・
故
事
・
至
言
は
、
長
い
伝
承
を
通
し

て
、
人
々
の
共
感
が
背
景
に
あ
る
わ
け
で
、
兼
好
は
そ
れ
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
自

己
の
見
解
を
、
よ
り
普
遍
化
、
典
型
化
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

三
十
段
こ
ろ
ま
で
の
説
話
的
要
素
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
を
込
め
て
の
介
入
と

見
做
し
て
よ
か
ろ
う
。」７
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
顕
基
説
話
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
出
典
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
従
来
、
徒
然
草
第
五
段

「
配
所
の
月
」
の
出
典
を
め
ぐ
っ
て
、
先
学
に
よ
っ
て
多
岐
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

古
く
『
徒
然
草
集
説
』（
閑
寿
。
元
禄
一
四
年
刊
）
を
始
め
、『
宝
物
集
』
を
出
典
と

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
は
、『
発
心
集
』
を
出
典
と
す
る
見
方
が
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
福
田
秀
一（「
徒
然
草
の
出
典
と
源
泉
」『
国
文
学　

解
釈
と

鑑
賞
』
一
九
七
〇
年
三
月
）
は
、「
文
章
か
ら
み
て
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
田
辺

爵
（
『
徒
然
草
諸
注
集
成
』）、
久
保
田
淳
（
『
諸
説
一
覧
徒
然
草
』）
も
『
発
心
集
』

と
す
る
見
方
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
安
良
岡
康
作
（
『
徒
然
草
全
注
釈
』）
は

第
五
段
の
真
意
を
、「
官
位
昇
進
の
望
み
を
失
っ
た
人
」
に
対
す
る
兼
好
の
感
慨
と

捉
え
、
そ
れ
が
、『
十
訓
抄
』
に
近
い
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
お
り
、
ほ
か
に
、
高

乗
勲
『
徒
然
草
の
研
究
』
は
、
第
五
段
の
本
文
が
『
撰
集
抄
』
に
一
番
近
い
と
い
う

立
場
か
ら
、『
撰
集
抄
』
と
推
定
し
て
い
る
。

諸
家
の
見
解
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
が
あ
っ
て
、
兼
好
が
先
行
説
話
の
い
ず
れ
を

受
容
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
に
わ
か
に
決
し
難
い
。８
い
ま
一
度
、「
配
所
の
月
」

と
い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
諸
書
を
提
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。９

①
『
江
談
抄
』（
第
三
）

－「
入
道
中
納
言
顕
基
、
常
に
談
ら
れ
て
云
は
く
、「
咎

な
く
て
流
罪
と
せ
ら
れ
て
、
配
所
に
て
月
を
見
ば
や
」」
と
云
々
。

②
『
袋
草
子
』（
三
）

－

ま
た
常
に
云
は
く
、「
配
所
に
て
月
を
見
ば
や
」
と
云
々
。

③
『
宝
物
集
』（
七
）

－

入
道
中
納
言
顕
基
卿
の
、
つ
み
な
く
し
て
配
所
の
月
を

見
ば
や
と
ね
が
ひ
給
ひ
し
は
、
流
罪
の
こ
の
も
し
き
に
は
あ
ら
ず
、
此
よ
を
お
も
ひ

す
つ
べ
き
善
智
識
に
あ
は
ん
と
な
り
。

④
『
古
事
談
』（
一
）尋
常
の
時
は
、
常
に
白
楽
天
の
詩
を
詠
ず
。
古
墓
何
世
人
、

不
知
姓
与
名
、
化
為
道
傍
土
、
年
々
春
草
生
と
。
ま
た
云
く
、「
あ
は
れ
罪
な
く
し

て
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
云
々
。

⑤
『
発
心
集
』（
五
）

－

い
と
い
み
じ
き
す
き
人
に
て
、
朝
夕
琵
琶
を
ひ
き
つ
つ
、

「
罪
な
く
し
て
罪
を
か
う
ぶ
り
て
、
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
な
む
願
は
れ
け
る
。

⑥
『
平
家
物
語
』（
巻
三
）

－

「
も
と
よ
り
、
つ
み
な
く
し
て
配
所
の
月
を
み
む
と

い
ふ
事
は
、
心
あ
る
き
は
の
人
の
願
ふ
事
な
れ
ば
、
お
と
ど
あ
へ
て
事
共
し
給
は
ず
」

⑦
『
撰
集
抄
』（
四
）

－

朝
に
つ
か
へ
し
そ
の
か
み
よ
り
、
た
ゞ
あ
け
く
れ
は
、

「
哀
、
罪
無
く
し
て
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
て
泪
を
な
が
し
、「
古
墓
何
の
世
の
人
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ぞ
。
性
と
名
と
を
不
知
。
年
々
春
の
草
の
み
し
げ
し
」
と
詠
じ
て
、
け
し
か
ら
ず
泪

を
な
が
し
け
る
と
か
や
。

⑧
『
十
訓
抄
』（
六
）

－

顕
基
中
納
言
の
、
つ
ね
は
「
罪
な
く
て
、
配
所
の
月
を

見
ば
や
」
と
い
は
れ
け
る
に
は
似
給
ず
。
よ
き
善
知
識
の
つ
い
で
を
得
な
が
ら
、
身

を
む
な
し
く
な
し
は
て
し
、
無
益
の
こ
と
か
。

戸
谷
三
都
江

は
、
顕
基
説
話
の
構
成
要
素
に
し
た
が
っ
て
、
諸
書
に
お
け
る

該
当
す
る
話
柄
を
整
理
し
、
顕
基
説
話
は
『
発
心
集
』
の
み
が
、「
い
と
い
み
じ
き

す
き
人
」
と
し
て
の
顕
基
を
記
し
、
す
き
人
と
し
て
の
立
場
で
「
罪
な
く
し
て
、
配

所
の
月
を
見
ん
」
と
願
っ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
顕
基
自
身

も
、
白
居
易
の
『
琵
琶
行
』
か
ら
、「
罪
な
く
し
て
み
る
配
所
の
月
」
を
想
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、「
い
と
い
み
じ
き
す
き
人
に
て
、
朝
夕
琵
琶
を
ひ
き
つ
つ
」
と
い
う
『
発

心
集
』
独
自
の
叙
述
も
あ
り
得
た
。
さ
ら
に
、『
白
氏
文
集
』
を
愛
し
、
草
庵
の
孤

独
の
夜
に
、
白
居
易
と
語
る
慰
み
を
も
っ
た
兼
好
も
、
顕
基
や
長
明
と
同
じ
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
戸
谷
は
、「
『
発
心
集
』
以
外
に
は
、

顕
基
説
話
は
兼
好
と
の
関
係
を
考
え
ら
れ
に
く
い
」
と
推
定
し
た
。

た
し
か
に
、
戸
谷
に
論
究
さ
れ
た
と
お
り
、「
い
と
い
み
じ
き
す
き
人
」
と
し
て

の
顕
基
を
記
し
た
の
は
『
発
心
集
』
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
典
を
『
発
心
集
』

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
稿
者
の
考
え
で
は
、『
発
心
集
』
の
一

書
の
み
を
出
典
と
さ
れ
る
結
論
を
出
す
の
は
や
や
性
急
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
表
現
上
に
お
け
る
両
者
の
大
き
な
相
違
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
次
に
両
者
の
表
現
を
対
比
し
て
み
る
。

