
日
本
文
学
史
上
、
最
初
の
随
筆
作
品
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
『
枕
草

子
』
は
、
極
め
て
ニ
ー
ー
ク
な
形
態
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
一
千
年
前
の
日
本
、

平
安
文
化
の
燗
熟
期
で
あ
る
一
条
朝
に
出
現
し
た
。

作
品
中
、
地
名
そ
の
他
の
名
称
（
も
の
の
名
）
や
で
き
ご
と
等
を
列
挙
し
た
、
い

わ
ゆ
る
「
も
の
尽
く
し
」
の
章
段
は
、
こ
の
作
品
を
特
徴
づ
け
る
表
現
形
態
と
し
て
、

よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
山
は
」
「
峰
は
」
「
原
は
」
「
市
は
」
…
…
と
い
う
″
題
〃
を
提
示
し
て
、
モ
ノ
に

与
え
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
名
が
集
め
ら
れ
、
ま
た
関
連
す
る
何
か
し
ら
の
で
き
ご
と
、

逸
話
等
が
差
し
挟
ま
れ
て
も
い
る
。
多
く
、
〈
感
情
語
彙
〉
に
よ
っ
て
成
る
「
す
さ
ま

じ
き
も
の
」
「
に
く
き
も
の
」
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
な
ど

の
章
段
も
、
「
～
も
の
」
と
い
う
定
型
の
〃
題
〃
を
提
示
し
て
、
そ
こ
に
は
、
人
の
世

の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
す
く
い
取
ら
れ
て
き
て
い
る
。

時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
、
〃
題
〃
を
有
す
る
作
品
の
、
あ
る
い
は
″
題
〃
そ

の
も
の
の
表
現
的
意
義
を
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
「
標
題
文
芸
」
研
究
の
試
み
は
、

″
題
〃
（
そ
し
て
″
題
〃
の
も
と
に
集
め
ら
れ
て
き
た
各
「
項
目
」
）
の
集
積
で
あ
る

『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
も
、
そ
の
読
解
研
究
の
地
平
に
新
た
な
可
能
性

を
拓
く
も
の
と
言
え
よ
う
。

『
枕
草
子
』
の
伝
存
す
る
最
も
古
い
写
本
は
、
書
写
年
代
が
鎌
倉
中
期
を
下
ら
な

《
｜
》
「
標
題
文
芸
」
と
し
て
の
『
枕
草
子
』

”
題
“
の
草
子
ｌ
『
枕
草
子
』
Ｉ

い
と
さ
れ
る
孤
本
「
前
田
家
本
枕
草
子
」
で
あ
る
。
四
つ
に
冊
を
分
け
て
伝
わ
る
こ

の
本
は
、
各
章
段
の
題
の
形
態
と
、
ま
た
そ
の
内
容
と
に
よ
っ
て
、
見
事
に
作
品
を

四
分
類
し
た
体
裁
を
有
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
類
纂
形
態
の
伝
本
で
あ
る
。
し
か
し
、

私
た
ち
に
な
じ
み
深
い
『
枕
草
子
』
の
形
は
、
内
容
が
整
然
と
分
類
整
理
さ
れ
た
こ

の
類
纂
形
態
の
も
の
で
は
な
く
、
「
～
は
」
型
・
「
～
も
の
」
型
の
い
わ
ゆ
る
類
聚
的

章
段
、
そ
れ
か
ら
日
記
的
章
段
、
随
想
的
章
段
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
各
種
の
章
段

が
入
り
交
じ
っ
て
一
書
を
成
し
た
体
の
、
雑
纂
形
態
の
も
の
で
あ
る
。

研
究
史
的
に
は
、
分
類
整
理
さ
れ
た
類
纂
の
形
が
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と

す
る
説
と
、
揮
然
と
し
た
あ
り
さ
ま
の
雑
纂
の
形
こ
そ
が
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
と

す
る
説
と
、
両
説
並
行
し
て
未
だ
決
着
を
見
な
い
。
能
因
本
と
三
巻
本
と
い
う
二
大

系
統
の
伝
本
が
存
し
、
広
く
厚
い
享
受
史
に
支
え
ら
れ
て
今
に
読
み
継
が
れ
て
い
る

雑
纂
形
態
の
ほ
う
が
、
作
品
の
形
と
し
て
は
、
現
代
の
享
受
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ

