
谷
津
永
一
未
発
表
資
料
紹
介
「
徒
然
草
」
に
関
す
る
一
考
察

舎
）
を
成
し
て
い
く
た
め
の
、
「
徒
然
草
」
に
関
す
る
、
故
谷
溺
氏
の
考
え

方
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
評
論
に
は
題
が
付
さ
れ
て
い

な
い
。
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
仮
に
「
谷
津
永
一
未
発
表
資
料
紹
介

「
徒
然
草
」
に
関
す
る
一
考
察
」
と
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
明

ら
か
な
誤
記
と
さ
れ
る
も
の
以
外
は
、
で
き
る
限
り
忠
実
に
書
写
し
た
。

故
谷
津
永
一
氏
は
、
評
論
家
と
し
て
の
出
発
の
初
期
に
、
開
高
健
や
向

井
敏
ら
と
、
同
人
雑
誌
『
え
ん
ぴ
っ
」
（
昭
和
二
十
五
年
創
刊
）
を
発
刊
し

た
。
本
評
論
は
、
二
十
六
年
の
「
え
ん
ぴ
つ
」
解
散
後
、
南
淵
信
主
催
の

「
文
学
室
」
に
、
開
高
、
向
井
ら
と
加
入
し
て
い
っ
た
頃
（
昭
和
二
十
六

年
）
の
も
の
で
あ
り
、
評
論
家
と
し
て
の
故
谷
漂
永
一
氏
の
初
期
段
階
を

研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な
ご
論
考
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
時
代

に
書
か
れ
た
ご
論
考
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
の
関
西
大
学
卒
業
論
文

「
斉
藤
茂
吉
「
短
歌
写
生
の
説
」
研
究
」
で
、
昭
和
二
十
九
年
提
出
の
関
西

大
学
大
学
院
修
士
論
文
は
、
「
近
代
文
蕊
評
論
の
原
初
形
態
」
で
あ
っ
た
。

増
田
周
子

”
。
（

こ
こ
に
ご
紹
介
す
る
資
料
は
、
平
成
二
十
一
一
一
年
三
月
八
日
に
他
界
さ
れ

た
、
故
谷
津
永
一
関
西
大
学
名
誉
教
授
の
未
発
表
評
論
で
あ
る
。
大
阪
女

子
大
学
製
の
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
三
十
四
枚
、
約
一
万
三
千
六
百
字
程

度
の
、
「
徒
然
草
」
に
関
す
る
評
論
で
あ
る
。

故
谷
津
永
一
氏
の
、
ご
親
戚
に
あ
た
る
上
田
様
の
ご
自
宅
か
ら
先
生
の

没
後
に
発
見
さ
れ
、
谷
漂
美
智
子
夫
人
に
手
渡
さ
れ
、
関
西
大
学
国
文
学

会
が
、
現
在
拝
借
し
て
い
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
故
谷
津
永
一
氏
の
妹

に
あ
た
る
上
田
芳
様
が
大
阪
女
子
大
の
国
文
学
科
に
通
わ
れ
て
い
た
た
め
、

そ
の
原
稿
用
紙
を
使
用
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
推
定
執
筆
年
代
は
、
関

西
大
学
大
学
院
在
学
中
の
、
昭
和
二
十
八
年
～
三
十
年
頃
で
あ
ろ
う
。
筆

写
は
、
上
田
芳
様
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
〔
注
〕
も
故
谷
津
氏
の
記
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

本
資
料
か
ら
は
、
平
成
十
九
年
に
各
地
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
も
な
っ
た
、

「
知
識
ゼ
ロ
か
ら
の
徒
然
草
入
門
」
（
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日
、
幻
冬



タ
ー
‐
（
沖
・
筑
血
呼
峨
）

ど
》
う
風
炉
、
苅
内
評
価
Ｆ
隙
Ｌ
７
ェ
・
「
本
鋭
」

Ｆ

が
，
宏
州
鏡
葱
・
鎚
珂
・
混
恥
．
蹄
委
沌
Ｔ
ｒ
ず
ふ
１
番
‐
Ｌ
吟
‐
令

、
■

「
本
説
一
吋
澗
磐
遁
認
迄
↓
７
３
，
万
認
野
上
桝
墓
準
啄

明
誰
で
底
剛
・

今
つ
劇
裏
作
Ｊ
却
浪
さ
職
７
．
淵
稗
の
人
戸
脹

一

こ
の
よ
う
に
前
提
し
、
具
体
的
な
個
々
の
例
に
つ
い
て
の
考
証
が
断
続

す
る
。
そ
し
て
、
例
へ
ぱ
、

故
谷
漂
永
一
氏
は
、
昭
和
五
十
五
年
に
受
賞
さ
れ
た
「
サ
ン
ト
リ
ー
学

蕊
賞
（
文
学
・
学
術
部
門
）
」
を
は
じ
め
、
平
成
十
六
年
に
は
、
『
文
豪
た

ち
の
大
喧
嘩
」
（
新
潮
社
）
で
第
五
十
五
回
読
売
文
学
賞
を
、
平
成
十
八
年

に
は
第
四
回
毎
日
瞥
評
賞
を
受
賞
さ
れ
る
な
ど
数
々
の
賞
を
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。
博
学
で
知
識
が
深
く
、
ご
専
門
の
日
本
近
代
文
学
だ
け
で
な
く
、

日
本
古
典
文
学
、
中
国
文
学
・
思
想
、
そ
し
て
経
済
学
な
ど
幅
広
い
評
論

活
動
を
お
こ
な
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
改
め
て
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と

と
も
に
、
関
西
大
学
大
学
院
在
学
中
の
貴
並
な
評
論
と
し
て
、
あ
ま
ね
く

読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
ご
紹
介
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