『
徒
然
草
』

－

顕
基
中
納
言
の
言
ひ
け
ん
、
配
所
の
月
、
①
罪
な
く
て
見
ん
事
、
さ

も
覚
え
ぬ
べ
し
。

『
発
心
集
』

－
い
と
い
み
じ
き
す
き
人
に
て
、
朝
夕
琵
琶
を
ひ
き
つ
つ
、「
②
罪
な
く

し
て
罪
を
か
う
ぶ
り
て
、
配
所
の
月
を
見
ば
や
」
と
な
む
願
は
れ
け
る
。

①
と
②
の
相
違
点
は
、「
被
流
罪
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
相
違
を
無
視
し
て
、

第
五
段
の
出
典
を
『
発
心
集
』
と
さ
れ
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
も
と
、
戸
谷
は
、
八
書
の
「
配
所
の
月
」
を
、
表
現
上
か
ら
整
理
し
、
次

の
三
通
り
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

①
無
咎
被
流
罪
、
配
所
ニ
テ
月
ヲ
見
ば
や
。（
『
江
談
抄
』『
発
心
集
』）

②
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
ば
や
。（『
宝
物
集
』『
古
事
談
』『
平
家
物
語
』『
撰

集
抄
』『
十
訓
抄
』）

③
配
所
に
て
月
を
見
ば
や
。（
『
袋
草
子
』）

以
上
の
三
通
り
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
は
「
こ
の
う
ち
、
①
が
と
く
に
「
被

流
罪
」
と
い
っ
て
い
る
点
に
は
、
や
や
積
極
的
な
流
罪
に
対
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ

は
す
る
が
、
①
と
②
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
見

解
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
配
所
の
月
」
の
意
味
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
、
①
と
②
が
、

「
同
じ
と
見
て
よ
い
」
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

稿
者
は
「
被
流
罪
」
と
い
う
語
が
入
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、「
配

所
の
月
」
の
真
意
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
分
岐
点
に
な
る
と
考
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
稿
者
は
、
以
上
の
三
通
り
の
表
現
の
相
違
を
認
め
る
立
場
を
と
っ
て
、「
配

所
の
月
」
典
拠
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
兼
好
に
お
け
る
先
行
説

話
集
の
受
容
の
特
質
に
つ
い
て
、
新
た
な
提
示
を
試
み
た
い
。
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二　
「
配
所
の
月
」
の
出
典
に
つ
い
て

第
五
段
の
構
成
は
、「
さ
る
か
た
に
あ
ら
ま
ほ
し
」
ま
で
の
前
段
と
、
顕
基
の
せ
り

ふ
で
結
ば
れ
る
後
段
の
二
段
落
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
段
は
、「
さ
る
か
た

に
あ
ら
ま
ほ
し
」
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
隠
遁
生
活
へ
の
志

向
が
鮮
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。
後
段
は
、
前
述
し
た
隠
遁
の
理
想
像
を
具
体
化
し
、

顕
基
の
「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
」
と
い
う
せ
り
ふ
を
あ
げ
て
、
強
い
共
感

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
段
と
後
段
を
結
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
、
戸
谷
は
、
説
い

た
の
は
多
く
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
従
来
の
諸
説
を
次
の
と
お
り
ま
と
め
て
い
る
。

（
一
）
罪
が
あ
っ
て
は
気
が
と
が
め
る
が
、
罪
も
何
も
な
い
身
の
ゆ
っ
た
り
し
た

心
持
で
、
荒
涼
た
る
配
所
に
一
人
静
か
に
月
を
眺
め
る
と
い
ふ
、
そ
の
閑
寂
な
気
持

ち
が
味
わ
っ
て
み
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。（
略
）「
あ
る
か
な
き
か
に
待
つ
こ
と
も

な
く
明
か
し
く
ら
す
」
閑
寂
な
境
地
と
、
こ
の
「
罪
な
く
て
配
所
の
月
を
見
る
」
と

い
ふ
境
界
と
に
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
佐
野
保
太
郎
『
徒
然
草

講
義
』）

（
二
）「
配
所
の
月
」
を
罪
な
き
人
が
見
る
の
で
は
な
く
て
、
罪
あ
る
人
の
見
る

配
所
の
月
を
罪
な
き
人
の
心
に
お
い
て
見
る
願
い
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
冨
倉
徳

次
郎
『
類
纂
評
釈　

徒
然
草
』）

（
三
）
①
兼
好
は
、
例
に
自
分
自
身
は
無
実
の
罪
で
、
内
心
清
澄
で
あ
る
が
、
世

俗
に
は
離
れ
た
生
活
を
送
る
、
そ
う
い
っ
た
複
雑
な
生
活
を
連
想
し
て
い
る
の
で
あ

る
。（
山
岸
徳
平
・
三
谷
栄
一
共
著
『
徒
然
草
評
解
』）

②
前
段
よ
り
進
ん
で
、「
出
家
生
活
を
あ
ら
ま
ほ
し
き
」
も
の
と
し
て
あ
げ
て
い

る
。
そ
れ
も
、「
あ
の
人
が
ど
う
し
て
」
と
怪
し
む
よ
う
な
デ
リ
ケ
ー
ト
な
動
機
で

あ
り
た
い
と
し
、
顕
基
の
語
を
ひ
い
て
い
る
。（
橘
純
一
『
徒
然
草
新
講
』）

（
四
）
第
五
段
の
前
段
を
「
官
位
昇
進
の
望
み
を
失
っ
た
人
の
、
困
窮
し
、
落
魂

し
た
生
活
」
と
解
さ
れ
て
、「
世
間
的
地
位
や
栄
達
へ
の
願
い
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
の
、
心
の
束
縛
か
ら
超
脱
し
た
自
由
な
境
涯
に
対
す
る
、
兼
好
の

憧
れ
の
表
現
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
後
段
に
顕
基
の
言
葉
を
引
い
た
の
は
、「
な

ん
ら
の
罪
も
な
い
身
で
流
刑
の
地
に
あ
っ
て
、
世
間
的
栄
達
、
名
利
の
絆
か
ら
解
放

さ
れ
た
、
自
由
で
高
朗
な
心
境
に
お
け
る
、
天
上
の
月
を
望
み
見
る
生
活
を
あ
こ
が

れ
た
こ
と
に
兼
好
が
同
感
し
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
前
・
後
段
は
、
落
ち
ぶ
れ

果
て
た
中
に
も
、
世
間
的
欲
望
を
超
越
し
た
心
境
を
持
し
て
い
る
の
が
、
前
の
段
落

に
相
通
ず
る
も
の
。（
安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
』）

戸
谷
は
、
以
上
の
諸
説
を
整
理
し
て
い
る
も
の
の
、「
諸
説
の
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ

れ
の
理
が
あ
っ
て
、
一
概
に
定
め
が
た
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。

た
し
か
に
、
前
段
と
後
段
は
、
閑
寂
の
点
に
お
い
て
、
共
通
性
が
見
ら
れ
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、「
配
所
」
を
単
な
る
閑
寂
な
境
界
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
果
た