易
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
ま
た
別
の
視
点
か
ら
、
今
見
る
よ
う
な
雑
纂
の
形

を
（
ゆ
る
や
か
な
類
纂
）
（
注
１
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

類
纂
形
態
の
前
田
家
本
、
そ
し
て
雑
纂
形
態
の
伝
本
で
あ
る
能
因
本
系
統
の
本
で

も
そ
の
基
本
的
な
形
と
し
て
、
「
は
」
型
・
「
も
の
」
型
の
類
聚
的
章
段
の
書
き
出
し
、

す
な
わ
ち
題
詞
は
、
以
下
に
続
く
項
目
・
文
章
と
明
瞭
に
区
別
し
て
、
一
行
に
一
つ
、

次
の
よ
う
な
形
で
ま
さ
し
く
″
題
〃
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

山
は

を
く
ら
山
か
せ
や
ま
み
か
さ
や
ま
こ
の
く
れ
や
ま
い
り
た
ち
の
山

わ
す
れ
す
や
ま
す
ゑ
の
松
山
ひ
え
の
や
ま

圷
美
奈
子
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か
た
さ
り
や
ま
こ
そ
た
れ
に
所
を
き
け
る
に
か
と
お
か
し
け
れ

ま
ゆ
み
の
や
ま
い
つ
は
た
や
ま
か
へ
る
や
ま
の
ち
せ
の
や
ま
ひ
ら
の

や
ま

（
以
下
略
）

み
ね
は

ゆ
つ
る
は
の
み
ね
い
や
た
か
の
み
ね
あ
み
た
の
み
ね

（
前
田
家
本
『
枕
草
子
』
「
は
る
は
あ
け
ほ
の
」
の
冊
・
六
～
七
丁
）

山
は

お
く
ら
山
み
か
さ
山
こ
の
く
れ
山
わ
す
れ
山
い
り
た
ち
山
か
せ
山

ひ
え
の
山
か
さ
と
り
山
こ
そ
は
い
か
な
ら
む
と
を
か
し
け
れ
い
つ
は
た

山
の
ち
瀬
山
か
さ
と
り
山
ひ
ら
の
山
（
以
下
略
）

み
ね
は

つ
る
は
の
嶺
あ
み
た
の
峯
い
や
た
か
の
峯

（
三
条
西
家
旧
蔵
本
『
枕
草
子
』
上
冊
・
一
二
丁
）

能
因
本
系
統
の
三
条
西
家
旧
蔵
本
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
題
と
本
文
の
改
行
の
形
は

主
に
前
半
部
の
も
の
で
、
必
ず
し
も
全
編
に
わ
た
っ
て
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

だ
が
改
行
し
な
い
場
合
で
も
、
〃
題
〃
の
あ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
必
ず
数
文
字
分
の
空

白
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
章
段
の
〃
題
〃
の
形
は
明
確
で
あ
る
と
言
え
る
。

例
え
ば
、
校
本
や
現
行
注
釈
書
の
類
に
こ
の
よ
う
な
伝
本
の
形
は
反
映
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
が
、
編
集
上
の
見
出
し
項
目
と
し
て
、
各
章
段
の
冒
頭
語
は
、
「
目
次
」
に

用
い
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
本
文
の
「
見
出
し
」
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
な

お
、
雑
纂
形
態
の
伝
本
で
も
類
纂
形
態
の
伝
本
で
も
、
日
記
的
章
段
や
随
想
的
章
段

の
冒
頭
表
現
が
こ
の
よ
う
に
一
行
に
独
立
し
て
切
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
各
種

の
章
段
が
入
り
交
じ
る
雑
纂
形
態
の
伝
本
で
、
日
記
的
章
段
や
随
想
的
章
段
が
数
段

連
続
す
る
場
合
、
章
段
ご
と
に
い
ち
い
ち
改
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
直
前
の
章
段
の
末
行
に
入
れ
込
む
形
で
続
け
て
次
の
段
が
書
き
継
が
れ
て
い

こ
う
し
た
類
聚
的
章
段
の
″
題
〃
の
掲
げ
ら
れ
方
の
特
色
に
鑑
み
て
も
、
「
標
題
文

芸
」
と
し
て
の
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
伝
存
写
本
の
形
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
作
者
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
構
想
を
伝
え
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
〃
題
〃
を
提
示

す
る
形
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
日
本
初
の
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
ー
随
筆
ジ
ャ
ン