徒
然
草
に
は
、
有
職
故
実
に
つ
い
て
の
記
救
が
多
い
。

あ
り
た
き
事
は
、
ま
こ
と
し
き
文
の
道
、
作
文
、
和
歌
、
管
弦
の

道
、
又
有
職
に
公
事
の
方
、
人
の
鏡
な
ら
ん
こ
そ
い
み
じ
か
る
べ
け

れ
。
（
第
一
段
）

四
つ
一
〈

侭
一
志
革
昨
脂
痩
、
圭
一
矧
職
故
噛
へ
い
つ
叩
７
勺
誕
黄
．
（
″

。
■
〃
●

必
り
た
キ
．
』
咽
丁
寧
、
：
丑
唾
こ
・
』
ご
Ｉ
』
．
．
ご
‐
一
劃
へ
、
嵯
坦
、
作
‐
雫
辿
へ

、
．
識
歌
・
蒲
辱
鎖
ら
迩
一
、
久
叫
頑
”
・
碑
Ｆ
侭
＄
、
２
，
．
人

吋
筑
壷
・
・
ノ
ん
ご
ｖ
７
』
い
み
碑
’
●
》
か
３
ペ
ィ
い
り
（
勿
一
蛾
）

員
の
よ
う
一
仁
開
，
礎
‐
』
．
、
目
匪
へ
俸
吋
雪
個
渥
の
例
帽
っ
卸

７
９
蚕
撰
ざ
吋
城
γ
３
４
曲
７
‐
．
、
７
．
例
へ
噸
・

釘
‐
産
の
鰯
》
、
き
手
．
一
散
《
落
す
．
雷
γ
な
§
さ
だ
恋
●
↑
小
３
‐
躯
，
．

Ｆ
嘩
謁
，
７
叫
ず
一
・
》
鈍
胞
一
ｋ
』
こ
ど
ご
嘘
３
・
寧
・
、
ｖ
言
う
毒
《
皿
Ｉ
》

冠
や
曾
・
１
．
ど
ど
聖
ぱ
う
迄
跨
嘩
ね
．
嘩
匙
打
．
班
●
，
鷺

Ｉ
唾
・
下
・
雫
鴛
、
よ
上
・
恥
Ｊ
こ
い
＆
野
亘
Ⅷ
，
『
”
，
心
ざ
や
』
３
率
鋭



（
１
）

こ
の
記
戦
を
、
沼
波
瑛
音
は
、
次
の
よ
う
に
批
評
し
て
ゐ
る
。

兼
好
は
、
こ
の
書
の
所
々
に
現
れ
て
る
や
う
に
、
故
実
と
云
事
に

大
変
趣
味
を
有
っ
て
た
。
こ
の
談
の
如
き
は
、
故
実
其
の
事
以
外
に

今
の
内
裏
作
り
い
だ
さ
れ
て
、
有
職
の
人
々
に
見
せ
ら
れ
け
る
に
、

い
づ
く
も
難
な
し
と
て
、
す
で
に
遷
幸
の
日
ち
か
く
な
り
け
る
に
、

玄
輝
門
院
御
覧
じ
て
、
閑
院
殿
の
櫛
形
の
穴
は
、
ま
る
く
、
ふ
ち
も

な
く
て
ぞ
有
り
し
と
仰
せ
ら
れ
け
る
、
い
み
じ
か
り
け
り
。
是
は
え

ふ
の
入
り
て
、
木
に
て
ふ
ち
を
し
た
り
け
れ
ば
、
あ
や
ま
り
に
て
、

な
ほ
さ
れ
に
け
り
。
（
第
三
十
三
段
）

御
産
の
と
き
、
甑
落
す
邪
は
、
さ
だ
ま
れ
る
事
に
は
あ
ら
ず
。
御

胞
衣
と
ど
こ
ほ
る
と
き
の
ま
じ
な
ひ
な
り
。
と
ど
こ
ほ
ら
せ
給
は
ね

ば
此
の
事
な
し
。
下
ざ
ま
よ
り
こ
と
お
こ
り
て
、
さ
せ
る
本
説
な
し
。

（
第
六
十
一
段
）

し
か
し
、
こ
の
批
評
は
見
当
違
い
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
玄
輝
門
院
の

発
言
が
、
結
果
と
し
て
、
「
実
際
的
美
学
」
な
る
も
の
に
叶
っ
て
い
た
か
否

か
は
、
暫
く
措
く
。
す
く
な
く
と
も
徒
然
草
の
記
栽
の
埼
内
か
ら
推
察
す

る
と
、
彼
女
の
発
想
が
、
主
観
的
に
な
ん
ら
か
の
審
美
的
意
識
に
基
い
て

い
た
と
考
へ
る
こ
と
は
、
無
理
で
あ
る
。
彼
女
は
、
単
に
煙
滅
し
た
過
去

の
様
式
を
想
起
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
兼
好
は
、
彼
女
の
記
憶
そ
の
も
の
を
、

「
い
み
じ
か
り
け
り
」
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
兼
好
は
、
「
ま
る
く
、

ふ
ち
も
な
く
て
ぞ
有
り
し
」
形
と
、
「
え
ふ
の
入
り
て
、
木
に
て
ふ
ち
を
し

た
」
る
形
と
を
、
比
較
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
玄
輝
門
院
に
と
っ
て
も
、

も
、
天
下
の
有
職
が
、
浅
薄
な
知
識
で
も
っ
て
、
ヘ
イ
こ
れ
で
結
櫛

で
す
と
、
云
っ
た
の
が
、
恩
ひ
も
寄
ら
ぬ
玄
輝
門
院
、
女
儀
に
わ
た

ら
せ
ら
れ
る
方
の
為
に
、
ぶ
ち
こ
は
れ
た
と
云
事
も
痛
快
に
思
っ
た

の
で
あ
ら
う
。
又
唯
円
い
だ
け
の
櫛
形
と
、
葉
の
入
っ
た
、
し
か
も

縁
附
の
櫛
形
と
は
、
品
格
が
違
ふ
。
後
者
は
コ
セ
ノ
～
し
て
ゐ
る
。

前
者
は
簡
素
で
、
そ
し
て
神
々
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
故
実
と
云
事

は
た
ザ
形
式
の
学
の
や
う
で
あ
る
が
、
そ
の
形
式
に
現
は
れ
る
精
神
、

そ
の
形
式
か
ら
与
へ
ら
れ
る
感
じ
、
を
味
ふ
と
、
こ
の
方
面
の
事
を

知
る
と
云
事
が
な
か
／
、
深
み
で
あ
り
面
白
い
。
云
っ
て
見
る
と
、

実
際
的
美
学
と
で
も
云
ふ
く
き
も
の
で
あ
ら
う
。

岨
○
七

と
い
う
風
に
、
そ
の
評
価
に
際
し
て
は
、
「
本
説
」
の
有
無
が
、
裁
定
の

基
準
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
本
説
」
の
有
無
を
認
定
す
る
法
お
よ
び

基
準
は
、
明
確
で
な
い
。



一
人
だ
け
の
証
言
に
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
言
が
、
思
い
違
い
、
或
い
は
、
ハ
ッ
タ
リ
で
な
い

と
い
う
保
証
が
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
に
、
橘
純
一
の
註
に
よ

れ
ば
、
玄
輝
門
院
は
閑
院
殿
焼
亡
当
時
は
十
四
才
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
令

で
は
、
ま
だ
彼
女
は
入
内
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

善
意
に
解
す
れ
ば
、
玄
輝
門
院
も
ま
た
、
閑
院
殿
の
櫛
形
の
穴
を
、
実
際

に
観
察
し
た
誰
か
に
、
教
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

依
然
と
し
て
、
そ
の
「
誰
か
」
の
観
察
・
記
憶
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
疑

問
が
残
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
で
に
煙
滅
し
た
有
職
故
実
に
つ
い
て
、

た
ず
一
人
し
か
そ
れ
を
記
憶
し
て
い
る
人
が
い
な
い
場
合
、
そ
の
記
憶
の

真
実
性
を
確
か
め
る
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
疑
い
を
さ
し

は
さ
む
こ
と
は
、
す
こ
し
も
無
理
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な

（
３
）

信
過
性
に
つ
い
て
、
兼
好
は
、
終
始
、
無
批
判
的
で
あ
る
。
、
水
積
安
明
氏

ま
、

兼
好
が
、
既
に
固
定
化
し
、
現
実
性
を
失
ひ
、
更
に
は
存
在
し
た

事
さ
へ
も
忘
れ
ら
れ
て
了
っ
た
有
職
故
実
に
泥
み
、
而
も
そ
れ
ら
を

愛
撫
し
、
そ
の
ほ
こ
ろ
び
を
嘆
く
点
に
於
い
て
、
全
く
、
鎌
倉
末
期

の
、
既
に
現
実
の
地
盤
を
喪
失
し
、
或
は
喪
失
し
つ
つ
あ
っ
た
貴
族

た
ち
の
、
消
極
的
な
も
の
の
考
へ
方
を
、
極
め
て
鋭
敏
に
反
映
す
る

四
○
八

兼
好
に
と
っ
て
も
、
窓
の
櫛
穴
の
ふ
た
つ
の
様
式
の
ど
ち
ら
が
美
し
い
か
、

と
い
う
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
い
ず
れ

の
様
式
が
「
本
説
」
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題

で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
当
時
の
有
職
故
実
は
沼
波
壇
音
の
考
え
た
よ

う
な
「
実
際
的
美
学
」
に
立
脚
す
る
こ
と
を
、
そ
の
主
要
な
構
成
原
理
と

し
て
い
た
と
は
考
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
、
玄
輝

門
院
の
記
憶
が
、
正
確
な
事
実
を
伝
へ
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
兼
好
が

そ
れ
を
「
い
み
じ
か
り
け
り
」
と
評
価
し
た
そ
の
態
度
に
、
当
時
の
時
代

的
精
神
か
ら
す
れ
ば
、
非
難
の
余
地
は
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
問
題

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
玄
輝
門
院
の
記
憶
が
、
事
実
を
正
確
に
伝
へ
て
い
る
か