し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
」
の
真
意
は
、

①
本
当
に
潔
白
無
罪
の
身
な
の
だ
が
、
配
所
に
あ
っ
て
あ
わ
れ
深
い
月
を
見
た
い
の

か
。
そ
れ
と
も
、
②
世
間
的
に
も
無
罪
の
身
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
上
で
、
配
所
と

い
う
も
い
う
べ
き
閑
所
に
身
を
置
い
て
閑
雅
に
月
を
見
た
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
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そ
れ
に
つ
い
て
次
の
『
文
段
抄
』
は
②
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

此
顕
基
の
願
ひ
給
へ
る
心
は
閑
な
る
所
に
て
月
を
見
度
と
な
り
。
隠
遁
を

好
る
道
心
よ
り
願
る
な
る
べ
し
。
顕
基
な
ど
や
う
の
公
卿
は
朝
庭
の
宮
仕
に

か
ゝ
づ
ら
ひ
て
彼
配
所
の
ご
と
き
深
山
遠
島
な
ど
を
見
る
事
罪
有
て
左
遷
の

折
な
ら
で
は
な
き
事
也
。
顕
基
は
も
と
よ
り
道
心
お
は
し
け
る
人
な
れ
ば
其

罪
に
よ
り
て
左
様
の
浦
山
の
月
を
見
る
は
本
意
に
あ
ら
ず
た
だ
何
と
な
く
世

を
す
て
ゝ
閑
居
に
て
月
を
み
ば
や
と
の
心
な
り
。

（
『
文
段
抄
』）

し
か
し
、「
配
所
」
を
閑
か
な
る
と
こ
ろ
と
解
し
、
世
俗
を
離
れ
る
と
こ
ろ
で
哀

れ
深
い
月
を
眺
め
る
と
い
う
解
は
、「
配
所
」
に
ま
つ
わ
る
流
刑
地
と
し
て
の
粛
然

た
る
イ
メ
ー
ジ
が
捨
象
さ
れ
て
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
強
調
し
た
い
の
は
、「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
」
を
実
体
験
し

た
人
々
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
三
木
は
、「
顕
基
の
言
に
引
か
れ
た
人
々
の
念

頭
に
は
、
実
在
・
架
空
お
り
ま
ぜ
て
、
期
せ
ず
し
て
「
配
所
の
月
」
を
見
る
こ
と
に

な
っ
た
人
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、
菅
原
道
真
で
あ
り
、
彼
を
回
想
し

つ
つ
感
傷
に
ひ
た
っ
た
光
源
氏
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
ら
に
先
立
つ
人
と
し
て
は
、
白

楽
天
も
含
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

須
磨
に
流
さ
れ
た
光
源
氏
の
話
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
の
で
、
し
ば
ら
く
措
く

と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
菅
原
道
真
と
白
楽
天
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
み
て
み
た
い
。

菅
原
道
真
は
、
忠
臣
と
し
て
名
高
く
、
宇
多
天
皇
に
重
用
さ
れ
、
醍
醐
朝
で
は

右
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
が
、
左
大
臣
藤
原
時
平
に
讒
訴
さ
れ
、
大
宰
府
へ
左
遷
さ
れ
、

「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
み
ん
事
」
を
実
体
験
し
た
一
人
で
あ
る
。

菅
原
道
真
は
大
宰
府
に
流
さ
れ
、
謫
居
の
中
、
次
の
「
秋
夜
」
の
詩
を
書
い
た
。

　
　
　

秋
夜
。
九
月
十
五
日

黄
萎
顔
色
白
霜
頭　

黄
に
萎
め
る
顔
色　

白
き
霜
の
頭

况
復
千
餘
里
外
投　

况
復
む
や
千
餘
里
の
外
に
投
れ
る
を
や

昔
被
栄
花
簪
組
縛　

昔
は
榮
花　

簪
組
に
縛
が
れ
き

今
為
貶
謫
草
莱
囚　

今
は
貶
謫　

草
莱
の
囚
た
り

月
光
似
鏡
無
明
罪　

月
の
光
は
鏡
に
似
た
れ
ど
も　

罪
を
明
む
る
こ
と
な
し

風
気
如
刀
不
破
愁　

風
の
氣
は
刀
の
如
く
な
れ
ど
も　

愁
へ
を
破
る
こ
と
あ
ら
ず

随
見
随
聞
皆
惨
慄　

見
る
に
隨
ひ
聞
く
に
隨
ひ
て　

み
な
惨
慄

此
秋
獨
作
我
身
秋　

此
の
秋
は
獨
り
我
が
身
の
秋
と
作
り
た
り

「
月
光
似
鏡
無
明
罪　

風
気
如
刀
不
破
愁　

随
見
随
聞
皆
惨
慄　

此
秋
獨
作
我
身

秋
」
と
い
う
四
句
か
ら
、
冤
罪
の
晴
れ
る
べ
く
も
な
く
、
都
へ
帰
る
す
べ
も
な
い
こ

と
を
悟
っ
た
道
真
の
心
境
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
配
所
に
流
さ
れ
、
月
を
見
て
、

道
真
の
心
に
抱
え
ら
れ
た
の
は
、
極
ま
り
な
い
不
遇
感
・
悲
哀
感
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

白
楽
天
は
『
琵
琶
行
・
序
』
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ

た
八
一
六
年
、
船
上
で
琵
琶
を
弾
く
女
の
語
る
哀
れ
な
身
の
上
話
に
、
左
遷
さ
れ
た

自
分
の
境
遇
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
名
高
い
長
編
感
傷
詩
「
琵
琶
行
」
を
作
っ
た
。

『
琵
琶
行
』
は
八
十
八
の
句
か
ら
な
る
長
詩
で
あ
り
、
潯
陽
江
の
ほ
と
り
で
、
夜

に
客
を
送
別
し
よ
う
と
し
た
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
潯
陽
江
の
水
面
に
、
月

が
沈
も
う
と
し
て
い
た
と
き
、
突
然
、
琵
琶
の
音
が
水
上
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
船
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を
動
か
し
て
近
づ
け
た
ら
、
琵
琶
を
弾
い
て
い
た
女
性
が
い
た
。
女
性
の
琵
琶
の
音

色
を
聞
い
て
い
る
と
、
そ
の
場
に
い
た
み
ん
な
が
顔
を
掩
っ
て
涙
を
流
し
て
泣
い

た
。

　
　
　
　

琵
琶
行
（
部
分
）

感
我
此
言
良
久
立
、
却
坐
促
絃
絃
轉
急
。

淒
淒
不
似
向
前
聲
、
滿
座
重
聞
皆
掩
泣
。

座
中
泣
下
誰
最
多
、
江
州
司
馬
青
衫
濕
。

　
　

‾
我
が
此
の
言
に
感
じ
て
良
久
く
立
ち

坐
に
却
り　

絃
を
促
む
れ
ば
絃
転
た
急
な
り

淒
淒
と
し
て
向
前
の
声
に
似
ず

満
座　

重
ね
て
聞
き　

皆
泣
を
掩
う

座
中　

泣
下
つ
る
こ
と
誰
か
最
も
多
き

江
州
の
司
馬　

青
衫
湿
う

最
後
の
「
座
中
泣
下
誰
最
多
、
江
州
司
馬
青
衫
濕
。」
と
い
う
二
句
が
、
江
州
に

左
遷
さ
れ
た
作
者
の
心
に
抱
え
ら
れ
た
不
遇
感
と
濃
厚
な
悲
哀
感
を
鮮
明
に
表
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