ル
ー
を
切
り
拓
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
い
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、

能
因
本
系
統
の
三
条
西
家
旧
蔵
本
で
は
、
二
冊
に
分
か
れ
た
そ
の
両
方
の
巻
頭
に
「
巻

目
録
次
第
」
と
し
て
、
各
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
は
」
型
・
「
も
の
」
型
類
聚
章
段

の
題
詞
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。

清
少
納
言
枕
草
子
巻
目
録
次
第

山
峯
原
市
淵
海
み
さ
坐
き
渡
家
す
さ
ま
し
き
物
た
ゅ

ま
る
上
物
人
に
あ
な
つ
ら
る
生
物
に
く
き
物
こ
Ｌ
ろ
と
き
め
き
す
る
物

す
き
に
し
か
た
恋
し
き
物
こ
ふ
ろ
ゆ
く
物
の
い
と
す
ぐ
な
く
み
え
た
る

物
（
注
２
）
木
の
花
池
せ
ち
木
鳥
あ
て
な
る
も
の
虫
に
け
な
き

物
た
き
は
し
（
以
下
略
）

（
三
条
西
家
旧
蔵
本
『
枕
草
子
』
上
冊
・
一
丁
）

『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
享
受
の
手
が
か
り
・
拠
り
所
と
し
て
、
内
容
の
面
で
も
形

態
の
面
で
も
、
類
聚
的
章
段
の
〃
題
〃
が
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

論
者
と
し
て
は
、
端
的
な
ひ
と
こ
と
、
な
い
し
一
句
に
よ
っ
て
成
る
題
詞
を
持
た

ず
、
雑
纂
形
態
の
伝
本
に
お
い
て
〈
独
立
〉
し
た
形
を
取
ら
な
い
日
記
的
章
段
や
随

〃
ぐ
、
◎

ろ
う
。
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I

想
的
章
段
で
も
実
は
、
類
聚
的
章
段
に
準
じ
て
、
冒
頭
の
表
現
に
は
″
題
〃
に
ふ
さ

わ
し
い
資
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
い
る
。
内
容
や
形
式
、
ま
た
時
系
列

や
因
果
関
係
に
よ
っ
て
分
類
・
整
理
・
排
列
さ
れ
な
い
（
雑
纂
形
態
の
伝
本
に
よ
る
）

こ
の
作
品
の
各
章
段
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
″
題
〃
を
提
示
し
て
始
ま
り
、
固
有
の
《
主

題
》
を
有
し
、
互
い
に
独
立
し
て
、
ま
た
共
鳴
し
合
っ
て
、
作
品
中
に
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
特
徴
的
な
″
題
〃
を
提
示
し
て
語
り
出
す
『
枕
草
子
』
独
特
の
章
段

形
態
に
注
目
し
、
こ
の
作
品
を
新
し
く
「
標
題
文
芸
」
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
に
捉

え
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
″
標
題
〃
に
つ
い
て
い
か

に
定
義
す
る
か
」
と
い
う
、
初
め
に
定
義
あ
り
き
、
で
開
始
さ
れ
る
試
み
で
は
な
い
。

『
枕
草
子
』
を
「
標
題
文
芸
」
と
し
て
捉
え
て
み
た
と
き
（
そ
れ
は
相
田
満
氏
を
代

表
と
す
る
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
打
ち
出
し
た
新
た
な
技
術
で
も
あ
り
、
既
存
の
ｌ
「
標

題
文
芸
」
た
る
ｌ
「
類
書
」
と
の
関
係
を
探
っ
て
き
た
、
『
枕
草
子
』
研
究
史
上
最
も

古
い
課
題
の
一
つ
で
も
あ
る
）
、
そ
こ
か
ら
先
は
、
今
度
は
眼
前
の
『
枕
草
子
』
の
形

や
内
容
の
分
析
・
読
解
に
よ
っ
て
、
「
標
題
な
る
も
の
」
の
本
質
（
あ
り
よ
う
）
を
見

定
め
て
い
く
と
い
う
作
業
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
標
題
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
命

題
に
対
す
る
解
答
の
一
つ
は
、
『
枕
草
子
』
を
資
料
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
今
、
一
連
の
考
察
を
経
た
結
果
と
し
て
、
論
者
は
、
『
枕
草
子
』
に
お
け
る

「
標
題
」
と
は
つ
ま
り
《
主
題
性
》
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
（
こ
れ
も
「
主
題
的
標