否
か
を
、
何
に
よ
っ
て
判
断
す
る
か
、
と
い
う
点
に
か
、
っ
て
く
る
。
し

か
る
に
、
「
有
職
の
人
々
に
見
せ
ら
れ
け
る
に
、
い
づ
く
も
難
な
し
と
て
、
」

と
あ
る
文
面
か
ら
推
察
す
る
と
、
「
閑
院
殿
の
櫛
形
の
穴
」
に
つ
い
て
証
言

し
た
の
は
、
玄
輝
門
院
た
ず
一
人
で
あ
っ
た
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
ワ
』
）

橘
純
一
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
「
今
の
内
裏
」
は
、
花
園
帝
に
よ
っ
て
再
建

さ
れ
、
花
園
後
醍
醐
二
帝
の
内
裏
と
な
っ
た
建
物
で
あ
る
。
一
方
、
「
閑
院

殿
」
は
、
高
倉
帝
か
ら
後
深
草
帝
迄
の
間
皇
居
で
あ
っ
た
建
物
で
、
正
元

元
年
五
月
に
焼
亡
し
、
後
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
挿
話
の

あ
っ
た
時
代
に
は
、
「
閑
院
殿
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、

現
在
調
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
過
去
の
建
物
の
様
式
に
つ
い
て
の
、
た
ず



も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
今
、
分
析
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
こ
で
兼
好
の
言
う
「
ふ
る
き
世
」
も
、
具
体
的
に
実
在
し
た
特
定
の
社

会
を
指
し
て
い
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
兼
好
が
「
ふ
る
き
世
」
と
い
う
言
葉

で
指
示
し
よ
う
と
欲
し
た
、
或
る
社
会
の
影
像
を
意
味
し
て
い
る
筈
で
あ

る
。
有
職
故
実
と
い
う
具
体
性
の
あ
る
、
調
査
可
能
な
些
事
に
つ
い
て
す

、
、

ら
、
非
実
証
的
で
あ
り
、
・
窓
意
的
で
あ
っ
た
兼
好
が
、
「
ふ
る
き
世
」
と
い

う
構
想
的
な
思
惟
に
つ
い
て
は
、
厳
密
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
兼
好
の
指
示
し
た
「
ふ
る
き
世
」
が
、
歴
史
上
の
ど
の
時

ぜ
兼
好
は
信
過
し
尊
敬
し
得
た
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
兼
好
が
、
た
と
へ

ば
永
積
氏
の
言
う
よ
う
に
、
有
職
故
実
を
そ
の
も
の
と
し
て
、
保
存
し
記

録
す
る
こ
と
に
だ
け
、
注
意
を
向
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
態

度
は
甚
だ
解
し
難
い
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
彼
の
有
職
故
実
に

つ
い
て
の
関
心
が
、
実
は
他
の
な
ん
ら
か
別
の
志
向
の
表
現
を
、
有
職
故

実
に
か
こ
つ
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
風
に
考
へ
れ
ば
、
矛
盾
は
な
く
な
る
。

そ
う
理
解
す
れ
ば
、
有
職
故
実
の
「
本
説
」
に
対
す
る
兼
好
の
無
批
判
性

も
、
一
応
諒
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
ふ
る
き
世
」
の
場
合
も

ま
た
同
様
で
あ
る
。

な
に
事
も
、
ふ
る
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
。
今
や
う
は
む
げ
に

い
や
し
く
こ
そ
な
り
ゆ
く
め
れ
。
（
第
二
十
二
段
）

閥
。
北

と
い
う
風
に
、
有
職
故
実
に
対
す
る
兼
好
の
関
心
と
い
う
現
象
か
ら
推
測

し
て
、
彼
の
精
神
の
社
会
的
歴
史
的
意
義
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

兼
好
が
、
有
職
故
実
を
、
単
に
有
職
故
実
と
し
て
の
み
愛
し
た
の
か
ど
う

か
は
、
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
兼
好
は
、
た
と
へ
ば
、
こ
の
玄

輝
門
院
の
証
言
を
記
し
た
場
合
に
お
い
て
、
有
職
故
実
と
し
て
提
唱
さ
れ

た
も
の
が
、
果
し
て
本
当
に
「
本
説
」
あ
る
も
の
か
ど
う
か
を
考
へ
る
こ

と
な
く
、
信
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
、
第
三
十
三
段
に
だ
け

現
は
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
四
十
八
段
の
「
供
御
」
に
つ
い
て
は
、

マ
マ

「
御
鳥
羽
院
」
た
す
一
人
、
第
一
ハ
十
四
段
の
「
車
の
五
つ
緒
」
に
つ
い
て

は
、
「
あ
る
人
」
た
管
一
人
、
第
九
十
五
段
の
「
箱
の
く
り
か
た
に
緒
を
つ

く
る
事
」
に
つ
い
て
は
、
「
あ
る
有
職
の
人
」
た
グ
ー
人
、
第
百
段
の
「
殿

上
に
て
水
を
め
し
け
る
」
場
合
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
久
我
の
相
国
」

た
ざ
一
人
、
以
下
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
、
た
ず
一
人
だ

け
が
行
っ
た
言
説
及
び
作
法
を
、
尊
敬
の
念
を
以
て
賞
讃
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
信
懸
性
に
つ
い
て
は
、
兼
好
は
疑
問
を
感
じ
て
い
な
い
。
兼
好

の
有
職
故
実
に
対
す
る
尊
重
は
、
そ
の
伝
承
の
真
偽
を
調
べ
よ
う
と
す
る

意
志
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
確
証
に
乏
し
い
有
職
故
実
に
関
す
る
証
言
を
、
な



あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
兼
好
の
、
す
く
な
く
と
も
有
職
故
実
に
対
す
る
態

度
は
、
人
間
の
記
憶
伝
承
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
不
信
を
欠
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
じ
事
情
を
、
「
ふ
る
き
世
」
に
対
す
る
敬
愛
の
場
合

に
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ふ
る
き
世
」
「
古
代
の
姿
」
が
、
当
該

時
代
の
実
際
に
符
合
し
て
い
る
か
否
か
は
、
兼
好
に
と
っ
て
、
全
く
問
題

に
は
な
ら
な
い
。
彼
と
同
時
代
に
お
い
て
、
「
ふ
る
き
世
」
「
古
代
の
姿
」

を
見
倣
さ
れ
て
い
る
遺
物
や
様
式
や
観
念
が
、
兼
好
に
と
っ
て
、
敬
愛
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
兼
好
に
よ
っ
て
「
有
職
故

実
」
「
ふ
る
き
世
」
「
古
代
の
姿
」
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
よ
く
調

べ
て
み
れ
ば
、
「
有
職
故
実
」
で
も
な
く
、
「
ふ
る
き
世
」
で
も
な
く
、
「
古

代
の
姿
」
と
は
関
係
が
な
い
場
合
も
、
当
然
起
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
で

あ
る
の
に
、
例
へ
ぱ
、

常
磐
井
の
相
国
出
仕
し
給
ひ
け
る
に
、
勅
普
を
持
ち
た
る
北
面
あ

ひ
奉
り
て
、
馬
よ
り
お
り
た
り
け
る
を
、
相
国
後
に
、
「
北
面
な
に
が

し
は
、
勅
瞥
を
も
ち
な
が
ら
、
下
馬
し
侍
り
し
者
な
り
。
か
ほ
ど
の

者
、
い
か
で
か
君
に
つ
か
う
ま
つ
り
候
ふ
く
き
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、

北
面
を
は
な
た
れ
に
け
り
。
勅
書
を
、
馬
の
上
な
が
ら
、
さ
さ
げ
て

見
せ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
お
る
べ
か
ら
ず
と
ぞ
。
（
第
九
十
四
段
）