菅
原
道
真
の
「
秋
夜
」
と
白
楽
天
の
「
琵
琶
行
」
を
通
し
、「
配
所
の
月
、
罪
な
く

て
見
ん
事
」
の
真
意
は
、
①

－

つ
ま
り
、
本
当
に
潔
白
無
罪
の
身
な
の
だ
が
、
配
所

に
あ
っ
て
あ
わ
れ
深
い
月
を
見
た
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
顕
基
は
、
な
ぜ
「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
」
を
こ
と
さ
ら

に
望
む
に
至
っ
た
の
か
。
こ
の
異
常
と
も
言
え
る
情
念
の
原
因
は
何
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
は
顕
基
自
身
に
お
け
る
「
配
所
の
月
」
の
発
想
は
、

白
楽
天
の
琵
琶
行
か
ら
き
て
い
る
も
の
と
し
て
い
る
。「
ま
し
て
、『
琵
琶
行
』
の
尋

陽
江
に
月
を
浴
び
つ
つ
、
琵
琶
の
悲
愁
を
、
無
実
の
流
謫
の
身
に
、
し
み
じ
み
と
し

め
つ
ゝ
き
い
た
白
居
易
の
詩
心
に
、
深
く
心
動
か
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
」
と
は
、『
琵
琶
行
』
の
情
趣
へ

の
憧
憬
で
あ
っ
た
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
顕
基
を
と
り
ま
く
人
々
の
運
命
に
つ

い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
顕
基
の
一
族
に
は
無
罪
の
罪
で
配
所

に
流
さ
れ
た
祖
父
の
高
明
が
い
る
。
安
和
の
変
に
よ
っ
て
、
高
明
が
九
州
へ
流
罪
さ

れ
た
の
が
、
九
六
九
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
顕
基
の
出
生
ま
で
に
は
、
三
十
一
年
の

隔
た
り
が
あ
る
。
祖
父
の
流
罪
が
ど
れ
だ
け
顕
基
の
内
面
に
衝
撃
を
与
え
た
か
と
い

う
事
に
つ
い
て
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、
顕
基
と
深
い
血
縁
関
係
を
も
っ
た
人
々
の

運
命
が
、
顕
基
に
自
虐
的
な
衝
動
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
が
な
い
こ
と
も
な
い
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
前
中
書
王
兼
明
親
王
の
隠
遁
、
多
武
峯
に
隠
遁
し
た
高
光
、
高
光

を
慕
う
妹
の
愛
宮
、
花
山
院
の
御
出
家
に
従
っ
て
出
家
し
た
義
懐
、
往
生
談
を
書
い

た
後
の
少
将
義
孝
な
ど
数
寄
な
人
生
を
送
っ
た
人
々
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
彼
ら
は

等
し
く
不
運
な
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
い
わ
ば
美
化
さ
れ
、
心
惹
か
れ
る
群

像
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
っ
た
。
顕
基
の
内
面
に
は
そ
う
し
た
世
界
へ
の
傾
斜
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
よ
る
と
そ
の
一
方
に
は
、
一
条
朝
に
於
い
て
栄
達
し
て
権
大
納
言
に
至
っ

た
父
俊
賢
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
源
俊
賢
は
、
十
一
歳
の
時
、
藤

原
氏
の
陰
謀
に
よ
っ
て
、
左
大
臣
父
源
高
明
と
と
も
大
宰
府
に
行
か
さ
れ
た
。
父
の

左
遷
が
理
由
で
叙
爵
が
十
七
歳
と
他
の
公
卿
に
比
較
し
て
大
き
く
出
遅
れ
た
。
だ
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が
、
妹
の
源
明
子
が
道
長
に
嫁
い
だ
こ
と
で
摂
関
家
と
の
関
係
を
持
ち
、
権
大
納
言

に
昇
っ
た
。
四
納
言
の
一
人
と
し
て
、
藤
原
道
長
政
権
を
積
極
的
に
支
え
た
。
俊
賢

が
道
長
と
の
縁
戚
関
係
を
利
用
し
て
他
の
貴
族
・
官
人
と
の
仲
介
役
を
務
め
、
道
長

の
た
め
の
政
治
資
金
の
調
達
な
ど
の
役
割
を
担
っ
た
。
藤
原
実
資
は
俊
賢
を
「
貪
欲

謀
略
其
聞
共
高
之
人
也
」（『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
七
月
二
十
六
日
条
）
と
非
難
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
源
俊
賢
は
、
父
源
高
明
の
加
害
者
と
も
言
え
る
藤
原
政
権

に
頭
を
下
げ
、
屈
折
し
た
生
き
方
を
し
た
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

自
分
の
人
生
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
な
か
、
顕
基
は
、
父
親
の
打
算

的
な
生
き
方
に
は
、
ど
う
も
同
意
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
顕
基
に
と
っ
て
、

祖
父
高
明
の
数
寄
な
世
界
と
対
極
的
な
立
場
で
あ
っ
た
父
俊
賢
に
対
し
て
は
、
嫌
悪

感
を
抱
く
こ
と
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
弟
隆
国
も
、
父
俊
賢
と
同
じ
よ
う
な
道
を
踏
ん
で
い
た
。
彼
は
、
父
俊

賢
と
兄
顕
基
の
栄
光
を
あ
び
て
、
万
寿
二
年
、
二
十
三
歳
の
時
、
中
将
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
頼
通
の
好
意
に
よ
っ
て
、
長
元
二
年
、
二
十
六
歳
の
若
さ
で
、
蔵
人
頭
に

補
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
兼
伊
予
守
、
頭
中
将
を
経
て
、
長
元
八
年
、
つ
い
に
公
卿

の
列
に
入
り
、
兼
右
兵
衛
督
、
叙
従
三
位
に
上
が
っ
た
。
隆
国
は
頼
通
の
恩
に
感
激

し
、
頼
通
の
た
め
全
力
を
尽
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。
隆
国
に
つ
い
て
は
長
野
嘗
一
の

研
究
に
詳
し
い
。

道
長
に
仕
え
た
父
俊
賢
、
頼
通
に
奉
仕
し
た
弟
隆
国
、
同
じ
因
縁
が
親
子
二
代

に
亘
る
摂
関
家
と
の
関
係
を
深
め
て
い
た
。
こ
の
事
実
が
、「
配
所
の
月
、
罪
な
く

て
見
ん
事
」
と
い
う
意
識
を
持
つ
顕
基
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
違
和
感
の
も
と
に

な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
顕
基
自
身
の
仕
え
た
の
は
後
一
条
天
皇

朝
で
あ
っ
た
が
、
後
一
条
天
皇
の
母
親
藤
原
彰
子
は
、
藤
原
道
長
の
娘
で
あ
り
、
中

宮
の
藤
原
威
子
も
藤
原
道
長
の
娘
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
後
一
条
天
皇
も
、
藤

原
一
族
に
密
接
な
縁
戚
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
顕
基
自
身
も
、
祖
父
の
源