題
」
と
言
え
よ
う
か
）
、
そ
の
「
主
題
」
と
は
、
内
容
の
読
解
に
伴
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

章
段
の
構
成
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
、
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

ブ
（
》
０

先
に
″
題
〃
の
形
式
に
つ
い
て
述
べ
た
と
き
に
、
ま
ず
能
因
本
と
前
田
家
本
と
を

〃

挙
げ
た
が
、
三
巻
本
の
〃
題
〃
の
掲
げ
方
に
つ
い
て
は
、
他
の
本
と
同
じ
次
元
で
論

じ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
「
は
」
型
章
段
の
〃
題
〃
は
、
「
も
の
」
型
と
異

な
っ
て
改
行
さ
れ
ず
、
〈
独
立
〉
し
た
形
を
と
ら
な
い
の
で
あ
る
が
ｌ
基
本
的
に

「
は
」
型
の
題
詞
と
章
段
本
文
（
項
目
）
の
間
に
は
空
白
を
置
く
が
、
全
く
空
け
ず

に
続
け
る
場
合
も
あ
る
Ｉ
、
章
段
ご
と
に
改
行
さ
れ
る
形
式
で
あ
り
、
題
詞
は
常

に
行
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
。
三
巻
本
の
場
合
、
そ
の
一
類
本
が
初
段
か
ら
七
十
段
以
上

を
欠
い
た
状
態
で
あ
る
た
め
、
本
文
の
様
式
に
つ
い
て
は
一
層
論
じ
に
く
く
も
な
る
。

失
わ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
想
定
も
、
に
わ
か
に
は
な
し
難
い
。
し
か
し
、
『
枕
草
子
』

を
象
徴
す
る
型
式
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
「
は
」
型
章
段
の
〃
題
〃
の
形
を
め
ぐ
っ

て
、
三
巻
本
本
文
か
ら
受
け
る
印
象
と
能
因
本
本
文
か
ら
受
け
る
印
象
の
違
い
は
大

き
い
と
言
え
る
。
能
因
本
の
基
本
の
形
は
″
題
〃
を
″
題
〃
と
し
て
明
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
堺
本
の
題
の
形
式
は
ま
た
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
る
状
態
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』

研
究
に
お
い
て
、
〃
題
〃
の
掲
げ
ら
れ
方
と
い
う
、
本
文
の
形
式
に
関
わ
る
問
題
は
、

従
来
手
つ
か
ず
の
、
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
。

作
品
の
〈
内
容
〉
が
本
文
の
〈
形
式
〉
と
い
か
に
関
わ
り
、
そ
れ
が
諸
系
統
本
に

い
か
に
現
出
し
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
題
の
形
態
に
注

目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
作
品
の
本
質
と
ま
た
享
受
の
様
相
に
つ
い
て
調
査
・
研

究
し
て
い
く
こ
と
を
、
今
後
も
継
続
的
に
、
諸
本
比
較
上
の
新
た
な
課
題
と
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
と
は
言
え
、
身
を
不
用
意
に
興
味
の
増
渦
に
投
じ
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
石
橋
を
叩
く
が
ご
と
き
慎
重
さ
を
も
っ
て
臨
む
べ
き
課
題
な
の

で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
能
因
本
・
三
巻
本
・
前
田
家
本
・
堺
本
と
い
う
四
系
統
本

相
互
の
、
あ
る
い
は
ま
た
内
部
の
複
雑
な
関
係
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
く
た
め
の
新

た
な
視
点
と
は
な
る
は
ず
で
あ
る
。

能
因
本
の
〃
題
〃
の
形
に
も
ま
た
特
記
し
て
注
目
す
べ
き
個
性
が
存
し
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
前
掲
の
ご
と
く
、
こ
の
本
の
示
す
基
本
の
形
と
し
て
、
類
聚
的
章
段
の

″
題
〃
は
一
行
分
中
、
行
頭
か
ら
二
、
三
文
字
下
げ
た
あ
た
り
に
記
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
行
頭
の
位
置
に
″
題
〃
を
記
す
前
田
家
本
や
、
ま
た
三
巻
本
の
形
と
比
べ
て
、

能
因
本
の
冒
頭
語
の
こ
の
位
置
は
、
そ
の
〃
題
〃
と
し
て
の
意
義
の
ゆ
る
ぎ
な
さ
を

物
語
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
三
条
西
家
旧
蔵
本
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
能
因
本