四
○

代
に
該
当
す
る
か
、
と
い
う
風
な
、
兼
好
の
意
識
の
時
代
性
に
関
す
る
実

（
４
）

証
的
研
究
は
、
風
巻
景
次
郎
氏
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら

く
そ
れ
ら
の
結
論
は
、
誤
っ
て
は
い
な
い
だ
ら
う
。
只
、
兼
好
が
「
ふ
る

き
世
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
或
る
特
定
の
社
会
の
様
相
を
考
へ
て
い

た
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
い
が
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
そ
の
時
代
に
対

す
る
認
識
が
、
現
実
の
事
情
と
合
致
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
兼
好
が
、
有
職
故
実
に
か
こ
つ
け
て
表
白
し
た
か
っ
た
志
向
と
は

何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
、
兼
好
の
同
時
代
に
お
い
て
、
有
職
故
実
を
伝

承
し
て
い
る
と
、
彼
に
よ
っ
て
見
倣
さ
れ
た
一
群
の
人
々
に
対
す
る
尊
重

の
念
で
あ
る
。
兼
好
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
有
職
故
実
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
伝
へ
た
人
間
た
ち
で
あ
っ
た
の
だ
。
有
職
故
実
を

伝
へ
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
へ
て

い
る
も
の
の
内
容
の
真
偽
は
、
兼
好
に
と
っ
て
、
問
う
所
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
本
来
、
有
職
故
実
の
探
索
・
復
興
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
そ

れ
が
現
在
す
で
に
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
亡
び
去
ろ
う
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
社
会
・
歴
史
・
人
間
は
、
一
定
の
儀
典
・
様

式
を
、
容
易
に
忘
却
し
去
る
も
の
だ
と
い
う
事
態
の
認
識
が
、
探
索
の
第

一
歩
を
な
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
有
職
故
実
を
本
気
に
探
索
す

る
者
は
、
人
間
の
記
憶
伝
承
の
頼
り
な
さ
を
実
感
し
て
い
る
の
が
当
然
で



ま
ず
間
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
聖

『
ｑ
↓
可

の
真
過
性
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
一
一
と

は
評
価
し
難
い
。
こ
こ
に
お
い
て
も
挙

る
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
風
に
、
人
一
人
の
戯
首
に
迄
発
展
し
た
問
題
を
も
、
兼
好
は
一
方

的
に
肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
挿
話
に
は
、
諒
解
し
が
た
い
点
が

あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、
北
面
の
侍
た
ち
の
間
に
、

勅
書
を
所
持
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
貴
顕
に
出
合
っ
て
も
下
馬
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
知
識
が
、
一
般
に
普
及
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
が
、

ま
ず
間
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
は
「
常
磐
井
の
相
国
」
の
発
言

『
ｑ
↓
可

の
真
過
性
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
一
一
点
の
究
明
な
く
し
て
は
、
こ
の
挿
話

は
評
価
し
難
い
。
こ
こ
に
お
い
て
も
兼
好
の
態
度
は
、
甚
だ
窓
意
的
で
あ

徒
然
草
に
は
一
見
し
て
矛
盾
を
感
じ
ら
れ
る
言
説
が
多
い
こ
と
に
関
し
、

永
積
安
明
氏
は
先
に
引
い
た
論
考
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
断
定
し
た
。

そ
の
反
措
定
的
性
格
を
持
つ
対
照
物
を
持
ち
来
り
、
そ
の
対
照
物
の
性
格
・

威
厳
を
借
ろ
う
と
す
る
行
き
方
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
・

論
法
の
意
義
は
、
持
ち
出
さ
れ
た
対
照
物
の
性
格
の
如
何
よ
り
も
、
更
に

直
接
的
に
は
、
発
想
の
場
及
び
条
件
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
す
な
は
ち
、

徒
然
草
に
お
い
て
も
、
作
者
の
思
考
態
度
の
特
色
は
、
兼
好
の
発
想
の
場

及
び
条
件
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
二
三
の
例
を
考
へ
た
だ
け
で
も
、
兼
好
は
一
つ
の
事
物
に

対
し
て
、
そ
れ
を
平
面
的
・
形
式
的
に
の
み
見
る
事
を
せ
ず
、
そ
の

対
象
を
種
々
の
契
機
に
於
い
て
捉
へ
よ
う
と
し
、
又
捉
へ
得
た
事
が

注
目
さ
れ
る
。
而
も
事
物
は
、
一
面
的
な
平
面
性
に
於
い
て
現
象
す

る
も
の
で
な
く
、
多
面
的
な
立
体
性
に
於
い
て
顕
現
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
曾
て
、
人
々
に
そ
の
矛
盾
を
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
叙
述
こ

そ
は
、
外
な
ら
ぬ
徒
然
草
の
論
理
の
正
確
さ
と
深
さ
と
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
り
、
（
後
略
）

二

ｕ

む

以
上
の
よ
う
に
、
兼
好
の
有
職
故
実
に
対
す
る
態
度
は
、
有
職
故
実
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
玄
輝
門
院
・
御
鳥
羽
院
．
あ
る
人
．
あ
る
有
職
の
人
・

久
我
の
相
国
・
常
磐
井
の
相
国
ら
の
人
々
に
対
す
る
一
方
的
な
尊
敬
を
あ

ら
は
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
兼
好
の
眼
前
の
人
間
群
の
賞
揚
が
そ
の
中

心
的
課
題
で
あ
り
、
有
職
故
実
の
記
述
は
、
そ
の
仮
託
に
す
ぎ
な
い
。
従

っ
て
ま
た
、
「
ふ
る
き
世
」
「
古
代
の
姿
」
も
、
「
今
や
う
」
に
対
す
る
反
措

定
と
し
て
、
「
お
と
ろ
へ
た
る
末
の
世
」
の
対
照
と
し
て
、
持
ち
出
さ
れ
て

マ
マ

い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
ふ
る
き
世
」
「
古
代
の
姿
」
を
、
全
円
的
に
描
写
し

復
元
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
意
図
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
法

が
、
徒
然
草
の
作
者
の
思
考
態
度
を
特
色
づ
け
る
重
要
な
要
素
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
も
の
を
賞
揚
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
に
際
し
て
、



特
色
が
あ
る
の
だ
。
兼
好
の
考
へ
方
が
こ
の
逆
の
筋
道
を
辿
っ
た
の
で
は

決
し
て
な
い
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
性
格
を
異

に
す
る
二
様
の
言
説
を
、
た
ぎ
並
列
的
に
考
察
し
た
の
で
は
意
味
が
な
い
。

前
者
の
よ
う
な
考
へ
方
か
ら
後
者
へ
と
、
兼
好
の
認
識
が
深
ま
っ
た
そ
の

過
程
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
く
と
も
本
文
に
あ
ら
は
れ
た
限

り
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
条
の
言
説
の
間
に
は
、
思
考
の
連
続
を
意
味
す

る
道
程
が
、
観
取
で
き
な
い
こ
と
に
、
注
目
し
よ
う
。

第
八
段
の
、
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲
に
は
し
か
ず
」
と
い
う

判
断
は
、
処
世
の
時
間
的
な
経
験
が
教
へ
る
、
世
態
人
情
観
察
の
一
般
的

な
公
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
い
現
は
し
さ
へ
す
れ
ば
、
大
抵
の
場
合

に
ま
ず
間
違
い
は
な
い
と
い
う
、
最
小
公
倍
数
的
な
認
識
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
感
慨
・
認
識
に
達
す
る
た
め
に
は
、
ひ
と
つ
Ｉ
、
の
実
際
に
直
面

し
て
体
験
し
実
感
し
苦
悶
す
る
こ
と
を
、
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
す

な
は
ち
こ
れ
は
、
規
定
と
し
て
の
適
確
さ
よ
り
も
、
信
条
と
し
て
の
効
果

の
方
を
、
よ
り
重
ん
じ
た
見
方
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
安
住
し
て
し
ま
っ

て
は
、
そ
の
人
の
も
の
の
考
へ
方
が
更
に
深
ま
る
こ
と
は
な
い
。
「
ま
ど
は

す
」
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
意
味
、
そ
の
深
度
と
規
模
と
持
続
、
そ
の
よ