高
明
の
敵
対
関
係
に
あ
る
権
力
政
権
に
奉
仕
す
る
運
命
に
な
る
。
顕
基
が
そ
の
よ
う

な
不
純
な
生
き
方
を
変
え
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
い
に
、
後
一
条
天
皇
が

二
十
九
歳
の
若
さ
で
崩
御
し
た
事
件
は
、
権
力
社
会
を
離
れ
、
遁
世
者
に
な
る
こ
と

を
決
意
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三　

説
話
的
要
素
介
入
の
特
質

兼
好
が
顕
基
の
語
を
引
い
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
久
保
田
は
「
も
と
よ
り
彼

が
お
し
な
べ
て
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
、
理
想
的
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

稲
田
利
徳
は
、「
よ
り
広
い
周
知
の
説
話
・
故
事
・
至
言
は
、
長
い
伝
承
を
通
し

て
、
人
々
の
共
感
が
背
景
に
あ
る
わ
け
で
、
兼
好
は
そ
れ
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
自

己
の
見
解
を
、
よ
り
普
遍
化
、
典
型
化
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
と
も
言
え
よ

う
。」
と
徒
然
草
三
十
段
こ
ろ
ま
で
の
説
話
的
要
素
の
介
入
の
様
態
を
論
究
し
た
。

顕
基
は
文
学
、
芸
能
に
恵
ま
れ
た
才
能
を
も
つ
青
年
貴
族
の
代
表
で
あ
り
、
顕

基
説
話
も
中
古
・
中
世
の
多
く
の
知
識
人
が
共
感
を
寄
せ
た
説
話
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
兼
好
が
顕
基
の
語
を
引
用
し
た
大
き
な
理
由
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
兼
好
の
顕
基
に
対
す
る
共
感
は
、
そ
の
文
学
や
芸
能
の
才
能
に
対
す
る
と
と
も

に
、
彼
の
境
遇
に
対
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
顕
基
は
十
二
歳
か
ら

朝
臣
と
し
て
の
経
験
が
は
じ
ま
り
、
二
十
四
歳
の
時
、
蔵
人
頭
と
し
て
後
一
条
天
皇

に
奉
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
三
十
歳
に
し
て
正
四
位
下
参
議
と
な
り
、
左
中

将
、
周
防
権
守
等
を
経
て
、
従
三
位
、
三
十
六
歳
の
と
き
に
権
中
納
言
と
な
っ
た
が
、

翌
年
、
後
一
条
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
た
め
、
顕
基
は
四
日
間
の
あ
と
、「
不
仕
二
君
」
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と
決
意
し
、
大
原
に
出
家
し
た
の
で
あ
る
。
前
節
に
触
れ
た
と
お
り
、
顕
基
が
純
正

な
心
に
従
い
、
俗
世
の
栄
達
か
ら
我
が
身
を
切
り
離
し
た
と
い
う
事
例
が
、
兼
好
に

と
っ
て
大
き
な
共
感
を
起
こ
し
、
主
人
公
の
追
体
験
を
し
た
い
と
い
う
発
想
を
抱
か

せ
た
か
も
し
れ
な
い
。

第
五
段
を
執
筆
す
る
際
の
兼
好
が
、
在
俗
時
代
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
す
で

に
出
家
し
た
後
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
問
題
に
関
わ
る
成
立
年
時
や
成
立
過
程
に
つ
い

て
、
橘
純
一
を
は
じ
め
、
諸
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
、
西
尾
実
・
安
良

岡
康
作
が
作
品
の
思
想
内
容
、
と
く
に
無
常
観
の
変
化
に
着
目
し
、
三
十
段
あ
た
り

ま
で
を
第
一
部
と
し
、
出
家
前
の
よ
り
早
い
時
期
に
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

観
点
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
橘
説
を
補
完
し
た
も
の
と
し
て
、
考
慮
の
余
地
が
残
っ

て
い
な
が
ら
、
現
況
と
し
て
は
、
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

第
五
段
を
執
筆
す
る
際
、
兼
好
ま
だ
在
俗
時
代
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。在

俗
時
代
の
兼
好
は
十
九
歳
か
ら
二
十
六
歳
ま
で
の
八
年
間
、
後
二
条
天
皇
に

仕
え
た
。
六
位
蔵
人
か
ら
、
左
兵
衛
佐
（
従
五
位
）
に
栄
進
し
、
前
途
洋
々
た
る
立

場
で
あ
っ
た
が
、
徳
治
三
年
に
二
十
四
歳
の
後
二
条
天
皇
の
崩
御
に
逢
っ
て
し
ま

い
、
激
変
す
る
環
境
の
な
か
に
、
兼
好
が
辞
任
を
決
意
し
た
。
遁
世
ま
で
は
、
数
年

間
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
数
年
、
兼
好
が
自
分
の
人
生
の
生
き
方
を
真
剣
に
考

え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
思
考
者
で
あ
る
兼
好
の
脳
裏
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
の

は
、
き
っ
と
先
達
の
遁
世
者
の
群
像
の
一
人
―
顕
基
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

在
俗
時
代
に
お
け
る
兼
好
と
顕
基
は
と
も
に
忠
臣
と
し
て
主
君
に
仕
え
、
主
君
が
早

世
し
、
そ
の
後
、
世
相
へ
の
批
判
と
遁
世
へ
の
道
を
決
意
し
た
経
歴
に
は
相
当
な
類

似
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
顕
基
説
話
の
引
用
か
ら
は
兼
好
の
濃
厚
な
自

照
性
が
う
か
が
え
、
説
話
主
人
公
の
追
体
験
を
し
た
い
と
い
う
発
想
が
潜
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
配
所
に
流
さ
れ
た
人
へ
の
傾
斜
が
、
兼
好
を

遁
世
へ
の
道
に
導
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
兼
好
が
先
行
説
話
集
を
引
く
際
に
、
そ
の
ま
ま
言
葉
を
引
用
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
思
想
・
感
想
を
表
現
す
る
た
め
、
複
数
の
書
物
か
ら
伝
承

し
た
説
話
を
意
図
的
に
改
変
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
磨
き
上
げ
た
り
、
あ
る
い
は

雑
多
な
説
話
の
話
柄
か
ら
取
捨
選
択
し
、
焦
点
化
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
特
徴
が
見

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

１　

複
数
の
書
物
に
拠
る
説
話
の
改
変

前
節
で
論
述
し
た
と
お
り
、
第
五
段
で
取
り
上
げ
た
顕
基
の
説
話
が
、『
発
心
集
』

一
書
で
は
な
く
、
複
数
の
書
物
に
拠
っ
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
段
顕
基
説
話
の
出
典
に
関
し
て
、
兼
好
は
、『
発
心
集
』
の
琵
琶
を
弾
き
つ

つ
、
配
所
の
月
を
み
た
い
と
い
う
「
い
と
い
み
じ
き
す
き
人
」
と
し
て
の
顕
基
像
を
、

『
発
心
集
』
か
ら
形
成
し
た
が
、「
罪
を
か
う
ぶ
り
て
」
の
一
句
は
『
発
心
集
』
で
は

な
く
、
他
の
書
物
に
拠
っ
て
、
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
徒
然
草
』
と
同
じ
措
辞
の
も
の
が
上
述
の
よ
う
に
数
種
も
あ
り
、
そ
の

ど
れ
か
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、『
発
心
集
』
の
み
を
典
拠
と
す
る
大