系
古
写
本
完
本
で
あ
る
富
岡
家
旧
蔵
本
の
場
合
、
類
聚
的
章
段
の
題
詞
に
つ
い
て
は
、

全
編
を
通
し
、
本
文
と
独
立
し
て
一
行
に
一
つ
、
行
頭
か
ら
数
文
字
下
が
っ
た
位
置

に
掲
げ
ら
れ
る
形
が
基
本
と
な
る
。
〈
能
因
本
的
〉
特
徴
が
顕
現
化
し
た
様
態
と
言
え

よ
う
か
。

『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
の
内
部
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
形
態
が
選
ば
れ
、

試
さ
れ
て
い
る
。
前
節
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
そ
れ
ら
は
従
来
、
日
記
的
章
段
、
類

聚
的
章
段
、
随
想
的
章
段
の
三
つ
に
大
別
し
て
考
え
ら
れ
、
各
種
の
形
態
は
ま
た
相

互
に
関
係
し
合
っ
て
も
い
る
。
類
聚
的
章
段
に
は
、
そ
し
て
つ
ま
り
そ
の
題
詞
に
は
、

「
は
」
型
と
「
も
の
」
型
の
二
種
が
あ
る
。
「
も
の
」
型
に
分
類
さ
れ
る
章
段
に
は
、

例
外
的
に
「
～
を
り
（
折
）
」
「
～
こ
と
」
等
の
題
詞
を
持
つ
も
の
も
存
す
る
。

『
枕
草
子
』
の
類
聚
的
章
段
で
は
、
章
段
の
題
詞
が
提
示
さ
れ
た
後
、
そ
の
発
端

に
は
多
く
ま
ず
こ
の
題
と
結
び
付
き
、
一
般
的
に
も
納
得
さ
れ
易
い
項
目
が
選
択
さ

れ
、
配
置
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
前
節
に
掲
出
し
た
「
山
は
」
と
い
う
章
段

で
あ
れ
ば
、
ま
ず
、
有
名
な
「
歌
枕
」
た
る
「
小
倉
山
」
や
「
三
笠
山
」
が
並
べ
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
伝
本
に
よ
る
異
同
等
も
踏
ま
え
た
上
で
、
作
品
の
一
つ
の
手
法

と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
順
次
、
人
の
意
表
を
突
く
意
外
性
の
あ
る
項
目
な

《
二
》
類
聚
的
章
段
の
主
題
と
構
成
に
つ
い
て

』

ど
も
交
え
な
が
ら
展
開
し
て
い
き
、
全
文
を
通
し
て
や
が
て
独
自
の
結
論
に
導
い
て

い
く
の
で
あ
る
。

今
、
新
し
く
、
「
標
題
文
芸
」
と
し
て
の
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
き
、

や
は
り
初
め
に
、
類
聚
的
章
段
の
形
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
以
下
、
「
も

の
」
型
章
段
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
「
も
の
」
型
章
段
の
読
み
を
め
ぐ
り
、
論
者
は
、

冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
題
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
深
め
て
い
く
読
み
方
が
可
能
で

あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
提
示
さ
れ
て
い
る
題
詞
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
そ
の
章
段

の
「
主
題
」
な
の
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
「
～
な
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う

「
問
い
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
標
題
」
と
は
、
章

段
を
読
み
深
め
て
い
っ
て
得
ら
れ
た
「
答
え
」
を
導
く
、
最
初
の
「
問
い
」
で
も
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
章
段
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
「
問
い
」
の
「
答
え
」
を

探
り
、
「
主
題
」
の
本
質
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
「
問

い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
は
、
作
者
の
側
に
既
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
み
る
（
ま
た
、

次
節
に
述
べ
る
ご
と
く
、
初
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
場
合
は
、
そ
の
冒
頭
語
に
端