う
な
事
態
と
人
間
の
真
実
性
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
考
へ
を
進
め
て

ゆ
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
定
言
命
題
に
、
自
分
を
釘
づ
け
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
も
し
、
第
三
段
の
言
説
が
、
第
八
段
の
感
慨
．

1J期

し
か
し
、
果
し
て
兼
好
は
、
物
事
を
「
多
面
的
」
「
立
体
的
」
に
捉
へ
て
い

る
だ
ら
う
か
。

第
八
段
、
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲
に
は
し
か
ず
」
の
条
と
、

第
三
段
、
「
よ
ろ
ず
に
い
み
じ
く
と
も
、
色
こ
の
ま
ざ
ら
ん
男
は
い
と
さ
う

ざ
う
し
く
、
玉
の
届
の
当
な
き
こ
こ
ち
ぞ
す
べ
き
」
の
条
と
の
対
比
に
つ

い
て
、
永
積
氏
は
、
八
段
が
「
人
間
の
弱
点
の
、
あ
り
の
ま
、
の
認
識
」

な
の
で
あ
り
、
三
段
は
「
か
、
る
事
実
の
蔑
視
に
対
す
る
反
対
」
で
あ
る

か
ら
、
「
少
し
の
矛
盾
も
な
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
勿
論
、
氏
の
解
釈
は

妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
兼
好
が
真
に
「
多
面
的
な
立
体
性
に
お
い

て
顕
現
す
る
」
現
実
を
そ
の
通
り
に
把
握
し
表
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
た

の
な
ら
ば
、
何
故
こ
の
二
様
の
見
解
を
、
分
離
し
た
条
に
放
置
し
た
の
で

あ
ら
う
か
。
そ
の
理
由
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
篇
の
文
章
の
発

想
の
条
件
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
第
八
段
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
世
間
並
み
の
陳
腐
な
感
慨

で
あ
っ
て
、
彼
の
独
自
な
見
解
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
第
三
段
は
、

古
来
人
口
に
膳
炎
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
本
恋
愛
思
想
史
上
、
注
目
す
べ

（
５
）

き
文
献
」
と
い
う
評
語
も
あ
る
程
、
兼
好
の
独
創
性
を
発
揮
し
た
言
説
で

あ
る
。
す
な
は
ち
、
第
八
段
の
よ
う
な
世
間
一
般
の
考
え
方
を
よ
く
知
り
、

そ
の
妥
当
な
こ
と
を
理
解
し
乍
ら
、
同
時
に
、
第
三
段
の
よ
う
に
、
そ
れ

と
相
反
す
る
よ
う
な
警
抜
な
認
識
に
到
達
し
得
た
と
い
う
点
に
、
兼
好
の



わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
コ
ジ
ッ
ケ
も
甚
し
い
。
第
六
段
に
お
い
て
は
、

一
般
の
人
が
、
子
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
寄
せ
て
い
る
無
批
判
的

な
肯
定
的
評
価
に
反
溌
し
、
子
を
育
て
る
と
い
う
い
と
な
み
の
中
に
あ
る

否
定
的
要
素
を
摘
発
し
て
み
せ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
子
を
持
つ
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と
、
そ
の
否
定
的
側
面
と
を
計
競
評
価
比
較

し
て
の
結
論
で
は
な
い
。
否
定
的
要
素
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
、
思
考
の
帰
結
で
は
な
く
、
反
射
的
反
措
定
で
あ
る
。
第
百
四
十

二
段
に
お
い
て
、
荒
夷
の
言
葉
は
、
「
世
を
す
て
た
る
人
の
、
よ
る
づ
に
す

る
す
み
な
る
が
、
な
べ
て
ほ
だ
し
お
ほ
か
る
人
の
、
よ
る
づ
に
へ
つ
ら
ひ
、

望
ふ
か
き
を
見
て
、
む
げ
に
思
ひ
く
た
す
は
僻
事
な
り
」
と
言
う
た
め
の
、

伏
線
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
を
「
む
げ
に

思
ひ
く
た
す
」
世
間
一
般
の
態
度
に
対
し
、
反
措
定
を
試
み
よ
う
と
し
た

わ
け
で
あ
る
。

（
６
）

山
口
剛
氏
は
こ
の
一
一
カ
条
の
言
説
を
、
次
の
よ
う
に
結
び
つ
け
た
。

即
ち
こ
の
教
養
な
く
覚
悟
な
き
者
も
、
子
を
持
て
ば
よ
く
も
の
、

あ
は
れ
を
知
り
得
る
事
を
い
ひ
ま
し
た
。
こ
れ
を
逆
に
考
へ
る
と
、

真
の
教
養
あ
る
者
は
、
子
な
く
と
も
す
で
に
、
子
を
持
つ
親
心
を
理

解
し
得
る
が
故
に
、
必
ず
し
も
子
あ
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
と
い
ふ

事
に
な
り
ま
す
。
子
と
い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
む
と
第
六
段
に
い

IEIイ

ニ
ー

認
識
の
深
化
・
発
展
の
結
果
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
、
第
八
段
的
な
考

へ
方
の
修
正
・
増
補
の
上
に
、
そ
の
観
察
が
う
ち
立
て
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
第
三
段
の
見
解
は
、
あ
く
ま
で
も
、
色
を
こ

の
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
俗
世
間
的
非
難
に
対
す
る
反
措
定
と
し

て
、
書
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
兼
好
は
、
ひ
と
つ
の
既
成
の
俗
見
に

対
す
る
反
射
的
抵
抗
と
し
て
、
正
反
対
の
極
限
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
見
解
が
洞
察
で
あ
り
卓
抜
で
あ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
明
ら
か
で
あ

る
が
、
そ
の
洞
察
・
卓
抜
が
、
認
識
の
深
化
、
思
考
の
発
展
と
し
て
で
は

な
く
、
反
射
的
な
反
措
定
と
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
事
情
が
、

二
つ
の
条
を
、
分
離
し
た
か
た
ち
で
描
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
根
本
の

理
由
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
永
積
氏
は
、
第
六
段
の
、
「
子
と
い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
ん
」
と
、

第
百
四
十
二
段
の
「
子
故
に
こ
そ
、
よ
る
ず
の
あ
は
れ
は
思
ひ
し
ら
る
れ
」

と
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
前
者
の
言
は
、
「
時
間
の
発
展
と
と
も
に
、
世
界
は

当
然
転
化
す
る
と
い
ふ
事
、
従
っ
て
、
人
間
社
会
の
転
変
は
必
然
で
あ
り
、

避
く
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
と
云
ふ
事
」
の
認
識
で
あ
り
、
後
者
は
古

代
の
「
満
ち
足
り
た
姿
へ
の
懐
古
・
憧
慢
の
は
げ
し
さ
」
を
あ
ら
は
し
て

い
る
と
説
明
し
、
こ
の
両
様
の
見
解
に
よ
っ
て
、
「
子
に
於
け
る
二
つ
の
契

機
が
、
夫
々
の
具
体
的
な
場
合
に
於
い
て
語
ら
れ
て
い
る
」
と
弁
護
す
る
。

は
か
ら
ず
も
兼
好
は
氏
に
よ
っ
て
弁
証
法
哲
学
者
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た