分
の
論
調
に
い
さ
さ
か
異
を
唱
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

２　

説
話
的
要
素
介
入
の
焦
点
化

兼
好
が
説
話
的
要
素
を
介
入
す
る
際
に
、
従
来
の
多
く
の
構
成
要
素
か
ら
取
捨

選
択
し
、
自
分
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
主
張
に
あ
わ
せ
て
、
話
柄
を
絞
り
込
む
と
い

う
構
想
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
話
柄
に
つ
い
て
は
、
当
段
で
は
触
れ
な
い
と
い

う
執
筆
方
針
が
見
ら
れ
る
。
次
は
、
第
五
段
に
お
け
る
説
話
要
素
の
介
入
の
焦
点
化
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に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
る
。

従
来
の
先
行
説
話
集
に
見
ら
れ
る
顕
基
説
話
の
構
成
要
素
を
整
理
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

①
顕
基
の
出
自
、
資
質
。

②
朝
臣
と
し
て
は
、
後
一
条
天
皇
の
寵
を
得
、
官
位
昇
進
そ
の
他
に
不
足
な
き

身
で
あ
っ
た
。

③
若
く
よ
り
心
は
常
に
菩
提
に
あ
っ
た
。

④
常
に
白
楽
天
の
詩
句
「
古
墓
何
世
人　

不
知
姓
与
名　

化
為
道
傍
土　

年
年

春
草
生
」
を
詠
じ
て
い
た
。

⑤
ま
た
常
に
、
琵
琶
を
弾
き
つ
つ
、「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ば
や
」
と
言
っ

て
い
た
。

⑥
後
一
条
院
の
崩
御
に
あ
っ
て
出
家
。

⑦
出
家
後
は
、
横
川
、
大
原
山
、
上
醍
醐
な
ど
に
住
み
、
延
殷
を
師
と
し
、
仏

道
に
励
み
、
智
行
世
に
き
こ
え
た
。

⑧
出
家
後
の
逸
話

（
イ
）
上
東
門
院
と
歌
の
贈
答
の
あ
っ
た
こ
と
。

（
ロ
）
関
白
頼
通
に
、
子
息
俊
実
の
将
来
を
託
す
こ
と
。

⑨
病
を
得
た
の
を
幸
と
し
て
、
念
仏
往
生
し
た
こ
と
。

⑩
法
名
は
、
円
昭
。

⑪
在
俗
時
の
逸
話
。
顕
基
の
愛
を
失
っ
て
出
家
遁
世
し
た
室
の
遊
君
の
こ
と
。

と
こ
ろ
が
、
兼
好
が
『
発
心
集
』
を
原
拠
と
し
な
が
ら
、
顕
基
説
話
の
話
柄
を

選
択
取
捨
し
、「
さ
も
覚
え
ぬ
べ
し
」
と
す
る
対
象
を
「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見

ん
事
」
と
焦
点
化
し
て
い
る
。

『
発
心
集
』
に
お
け
る
顕
基
説
話
の
話
柄
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
家
柄
、
昇
進
満

望
、
天
皇
愛
寵
、
心
在
菩
薩
、
白
楽
天
詩
、
配
所
の
月
、
出
家
、
不
供
灯
、
不
二
仕

君
、
出
家
場
所
、
隠
遁
の
地
、
出
家
生
活
、
上
東
門
院
歌
の
贈
答
、
俊
実
の
事
、
す

き
人
・
琵
琶
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、『
発
心
集
』
に
内
包
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
話
柄

か
ら
、
兼
好
が
、「
配
所
の
月
」
の
み
を
焦
点
化
し
た
こ
と
は
、
主
人
公
顕
基
の
美

意
識
に
対
す
る
兼
好
の
共
感
が
鮮
や
か
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
話
柄
の
焦
点
化
と
反
対
に
、
そ
の
他
の
話
柄
の
取
捨
か
ら
、
内
心
の
矛

盾
と
動
揺
を
抱
え
、
世
俗
へ
の
批
判
と
無
常
感
を
抱
く
兼
好
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
子
供
に
対
す
る
懸
念
」、「
訪
問

者
と
の
か
か
わ
り
」
な
ど
は
『
発
心
集
』
の
作
者
で
あ
る
長
明
の
関
心
と
は
大
き
な

相
違
が
見
ら
れ
る
。

『
発
心
集
』
顕
基
説
話
は
顕
基
の
家
柄
か
ら
始
ま
り
、
顕
基
の
日
常
、
後
一
条
院

の
崩
御
と
顕
基
の
出
家
、
上
東
門
院
と
の
歌
の
贈
答
、
大
原
の
庵
室
へ
の
頼
通
の
慰

問
を
経
て
、
頼
通
に
顕
基
の
意
を
汲
む
と
い
う
話
柄
で
結
末
を
つ
け
る
。

後
一
条
院
の
死
を
機
縁
に
出
家
し
た
顕
基
は
大
原
に
籠
り
、
仏
道
一
途
に
修
行

の
日
々
を
つ
づ
け
て
い
た
が
、
藤
原
頼
通
が
彼
の
庵
を
訪
れ
、
別
れ
る
際
に
「
俊
実

は
不
覚
の
者
に
て
侍
る
な
り
」
と
頼
通
に
言
っ
た
の
で
あ
る
。
頼
通
が
「
世
を
背
く

と
い
へ
ど
も
、
な
ほ
恩
愛
は
捨
て
が
た
き
物
な
れ
ば
、
思
ひ
あ
ま
ら
れ
た
る
に
こ
そ
」

と
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
れ
て
、
俊
実
を
美
濃
の
大
納
言
ま
で
引
き
立
て
た
。

こ
の
説
話
の
最
後
の
部
分
、
大
原
で
隠
遁
の
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
俗
世
に
残

し
た
わ
が
子
へ
の
愛
情
を
忘
れ
な
か
っ
た
と
い
う
顕
基
の
描
き
方
が
注
目
に
値
い
す

る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

も
と
も
と
、
仏
者
に
と
っ
て
、
妻
子
の
存
在
は
修
行
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。
多
く
の
修
行
者
は
、
妻
子
を
捨
て
て
、
出
家
の
道
へ
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

長
明
自
身
も
そ
の
な
か
の
一
人
で
あ
っ
た
。
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長
明
は
『
発
心
集
』
に
お
い
て
、
修
道
者
の
出
離
の
話
を
い
く
つ
も
記
し
て
い
る
。

例
え
ば
、「
高
野
の
南
に
、
筑
紫
上
人
、
出
家
登
山
の
事
」（
巻
一
第
六
話
）、「
あ
る

禅
師
、
補
陀
落
山
に
詣
づ
る
事
」（
巻
三
第
五
話
）、「
斎
所
権
介
成
清
の
子
、
高
野

に
住
む
事
」（
第
七
巻
一
三
話
）
な
ど
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
に
登
場
し
た

主
人
公
は
、
追
い
す
が
る
娘
を
邪
魔
物
と
威
嚇
し
た
父
親
、
妻
子
の
必
死
の
引
き
止

め
、
哀
願
に
も
一
切
耳
を
貸
そ
う
と
せ
ず
、
一
人
で
南
海
に
消
え
て
行
っ
た
男
、
国

許
か
ら
面
会
に
き
た
肉
親
、
妻
に
、
今
生
で
の
再
会
は
二
度
と
し
な
い
と
言
い
切
っ

て
、
高
野
山
に
入
っ
て
い
っ
た
男
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
恩
愛
を
厭
離
し
、
求
道
心