的
に
「
答
え
」
が
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
み
る
）
。

〔
こ
「
過
ぎ
に
し
方
恋
し
き
も
の
」
の
段
の
手
法

例
え
ば
、
「
過
ぎ
に
方
恋
し
き
も
の
」
（
三
○
段
）
と
い
う
章
段
が
あ
る
（
段
数
の

表
示
は
、
小
学
館
刊
行
『
日
本
古
典
文
学
全
集
枕
草
子
』
に
よ
る
）
。
懐
か
し
い
昔

の
そ
の
よ
す
が
と
な
る
も
の
を
一
つ
ま
た
一
つ
拾
い
上
げ
て
綴
る
、
ひ
と
ひ
ら
の
詩

の
よ
う
な
ご
く
短
い
章
段
で
あ
る
。
題
詞
「
過
ぎ
に
し
方
恋
し
き
も
の
」
の
も
と
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
は
、
能
因
本
の
場
合
、
①
雛
遊
び
の
調
度
②
を
り
か
う
し

③
二
藍
、
葡
萄
染
な
ど
の
さ
い
で
の
押
し
へ
さ
れ
て
、
草
子
の
中
に
あ
り
け
る
を

見
つ
け
た
る
④
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
、
雨
な
ど
の
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
る
日
、
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が
過
ぎ
、
や
が
て
そ
の
葉
が
枯
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
男
女
の
「
離
れ
」
、
す
な
わ

ち
恋
人
と
の
別
れ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

項
目
の
排
列
等
に
諸
本
間
で
異
同
が
あ
り
、
「
枯
れ
た
る
葵
」
は
、
三
巻
本
本
文
で

第
一
項
目
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
「
枯
れ
た
る
葵
」
の
項
は
、
「
雛
遊
び
」
（
Ⅱ
幼

な
恋
）
、
「
を
り
か
う
し
」
（
「
折
厚
紙
」
か
。
三
巻
本
本
文
に
な
し
）
や
「
さ
い
で
」

が
挟
ま
っ
て
う
ち
忘
れ
ら
れ
て
い
た
「
草
子
」
（
Ⅱ
恋
物
語
の
草
子
）
、
「
あ
は
れ
な
り

し
人
の
文
」
（
Ⅱ
恋
文
）
、
「
去
年
の
輻
幅
」
（
Ⅱ
去
年
の
恋
の
よ
す
が
）
と
、
幼
女
期

か
ら
少
女
期
を
経
て
成
人
期
、
そ
し
て
つ
い
去
年
の
夏
の
こ
と
と
、
人
生
の
各
段
階

・
時
期
に
お
け
る
女
性
の
恋
の
よ
す
が
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
く
章
段
構
造
の
モ
チ
ー

フ
〉
を
解
き
明
か
す
項
目
と
言
え
よ
う
。
「
枯
れ
た
る
葵
」
の
項
自
体
は
、
章
段
モ
チ

ー
フ
と
し
て
の
〈
過
去
の
恋
〉
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
擬
似
的
な
恋

（
雛
遊
び
）
や
物
語
の
虚
構
の
恋
を
卒
業
し
、
実
際
に
「
あ
は
れ
」
深
い
恋
文
を
得
、

現
実
の
恋
を
知
っ
た
成
人
期
の
女
性
の
、
別
れ
の
体
験
を
象
徴
す
る
景
物
と
し
て
も

玩
味
し
得
る
。

特
に
前
掲
の
能
因
本
の
項
目
排
列
に
よ
っ
て
本
章
段
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
読
者
は
、

十
」
（
Ⅱ
恋
物
語
の
草
子
）
、
「
あ
は
れ
な
り

（
Ⅱ
去
年
の
恋
の
よ
す
が
）
と
、
幼
女
期

い
去
年
の
夏
の
こ
と
と
、
人
生
の
各
段
階

並
べ
ら
れ
て
い
た
く
章
段
構
造
の
モ
チ
ー

枯
れ
た
る
葵
」
の
項
自
体
は
、
章
段
モ
チ

る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
擬
似
的
な
恋

し
、
実
際
に
「
あ
は
れ
」
深
い
恋
文
を
得
、

別
れ
の
体
験
を
象
徴
す
る
景
物
と
し
て
も

へ

|｜

幼

さ
が
し
出
で
た
る
⑤
枯
れ
た
る
葵
⑥
去
年
の
輻
輻
⑦
月
の
明
か
き
夜
で
あ

る
。
従
来
は
、
心
の
赴
く
ま
ま
、
例
の
連
想
に
よ
っ
て
自
由
気
ま
ま
に
書
き
付
け
ら

れ
た
文
章
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
論
者
は
本
章
段
の
読
解
を
通
し
、

類
聚
的
章
段
に
お
け
る
主
題
や
構
成
、
ま
た
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
考
究
す
る
手
が
か