ふ
の
は
、
あ
ら
夷
と
異
る
階
級
の
士
に
対
す
る
場
合
で
す
。
い
ふ
所

に
相
異
な
き
を
得
な
い
訳
で
す
。

兼
好
の
言
説
か
ら
「
真
の
教
養
あ
る
者
は
、
子
な
く
と
も
す
で
に
、
子
を

持
つ
親
心
を
理
解
し
得
る
が
故
に
、
必
ず
し
も
子
あ
る
事
を
要
求
し
な
い
」

と
い
う
意
味
を
引
き
出
す
に
至
っ
て
は
、
批
判
の
跨
外
で
あ
る
。
山
口
氏

の
よ
う
に
、
徒
然
草
の
言
説
を
、
表
面
的
に
の
み
辻
棲
を
合
は
せ
よ
う
と

す
る
こ
と
は
、
真
の
理
解
に
到
達
す
る
道
で
は
な
い
。
何
に
促
が
さ
れ
て
、

何
を
目
途
に
、
兼
好
の
言
説
が
発
想
さ
れ
た
か
を
、
遡
及
的
に
分
析
し
て

の
み
、
彼
の
真
意
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

又
、
第
百
七
十
五
段
の
前
半
が
、
「
全
く
酒
へ
の
耽
溺
の
完
膚
な
き
攻

撃
」
で
あ
る
に
対
し
、
後
半
は
「
社
交
の
媒
介
者
と
し
て
の
、
酒
の
効
用

を
述
べ
」
て
い
る
の
は
、
「
事
物
の
両
面
に
対
す
る
観
察
の
、
彼
に
於
け
る

可
能
性
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
永
積
氏
は
言
う
。
た
し
か
に
兼
好

は
、
事
物
に
両
面
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
描
い
て
み
せ
た

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
故
に
、
そ
の
よ
う
な
両
面
が
生
じ
る
の
か
を
、

兼
好
は
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
酒
と
い
う
同
一
の
も
の
が
、
相
反
す

る
機
能
を
発
揮
す
る
の
は
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
場
の
条
件
を
異
に
す
る
か

ら
で
あ
る
が
、
兼
好
は
、
そ
う
い
う
条
件
の
差
を
分
析
し
対
比
し
よ
う
と

は
し
な
い
。
彼
の
認
識
は
、
あ
く
ま
で
も
、
現
実
観
察
又
は
俗
見
に
対
す

る
反
射
と
し
て
の
、
反
措
定
意
識
の
野
内
に
と
ぎ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
【
ｊ
）

小
林
秀
雄
氏
は
、
徒
然
草
の
読
後
感
を
、
次
の
よ
う
に
要
約
し
た
。

ｑ
一
ｑ

Ｍ
－
Ⅲ

こ
の
理
解
は
誰
弁
で
あ
る
。
第
一
に
、
第
六
段
及
び
第
百
四
十
二
段
は
、

「
も
の
、
あ
は
れ
を
知
り
得
る
」
た
め
の
方
策
と
し
て
、
子
を
持
つ
こ
と
の

可
否
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
山
口
氏
は
、
兼
好
が
結
果
論
と
し
て

言
っ
て
い
る
こ
と
を
、
目
的
論
に
誤
解
し
た
の
で
あ
る
。
兼
好
は
、
「
あ
る

荒
夷
」
の
一
言
か
ら
想
を
発
し
て
、
「
さ
れ
ば
、
盗
人
を
い
ま
し
め
、
ひ
が

ご
と
を
の
み
つ
み
せ
ん
よ
り
は
、
世
の
人
の
餓
ゑ
ず
、
寒
か
ら
ぬ
や
う
に
、

世
を
ば
お
こ
な
は
ま
ほ
し
き
な
り
」
と
い
う
風
に
、
人
間
の
行
為
を
社
会

的
意
義
に
於
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
兼
好
の
推
論
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
知
ら
ぬ
と
い
う
問
題

を
超
え
て
い
る
。
勿
論
、
兼
好
の
こ
の
思
考
は
、
孟
子
梁
恵
王
章
句
上
や
、

孔
子
家
語
顔
回
の
章
や
、
帝
範
の
務
農
の
記
載
論
説
を
、
知
識
と
し
て
想

起
し
た
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
当
時
の
社
会
を
観
察
分
析
し
た
結
果
で
あ

る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
た
と
え
漢
籍
の
知
識
を
借
り
て
で
は
あ
っ

て
も
、
兼
好
の
理
解
力
は
、
一
応
の
社
会
的
広
が
り
に
は
達
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、
第
百
四
十
二
段
を
一
続
き
の
全
体
と
し
て
読
め
ば
、
当
然
納
得

の
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
山
口
氏
の
よ
う
に
、
本
文
の
一
部
を
切
り
離
し
て

盗
意
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
は
ん
や
、



が
事
物
或
い
は
俗
見
に
対
す
る
反
射
的
な
反
措
定
と
し
て
発
想
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
の
態
度
は
、
徒
然
草
の
諸
記
述
を
一
貫

し
て
支
配
し
、
限
界
を
設
け
て
い
る
。
有
職
故
実
の
尊
重
が
、
実
は
眼
前

の
「
今
や
う
」
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
肝

心
の
有
職
故
実
そ
の
も
の
の
究
明
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ

う
な
発
想
は
、
思
考
そ
れ
自
体
の
深
化
・
発
展
・
自
律
を
、
制
限
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

集
っ
て
来
る
。

彼
に
は
常
に
物
が
見
え
て
ゐ
る
、
人
間
が
見
え
て
ゐ
る
、
見
え
過

、
、

ぎ
て
ゐ
る
、
ど
ん
な
思
想
も
意
見
も
彼
を
動
か
す
に
足
り
ぬ
。
評
家

は
、
彼
の
尚
古
趣
味
を
云
々
す
る
が
、
彼
に
は
趣
味
と
い
ふ
様
な
も

の
は
全
く
な
い
。
古
い
美
し
い
形
を
し
っ
か
り
見
て
、
そ
れ
を
書
い

た
だ
け
だ
。
「
今
や
う
は
無
下
に
卑
し
く
こ
そ
な
り
ゆ
く
め
れ
」
と
言

ふ
が
、
無
下
に
卑
し
く
な
る
時
勢
と
と
も
に
現
れ
る
様
々
な
人
間
の

興
味
あ
る
真
実
な
形
を
一
つ
も
見
逃
し
て
ゐ
や
し
な
い
。
さ
う
い
ふ

も
の
も
、
し
っ
か
り
見
て
は
っ
き
り
書
い
て
ゐ
る
。
彼
の
厭
世
観
の

不
徹
底
を
言
ふ
も
の
も
あ
る
が
、
「
人
皆
生
を
楽
ま
ざ
る
は
、
死
を
恐

れ
ざ
る
が
故
な
り
」
と
い
ふ
人
が
、
厭
世
観
な
ぞ
を
信
用
し
て
ゐ
る

筈
が
な
い
。
徒
然
草
の
二
百
四
十
幾
つ
の
短
文
は
、
す
べ
て
彼
の
批

評
と
観
察
と
の
冒
険
で
あ
る
。
そ
れ
人
‐
、
が
矛
盾
撞
着
し
て
ゐ
る
と

い
ふ
様
な
事
は
何
事
で
も
な
い
。
ど
の
糸
も
作
者
の
徒
然
な
る
心
に

た
し
か
に
、
こ
の
段
全
体
か
ら
は
、
冨
倉
氏
が
「
享
楽
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
批
評
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
思
考
が
直
線
的
に
進
行
し

小
林
氏
は
兼
好
の
中
に
比
類
な
き
観
察
者
を
認
め
、
同
時
に
、
兼
好
の
特

色
を
そ
れ
だ
け
に
限
定
し
た
。
氏
の
言
葉
に
は
強
調
過
剰
の
気
味
が
あ
る

に
も
せ
よ
、
誤
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
小
林
氏
が
巧
み
な
欠
語
法
を
以
て

表
白
し
た
よ
う
に
、
兼
好
に
は
、
そ
の
鋭
利
な
観
察
を
、
思
考
の
次
元
に

転
移
す
る
操
作
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
観
察
・
洞
察

兼
好
の
無
常
観
が
、
「
遂
に
一
つ
の
悟
道
的
享
楽
主
義
に
ま
で
成
長
し
て

（
８
）

ゐ
る
」
証
拠
と
し
て
、
冨
倉
徳
次
郎
氏
は
、
有
名
な
第
七
段
を
挙
げ
て
い

る
。

あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
烏
部
山
の
姻
立
ち
さ
ら
で
の
み

住
み
は
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
物
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
。