を
守
り
抜
い
た
修
行
者
で
あ
っ
た
。「
悪
縁
に
あ
ひ
て
、
妻
子
を
ま
う
く
る
た
め
し

多
か
り
。
我
も
人
も
凡
夫
な
れ
ば
、
た
だ
近
づ
か
ぬ
に
は
し
か
ぬ
な
り
。」（
巻
四
第

五
話
）
と
書
い
た
よ
う
に
、
妻
子
は
悪
縁
で
あ
っ
た
。
長
明
の
考
え
で
は
、
妻
子
は

厭
離
す
べ
き
、
否
定
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
長
明
に
と
っ
て
、
恋
人
、
愛
人
、
夫

婦
の
間
だ
け
で
な
く
、
親
子
の
間
の
愛
も
、
い
く
ら
強
固
な
絆
が
存
在
し
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
結
実
す
る
こ
と
は
な
い
、
成
就
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
考

え
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
出
家
者
は
、
愛
か
ら
離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
た
長
明
は
、
大
原
に
籠
り
な
が
ら
、
子
供
へ
の
思
い
や
り
を
忘
れ
な

か
っ
た
顕
基
の
人
間
性
に
共
感
を
も
っ
て
、『
発
心
集
』
に
記
す
こ
と
に
し
た
の
で

は
な
い
か
思
わ
れ
る
。

浅
見
は
「
恩
愛
は
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
知
り
つ
つ
も
、
恩
愛
に
惹
か
れ

る
長
明
の
恩
愛
観
。」
と
述
べ
、
愛
子
の
こ
と
へ
の
心
配
り
を
忘
れ
な
か
っ
た
顕

基
の
描
き
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
肉
親
へ
の
こ
ま
や
か
な
愛
情
の
持
ち
主
、
心
優
し
い
、

豊
か
な
心
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。「
長
明
に
と
っ
て
や
は

り
そ
の
よ
う
な
情
愛
を
希
求
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
指

摘
す
る
。

兼
好
は
第
五
段
で
顕
基
の
子
へ
の
思
い
に
触
れ
て
い
な
い
が
、『
発
心
集
』
の
長
明

の
記
述
を
意
識
し
た
か
ら
こ
そ
次
に
子
を
持
つ
事
へ
の
戒
め
を
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

わ
が
身
の
や
ん
ご
と
な
か
ら
ん
に
も
、
ま
し
て
数
な
ら
ざ
ら
ん
に
も
、
子

と
い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
ん
。

前
中
書
王
・
九
条
太
政
大
臣
・
花
園
左
大
臣
、
み
な
族
絶
え
ん
事
を
ね
が

ひ
給
へ
り
。
染
殿
大
臣
も
、「
子
孫
お
は
せ
ぬ
ぞ
よ
く
侍
る
。
末
の
お
く
れ
給

へ
る
は
わ
ろ
き
事
な
り
」
と
ぞ
、
世
継
の
翁
の
物
語
に
は
い
へ
る
。
聖
徳
太

子
の
、
御
墓
を
か
ね
て
築
か
せ
給
ひ
け
る
時
も
、「
こ
ゝ
を
切
れ
、
か
し
こ
を

断
て
。
子
孫
あ
ら
せ
じ
と
思
ふ
な
り
」
と
侍
り
け
る
と
か
や
。

（
第
六
段
）

「
子
と
い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
ん
」
と
い
う
主
張
を
提
示
し
な
が
ら
、
そ
の
根

拠
を
述
べ
ず
、
そ
の
代
り
に
先
人
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
第
六
段
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
聖
徳
太
子
の
話
に
つ
い
て
、
そ
の
典
拠
は
、『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
下
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

廿
六
年
（
中
略
）
冬
十
二
月
。
太
子
命
駕
。
科
長
墓
処
監
造
墓
者
。
直
入

墓
内
。
四
望
謂
左
右
曰
。
此
処
必
断
。
彼
処
必
切
。
欲
令
応
絶
子
孫
之
後
。

墓
工
随
命
。
可
絶
者
絶
。
可
切
者
切
。
太
子
大
悦
。
即
夕
旋
駕
。
嘆
謂
妃
曰
。

遥
憶
過
去
。
因
果
相
挍
吾
未
賽
了
。
禍
及
子
孫
。
子
孫
不
続
。
豈
云
大
咎
。

孔
子
遺
教
。
无
後
者
為
不
孝
矣
。
吾
為
釈
迦
大
聖
弟
子
。
豈
為
孔
子
小
賢
弟

子
乎
。
妃
答
啓
曰
。
左
之
右
之
。
依
殿
下
命
耳
。
三
従
之
妾
。
更
何
異
望
。

太
子
善
之
。
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以
上
の
記
述
か
ら
み
れ
ば
、
聖
徳
太
子
が
、
禍
が
子
孫
に
及
ぶ
の
を
避
け
る
べ

く
断
絶
を
願
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
隠
遁
を
志
向
す
る
も
の
は
、
当
然
、
肉
親

へ
の
執
着
を
否
定
す
る
立
場
を
と
る
。
兼
好
自
身
に
嗣
子
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
に
子
孫
無
用
を
主
張
し
た
先
人
の
話
を
列
挙
し
、
自
己
正
当
化
を
図
ろ
う

と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
史
実
を
考
察
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
先
人
の
話
は
、

必
ず
し
も
事
実
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
に
、
三
木
は
、
源
有
仁
お
よ
び
そ

の
他
の
三
人
の
嗣
子
に
関
し
て
、
詳
細
な
考
察
を
行
っ
た
。

源
有
仁
は
『
今
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
往
年
の
名
士
た
ち
の
子
孫
の
は
か
ば
か

し
く
な
い
の
を
見
て
、「
我
が
子
な
ど
あ
り
と
も
か
ひ
な
か
る
べ
し
」
と
言
っ

た
と
い
う
。
有
仁
の
言
は
、
彼
自
身
に
子
が
な
か
っ
た
（
娘
は
二
人
い
た
ら

し
い
が
）
こ
と
を
自
ら
慰
め
る
た
め
の
言
の
よ
う
な
趣
が
あ
り
、
そ
れ
以
上

の
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
源
有
仁
の
ほ
か
、
他
の
三
人
に
つ
い
て
は
、
三
木
は
「
そ
れ
ぞ
れ
、
質

あ
る
い
は
量
に
お
い
て
子
に
恵
ま
れ
ず
、
人
々
に
同
情
さ
れ
た
の
は
確
か
だ
が
、
彼

ら
に
兼
好
の
よ
う
な
主
張
が
あ
っ
た
気
配
は
な
く
、
兼
好
の
論
拠
と
し
て
は
ほ
と
ん

ど
無
力
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
、
賛
同
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
も
、
兼
好
が
長
明
の
描
か
れ
た
子
供
へ
の
懸
念
を
抱
え

た
顕
基
を
意
識
し
な
が
ら
、
第
六
段
を
書
き
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
親
子
の
人