り
が
得
ら
れ
る
も
の
と
み
て
い
る
｛
注
３
）
。

ま
ず
、
⑤
「
枯
れ
た
る
葵
」
の
項
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
た
だ
「
賀
茂
祭
の
名
残
」

と
い
う
解
釈
か
ら
一
歩
を
進
め
て
、
そ
の
祭
の
折
の
で
き
ご
と
と
、
ま
た
和
歌
的
表

現
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
が
く
過
去
の
恋
〉
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
こ

あ
ふ
ひ

と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
葵
（
Ｉ
逢
ふ
日
）
に
こ
と
寄
せ
恋
の
歌
を
詠
み
合
う
祭

か

が
過
ぎ
、
や
が
て
そ
の
葉
が
枯
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
男
女
の
「
離
れ
」
、
す
な
わ

〔
二
〕
「
項
目
」
の
は
た
ら
き
と
章
段
の
主
題

「
も
の
」
型
類
聚
章
段
の
題
詞
の
多
く
は
〈
感
情
語
彙
〉
に
よ
っ
て
成
る
が
、
章

段
中
に
は
、
謝
謝
刷
鯏
削
同
１
刷
淵
制
詞
削
剥
削
釧
剰
劃
刺
劃
墹
引
引
司
制
削
尉
削
劉
淵
画
例

項
目
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
み
る
。
類
聚
的
章
段
の
手
法
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、

主
題
や
構
成
の
問
題
と
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
す

さ
ま
じ
き
も
の
」
（
二
二
段
）
に
お
け
る
「
火
お
こ
さ
ぬ
火
桶
、
地
火
炉
」
や
、
「
心

ゆ
く
も
の
」
（
三
一
段
）
に
お
け
る
「
夜
寝
起
き
て
飲
む
水
」
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
副
澗
烈
卿
鯏
馴
刎
罰
則
同
制
劃
判
叫
ｑ
對
削
州
馴
乳
削
馴
創
側
則
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
章
段
構
成
の
中
で
、
作
者
の
用
意
し
た
「
答
え
」
に
読
者
を
導
く
た
め
の
あ
る
効

果
を
発
揮
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
（
二
二
段
）
と

遠
く
幼
女
期
の
記
憶
か
ら
去
年
の
で
き
ご
と
ま
で
、
掲
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
を
追
い

な
が
ら
女
性
の
恋
の
記
憶
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
時
読
者
は
、
自
ら

の
来
し
方
を
し
み
じ
み
と
思
う
気
持
ち
に
い
ざ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
…
…
。
「
過

ぎ
に
し
方
恋
し
き
も
の
」
と
は
、
そ
の
時
読
者
が
体
感
し
て
い
る
、
《
往
時
を
懐
か
し

む
人
の
心
》
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ま
ご
と
遊
び
の
道
具
に
つ
け
、
昔
の

恋
文
に
つ
け
、
過
去
の
で
き
ご
と
を
思
い
出
し
て
し
み
じ
み
と
恋
う
る
、
そ
の
心
こ

そ
が
「
過
ぎ
に
し
方
恋
し
き
も
の
」
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
《
往
時
を
懐
か
し
む

人
間
の
心
情
》
を
主
題
と
す
る
本
章
段
に
お
い
て
は
、
遠
い
過
去
か
ら
去
年
に
至
る

ま
で
、
時
系
列
に
よ
っ
て
項
目
を
排
列
す
る
構
成
が
選
択
さ
れ
て
、
効
果
を
挙
げ
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
章
段
の
モ
チ
ー
フ
を
解
き
明
か
す
、
章
段
読
解
の
鍵
た

る
「
枯
れ
た
る
葵
」
を
第
一
項
目
に
置
く
三
巻
本
の
本
文
に
よ
っ
て
も
、
章
段
の
主

題
性
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
十
分
に
感
取
し
得
る
も
の

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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「
つ
れ
づ
れ
な
る
も
の
」
（
一
四
二
段
）
の
両
段
に
「
除
目
に
司
得
ぬ
人
の
家
」
の

項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
場
面
が
詳
細
に
語
ら
れ
、
後
者
で
は
項
目
の
み

の
形
（
第
三
項
「
除
目
に
司
得
ぬ
人
の
家
。
」
）
で
あ
る
が
、
〈
任
官
の
な
か
っ
た
者

の
家
の
様
子
〉
を
想
起
す
る
こ
と
が
、
両
段
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、
人
が
感
じ
る
「
す