世
は
さ
だ
め
な
き
こ
と
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。

三

幽
一
が



れ
が
、
批
判
の
対
象
と
し
た
順
接
的
思
考
の
弱
点
を
正
確
に
射
抜
い
た
場

合
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
逆
説
は
、
コ
ケ
お
ど
か
し
、
ま
た

は
、
八
つ
当
り
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

「
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
と
い
う
言
い
あ
ら
は
し
か
た

は
、
世
が
い
つ
ま
で
も
変
転
せ
ず
、
人
間
が
永
遠
に
生
き
続
け
る
こ
と
が

で
き
た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
幸
福
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
人
間
の
夢
想
と
し
て

の
願
望
が
、
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
意

味
を
持
ち
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
願
望

が
、
決
し
て
絶
え
る
こ
と
な
く
、
人
間
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
世

は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
と
い
う
結
果
論
的
観
察
が
成
立
す
る

の
で
あ
っ
て
、
も
し
、
人
間
が
永
生
の
願
望
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
ら
、

こ
う
い
う
感
慨
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
兼

好
の
、
反
射
的
反
措
定
意
識
に
基
く
発
想
が
明
瞭
に
観
取
で
き
る
。
更
に

ま
た
、
「
命
あ
る
も
の
を
見
る
に
、
人
ば
か
り
久
し
き
は
な
し
」
と
か
、
「
千

年
を
過
す
と
も
、
一
夜
の
夢
の
心
ち
こ
そ
せ
め
」
と
か
い
う
言
説
が
、
い

か
に
説
得
力
の
な
い
、
空
虚
な
ヘ
リ
ク
ッ
で
あ
る
か
は
、
喋
々
に
す
る
を

要
し
な
い
で
あ
ら
う
。
兼
好
の
思
考
が
、
永
生
を
願
う
人
間
の
心
理
の
内

部
に
わ
け
入
り
、
人
間
精
神
の
構
造
を
内
在
的
に
把
握
し
て
、
そ
の
苦
悶

と
嘆
き
と
を
や
は
ら
げ
よ
う
と
い
う
風
に
考
へ
を
進
め
た
の
で
あ
っ
た
ら
、

到
底
こ
の
よ
う
な
空
々
し
い
形
式
論
理
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
か

四
二
〈

（
９
）

て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
本
居
宣
長
は
、
玉
勝
間
四
の
巻
「
兼

好
法
師
が
詞
の
あ
げ
つ
ら
ひ
」
に
於
い
て
、
「
な
が
く
と
も
、
四
十
に
た
ら

ぬ
ほ
ど
に
て
し
な
ん
こ
そ
め
や
す
か
る
べ
け
れ
」
と
あ
る
よ
う
な
考
へ
方

を
、
「
こ
れ
ら
は
仏
の
道
に
へ
つ
ら
へ
る
も
の
に
て
、
お
ほ
く
は
い
つ
は
り

也
」
と
断
定
し
、
「
も
と
よ
り
の
ま
ご
、
ろ
に
は
あ
ら
ず
、
仏
の
を
し
へ
に

ま
ど
へ
る
也
」
と
非
難
し
て
い
る
し
、
又
、
石
原
正
明
も
、
年
々
随
筆
の

な
か
で
、
「
大
か
た
、
此
の
書
、
文
章
な
ど
は
け
し
う
は
あ
ら
い
を
、
道
心

が
ま
し
く
さ
か
し
立
ち
た
る
事
書
き
ち
ら
し
た
る
、
か
し
ろ
い
た
き
心
地

す
」
と
批
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宣
長
や
正
明
が
、
こ
の
第
七
段

の
な
か
に
、
思
考
と
し
て
の
不
純
さ
を
見
出
し
、
そ
れ
に
反
溌
し
た
の
は
、

自
然
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
が
、
そ
の
反
発
の
原
因
を
、
兼
好
の
仏
教
に

対
す
る
見
せ
か
け
の
屈
服
と
解
し
た
の
は
、
考
へ
す
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
人

た
ち
は
、
古
典
の
中
か
ら
、
大
和
心
を
救
出
し
弁
護
し
た
い
と
い
う
意
欲

に
駆
ら
れ
る
の
あ
ま
り
、
兼
好
の
仏
教
意
識
を
過
大
に
評
価
す
る
に
至
っ

た
の
だ
。

第
七
段
の
与
へ
る
不
純
な
印
象
は
、
兼
好
の
仏
教
に
対
す
る
屈
服
に
拠

る
の
で
は
な
く
、
彼
の
逆
説
を
も
て
あ
そ
ぶ
態
度
に
拠
る
と
考
へ
る
方
が
、

よ
り
自
然
で
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
逆
説
と
い
う
表
現
形
態
そ
の
も

の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
長
所
と
効
能
を
持
つ
こ
と
は
否
定
し
難
い
。

し
か
し
、
逆
説
が
逆
説
と
し
て
の
機
能
を
健
康
に
発
揮
し
得
る
の
は
、
そ



か
く
の
如
き
対
象
に
対
す
る
取
扱
ひ
方
の
差
は
、
一
面
実
に
、
両

者
の
対
象
に
対
す
る
見
方
の
差
で
あ
る
。
即
ち
之
を
約
め
れ
ば
、
絵

画
的
態
度
と
歴
史
的
態
度
と
の
差
で
あ
る
。
枕
草
子
の
作
者
は
断
層

に
於
い
て
事
象
を
見
、
個
々
の
も
の
に
、
も
し
く
は
個
々
な
る
も
の

こ
の
批
評
の
よ
う
に
、
第
百
三
十
七
段
は
、
自
然
の
観
察
を
情
緒
豊
か
な

絵
画
的
手
法
に
お
い
て
描
き
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
人
間
心
理
の
摘
出

と
重
複
さ
せ
た
一
篇
の
散
文
詩
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
自
然
を
自

然
と
し
て
の
み
見
よ
う
と
は
せ
ず
、
常
に
人
事
を
自
然
に
織
り
込
ん
で
見

よ
う
と
す
る
兼
好
の
性
癖
を
よ
く
あ
ら
は
し
た
文
章
で
あ
る
。
宣
長
の
非

難
が
妥
当
で
な
い
の
は
、
言
う
迄
も
な
い
。
た
ず
、
宣
長
は
、
お
そ
ら
く

書
出
し
の
一
行
に
、
強
く
反
溌
し
た
の
で
あ
ら
う
と
恩
は
れ
る
。
花
は
満

開
、
月
は
夕
月
と
い
う
世
の
通
念
に
、
反
射
的
に
そ
の
反
対
を
連
想
し
、

そ
の
連
想
を
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
と
し
て
自
分
独
自
の
自
然
観
察
を
始

め
る
兼
好
の
思
考
態
度
の
一
特
徴
が
露
呈
し
た
も
の
と
見
れ
ば
、
最
も
自

然
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

宣
長
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
兼
好
の
思
考
態
度
に
お
け
る
特
徴
が
、

の
配
合
の
う
ち
に
興
味
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
即
ち
を
か
し
さ

で
あ
る
。
之
に
反
し
て
徒
然
草
の
作
者
は
、
事
象
の
推
移
の
う
ち
に

興
味
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
即
ち
あ
は
れ
さ
で
あ
る
。
こ
の
別

が
筆
致
の
上
に
も
現
は
れ
て
、
後
者
は
、
自
然
の
風
物
を
叙
す
る
に

も
、
人
情
を
移
入
し
て
所
謂
景
情
一
致
の
あ
は
れ
さ
を
示
せ
ば
、
前

者
は
人
情
を
述
べ
て
も
、
之
を
自
然
の
景
物
と
並
べ
、
い
は
ザ
絵
画

的
描
出
の
を
か
し
さ
を
示
す
。

四
一
七

っ
た
筈
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
日
本
の
偉
大
宗
教
家
た
ち
は
、
決
し
て
こ
の