間
性
を
認
め
よ
う
と
し
た
長
明
に
対
し
、
兼
好
が
反
論
を
示
そ
う
と
す
る
姿
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。

終
わ
り
に

兼
好
が
先
行
説
話
集
よ
り
顕
基
説
話
を
引
用
す
る
際
に
、
複
数
の
書
物
に
拠
っ

て
伝
承
し
た
説
話
を
自
分
の
意
図
に
よ
っ
て
、
改
変
し
て
再
創
作
す
る
と
い
う
構
想

が
あ
る
と
論
述
し
た
。
ま
た
、
雑
多
の
構
成
要
素
か
ら
取
捨
選
択
し
、
自
分
の
主
張

と
一
致
す
る
話
柄
だ
け
を
絞
り
込
む
と
い
う
構
想
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
伝
承
し

た
先
行
説
話
を
自
分
の
意
図
に
よ
っ
て
、〈
改
変
〉
と
〈
添
削
〉
の
プ
ロ
セ
ス
を
統

制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

徒
然
草
の
内
部
に
は
、〈
自
己
表
現
〉
と
〈
自
己
隠
蔽
〉
二
つ
の
志
向
が
混
在
し

て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
己
表
現
を
示
す
と
同
時
に
、
自
分
の
主
張
と

一
致
し
な
い
話
柄
に
つ
い
て
は
、
反
論
を
そ
の
場
で
示
さ
ず
、
ほ
か
の
章
段
に
譲
る

と
い
う
執
筆
方
針
が
見
ら
れ
る
。
ま
さ
に
、
い
ず
れ
の
段
も
、〈
自
己
表
現
〉
で
あ

り
な
が
ら
、〈
自
己
隠
蔽
〉
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

三
木
に
優
れ
た
論
考
が
あ
る
。

徒
然
草
の
内
部
に
は
、
自
己
表
現
と
自
己
隠
蔽
と
い
う
対
極
的
な
二
つ
の

志
向
が
同
時
に
見
て
と
れ
る
。
前
者
の
現
わ
れ
の
代
表
が
回
想
的
諸
段
で
あ

り
、
そ
の
逆
が
説
話
的
諸
段
と
い
う
こ
と
に
形
式
的
で
は
な
り
や
す
い
が
、

そ
う
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
に
本
書
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
い
ず

れ
の
段
に
も
二
つ
の
志
向
の
微
妙
な
葛
藤
と
均
衡
を
想
像
し
て
お
い
た
方
が

無
難
で
あ
る
。
各
段
の
表
面
的
な
淡
泊
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
表
現
さ

れ
ぬ
陰
の
領
域
の
広
さ
は
お
そ
ら
く
大
方
の
予
測
を
こ
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
段
と
第
六
段
の
関
連
を
考
え
る
と
、
ま
さ
に
、「
い
ず
れ
の
段
に
も
二
つ
の
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志
向
の
微
妙
な
葛
藤
と
均
衡
」
が
想
像
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

徒
然
草
の
説
話
的
世
界
に
は
、
多
く
の
人
間
を
描
い
た
話
が
あ
る
。
今
後
は
、
増

賀
上
人
、
久
米
の
仙
人
、
西
行
、
因
幡
の
入
道
な
ど
先
行
説
話
の
受
容
の
様
相
を
検

討
し
、
兼
好
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
新
た
な
説
話
的
世
界
を
探
索
し
て
み
た
い
と
考

え
て
い
る
。

注１　

西
尾
光
一
「
徒
然
草
に
お
け
る
説
話
的
発
想
」『
説
話
文
学
小
考
』教
育
出
版　
一
九
八
五
年

一
〇
月

２　

西
尾
光
一
「
徒
然
草
の
源
泉

－説
話
」『
徒
然
草
講
座
』
第
四
巻　
有
精
堂　
一
九
七
四
年
一一
月

３　

同
１

４　

三
木
紀
人
「
徒
然
草
・
説
話
的
世
界
へ
の
接
触
」『
国
文
学
』
一
七

－
九　
一
九
七
二
年
七
月

５　

同
４

６　

徒
然
草
本
文
引
用
は
三
木
紀
人
『
徒
然
草
全
訳
注
』
講
談
社
学
術
文
庫　
一
九
七
九
年
九
月

７　

稲
田
利
徳
「「
徒
然
草
」
の
説
話
的
章
段
考
」　
『
徒
然
草
論
』
笠
間
叢
書　

二
〇
〇
八
年
一
一
月

８　
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
『
発
心
集
』
か
ら
の
影
響
関
係
を
論
じ
た
も
の
に
、
金
文
峰
「
「
徒

然
草
」
に
お
け
る
説
話
文
学
の
影
響
に
つ
い
て
―
「
発
心
集
」
か
ら
の
引
用
を
め
ぐ
っ
て
」

『
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』
一
四
巻
一
号　

二
〇
〇
二
年
一
一
月
が
あ
る

が
、
顕
基
説
話
に
つ
い
て
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

９　

本
文
引
用
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
江
談
抄 

中
外
抄 

富
家
語
』 

新
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店 　
一
九
七
九
年
六
月　

『
袋
草
子
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
九
五
年
一
〇
月

『
宝
物
集 

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊
託
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
岩
波
書
店　

 

一
九
九
三
年
一一
月

『
古
事
談
・
続
古
事
談
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
五
年
一
一
月

『
方
丈
記　

発
心
集
』
三
木
紀
人
校
注　

新
潮
日
本
古
典
集
成　

一
九
七
六
年
一
〇
月

『
平
家
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系　

 

岩
波
書
店　

一
九
七
九
年

『
撰
集
抄
』（
上
・
下
）
新
撰
日
本
古
典
文
庫   

現
代
思
潮
社　

二
〇
〇
六
年
一
〇
月

『
十
訓
抄
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　
小
学
館　

一
九
九
七
年
一
一
月

「
秋
夜
」『
菅
家
文
草　

菅
家
後
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
六
六
年

10　

戸
谷
三
都
江
「
顕
基
の
説
話
と
徒
然
草
（
一
）」『
学
苑
』一　

一
九
七
三
年
一
月

11　

同
10

12　

三
木
紀
人
「「
配
所
」
場
所
と
想
像
力
」　
『
国
文
学
』
一
八

－

九　

一
九
七
三
年
七
月

13　

長
野
嘗
一
「
宇
治
大
納
言
を
め
ぐ
る
」「
続
宇
治
大
納
言
を
め
ぐ
る
」『
説
話
文
学
論
考
』

笠
間
書
院　

一
九
八
〇
年
二
月　

所
収　

14　

同
７

15　

浅
見
和
彦
「
発
心
集

－

長
明
の
恩
愛
」『
説
話
集
の
世
界　

二
』（
説
話
の
講
座
五
）
勉
誠

社　

一
九
九
三
年
四
月

16　

同
15

17　

三
木
紀
人
『
方
丈
記
・
徒
然
草
』（
鑑
賞
日
本
の
古
典
）
尚
学
図
書　

一
九
八
〇
年
二
月

18　

同
17

19　

同
４

（
お
う　

が
ん
・
中
国
瀋
陽 

東
北
大
学
外
国
語
学
院
准
教
授　

同
大
学
中
日
比
較

文
化
研
究
所
副
所
長　

本
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
臨
時
研
究
員
）