よ
う
な
空
言
を
弄
し
は
し
な
か
っ
た
。
兼
好
の
発
想
が
、
本
質
的
に
、
反

措
定
・
逆
説
の
域
に
と
管
ま
り
、
思
考
の
ほ
り
下
げ
に
進
ま
ず
、
警
句
の

案
出
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
第
七
段
全
体
が
、
着
実
な

説
得
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
兼
好
の
悌
教
へ
の
屈
服
ど
こ
ろ

か
、
兼
好
の
悌
教
受
容
の
皮
相
性
形
式
性
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
だ

ろ
う
。

本
居
宣
長
は
又
、
第
百
三
十
七
段
の
、
「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な

き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
の
条
を
、
「
人
の
心
に
さ
か
ひ
た
る
、
後
の
世

の
さ
か
し
ら
心
の
、
つ
く
り
風
流
に
し
て
、
ま
こ
と
の
み
や
び
ご
、
ろ
に

は
あ
ら
ず
」
と
非
難
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
の
全
体
を
ま
と
め
て
見
た

場
合
、
宣
長
の
非
難
は
、
一
方
的
と
の
そ
し
り
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

（
加
）

い
で
あ
ろ
う
。
村
岡
典
嗣
は
、
枕
草
子
と
徒
然
草
の
比
較
研
究
に
お
け
る

そ
の
先
駆
的
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
段
を
有
力
な
論
拠
と
し
、
次
の
よ
う

に
そ
の
特
徴
を
要
約
し
て
い
る
。



ひ
ね
く
れ
た
形
を
と
っ
て
あ
ら
は
れ
た
部
分
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
非
難
し

た
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
兼
好
は
又
次
の
よ
う
な
批
判
を
忘
れ
て
い
な
い
。

人
の
終
駕
の
有
様
の
、
い
み
じ
か
り
し
事
な
ど
、
人
の
か
た
る
を

聞
く
に
、
「
た
だ
、
閑
に
し
て
み
だ
れ
ず
」
と
い
は
ぱ
、
心
に
く
か
る

べ
き
を
、
お
ろ
か
な
る
人
は
、
あ
や
し
く
こ
と
な
る
相
を
か
た
り
つ

け
、
い
ひ
し
言
葉
も
、
ふ
る
ま
ひ
も
、
お
の
れ
が
こ
の
む
か
た
に
ほ

め
な
す
こ
そ
、
其
の
人
の
、
日
来
の
本
意
に
も
あ
ら
ず
や
と
覚
ゆ
れ
。

此
の
大
事
は
、
権
化
の
人
さ
だ
む
く
か
ら
ず
。
博
学
の
士
も
は
か
る

べ
か
ら
ず
。
お
の
れ
た
が
ふ
所
な
く
ば
、
人
の
見
聞
く
に
は
よ
る
べ

か
ら
ず
。
（
第
百
四
十
三
段
）

繰
り
返
す
の
か
、
そ
の
人
間
情
念
の
生
理
を
分
析
し
知
悉
す
る
こ
と
、
こ

れ
が
人
間
理
解
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
潮
笑
は
追
求
の
停
止
で
あ
り
、

自
己
満
足
に
す
ぎ
な
い
。
兼
好
と
い
う
比
類
な
き
人
間
観
察
家
か
ら
、
遂

に
人
間
分
析
家
が
生
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
凡
俗
の
謬
見
愚
昧
晒
習
の

低
劣
を
摘
発
す
る
こ
と
か
く
の
如
く
鋭
敏
で
あ
っ
た
兼
好
が
、
人
間
の
構

造
的
理
解
に
お
い
て
、
何
事
を
も
達
成
し
得
な
か
っ
た
の
は
甚
だ
特
徴
的

で
あ
る
。
対
象
に
反
溌
し
、
反
射
的
に
反
措
定
を
提
出
し
、
そ
れ
を
潮
笑

す
る
に
終
っ
た
彼
の
思
考
態
度
の
限
界
性
が
、
こ
の
よ
う
な
、
認
識
・
思

考
の
非
生
産
性
・
停
滞
性
。
不
毛
性
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

〔
注
〕

（
１
）
沼
波
瑠
音
「
徒
然
草
講
話
」
大
正
十
四
年
一
月
修
文
館

（
２
）
橘
純
一
校
註
「
徒
然
草
」
昭
和
二
十
二
年
一
月
朝
日
新
聞
社
日

本
古
典
全
書

（
３
）
永
積
安
明
「
徒
然
草
の
論
理
構
造
」
ｌ
「
中
世
文
学
論
ｌ
鎌
倉
時

代
篇
ｌ
」
昭
和
十
九
年
十
一
月
日
本
評
論
社

（
４
）
風
巻
景
次
郎
「
家
司
兼
好
の
社
会
圏
ｌ
徒
然
草
創
作
時
の
兼
好
を

彫
塑
す
る
試
み
」
ｌ
「
国
語
・
国
文
研
究
」
第
五
号
及
第
六
号
連
載
。
尚

同
氏
の
「
つ
れ
づ
れ
草
と
著
者
の
生
活
」
ｌ
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
二

十
八
年
三
月
号
徒
然
草
の
研
究
特
集
号
Ｉ
は
前
記
論
考
の
縮
約
で
あ

幽
一
へ

兼
好
は
、
「
お
ろ
か
な
る
人
」
の
お
ろ
か
さ
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
し
て
彼
ら
の
言
説
が
、
本
来
不
当
な
意
味
づ
け
で
あ
り
、
事
実
を

伝
へ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
世
間
人
情
の
上
っ
面
を

信
用
せ
ず
、
無
意
味
な
も
の
を
無
意
味
で
あ
る
と
喚
ぎ
わ
け
る
こ
と
が
出

来
た
。
に
も
か
か
は
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
の
鋭
い
観
察
家
が
、
な
ぜ
「
お
ろ

か
な
る
人
」
を
潮
笑
す
る
だ
け
に
終
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
潮
笑
は
易
い

が
、
潮
笑
の
対
象
を
過
不
足
な
く
理
解
し
尽
く
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

「
お
ろ
か
な
る
人
」
ど
も
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
「
お
ろ
か
な
る
」
所
業
を



昭
和
十
七
年
十
二
月
、
三
省

（
７
）
小
林
秀
雄
「
徒
然
草
」

和
二
十
一
年
九
月
創
元
社

（
６
）
山
口
剛
「
第
五
十
五
回
早
稲
田
大
学
文
学
誹
義
録
徒
然
草
講
義
」

ｌ
但
し
現
在
同
普
入
手
不
可
能
に
つ
き
、
白
石
大
二
「
兼
好
法
師
論
」

昭
和
十
七
年
十
二
月
、
三
省
堂
第
三
十
七
頁
の
引
用
に
拠
る

（
７
）
小
林
秀
雄
「
徒
然
草
」
ｌ
「
無
常
と
い
ふ
事
」
百
花
文
庫
八
昭

〆へ

ｇる
。

想 ｕ
）
西
尾
実
「
作
品
研
究
つ
れ
づ
れ
草
」
昭
和
三
十
年
六
月
学
生
社

作
品
研
究
の
部
第
一
章
解
釈
的
考
察
二
解
釈
の
方
法
（
二
）
観
照
的
感

（
ま
す
だ
ち
か
こ
／
本
学
教
授
）
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ソし

（
８
）
冨
倉
徳
次
郎
「
兼
好
法
師
研
究
」
日
本
学
芸
叢
書
四
昭
和
二
十

二
年
九
月
丁
字
屋
書
店
第
五
章
徒
然
草
に
あ
ら
は
れ
た
る
思
想

（
９
）
白
石
大
二
「
兼
好
法
師
論
」
に
拠
る
。

（
皿
）
村
岡
典
嗣
「
枕
草
紙
と
徒
然
草
」
ｌ
「
続
日
本
思
想
史
研
究
」
昭

和
十
四
年
二
月
岩
波
書
店