さ
ま
じ
き
」
心
情
、
そ
し
て
ま
た
「
つ
れ
づ
れ
な
る
」
心
情
に
つ
い
て
、
読
者
が
あ

ら
た
め
て
思
考
す
る
手
が
か
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
「
む
つ
か
し
げ
な

る
も
の
」
（
一
五
九
段
）
や
「
な
い
が
し
ろ
な
る
も
の
」
（
二
三
二
段
）
に
お
け
る
、

そ
れ
ぞ
れ
「
縫
ひ
物
の
裏
」
、
「
唐
絵
の
革
の
帯
の
裏
」
な
ど
は
、
〈
も
の
の
裏
側
〉

の
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
そ
れ
を
見
た
時
の
感
覚
を
喚
起
し
、
「
む
つ
か
し
げ
な
る
」
、
ま

た
「
な
い
が
し
ろ
な
る
」
心
情
を
ま
ず
感
覚
的
に
悟
ら
せ
る
働
き
を
す
る
。
と
同
時

に
、
「
む
つ
か
し
げ
」
な
、
「
な
い
が
し
ろ
」
な
も
の
ご
と
の
持
つ
要
素
を
感
取
さ
せ

る
効
果
も
担
わ
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
つ
れ
づ
れ
な
る
も
の
」
（
一
四
二
段
）
と
連

続
す
る
「
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
む
も
の
」
（
一
四
三
段
）
で
は
、
少
な
い
項
目
の
中
で

（
一
四
二
段
は
項
目
数
四
件
。
一
四
三
段
は
六
件
式
「
物
忌
」
と
「
双
六
」
が
両
段

に
共
通
す
る
素
材
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
素
材
を
用
い
て
、
全
く
異
な
る
、

正
反
対
で
あ
る
は
ず
の
二
つ
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い

司
得
ぬ
人
の
家
。
雨
う
ち
降
り
た
る
は
、
ま
し
て
つ
れ
づ
れ
な
り
。

つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
む
も
の
物
語
。
碁
、
嗣
凶
。
三
つ
四
つ
ば
か
り
な

る
ち
ご
の
、
物
を
か
し
う
言
ふ
。
ま
た
、
い
と
小
さ
き
ち
ご
の
物
語
し
た
る
が
、

ゑ
な
ど
い
ふ
事
し
た
る
。
く
だ
物
。
男
の
う
ち
さ
る
が
ひ
、
物
よ
く
言
ふ
が
来

た
る
に
、
岡
目
固
溌
れ
ど
、
入
れ
つ
か
し
。

人
に
と
っ
て
「
碁
、
双
六
」
は
「
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
む
も
の
」
で
あ
る
が
、
「
つ
れ

る
。

つ
れ
づ
れ
な
る
も
の
所
さ
り
た
る
”
画
固
。
馬
お
り
ぬ
雨
州
囚
。
潤
削
副
伺

づ
れ
な
る
も
の
」
に
「
所
さ
り
た
る
物
忌
」
「
馬
お
り
ぬ
双
六
」
を
挙
げ
、
「
所
さ
り

た
る
」
す
な
わ
ち
場
所
柄
が
お
も
し
ろ
く
な
い
物
忌
や
、
「
馬
お
り
ぬ
」
す
な
わ
ち

展
開
が
な
い
双
六
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
最
も
「
つ
れ
づ
れ
な
る
」
も
の
と
も
な
り

得
る
事
実
を
示
し
て
み
せ
て
い
る
。
「
つ
れ
づ
れ
な
る
も
の
」
の
〈
正
体
〉
は
、
挙

げ
ら
れ
て
い
る
素
材
の
本
質
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
人
の
心
の
働
き
そ
の

も
の
な
の
で
あ
り
、
一
つ
の
言
葉
で
表
さ
れ
る
感
情
を
形
作
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

要
素
が
、
各
項
目
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
仕
組
み
で
あ
る
。

題
詞
と
し
て
掲
げ
た
感
情
語
彙
の
一
つ
を
め
ぐ
っ
て
章
段
中
に
挙
げ
ら
れ
た
各
項

さ
る
べ
き
な
ど
が
な
き
を
り
も
、
問
か
ま
ほ
し
。
思
ふ
人
の
お
こ
せ
た
る
文
。

ま
た
、
こ
の
次
段
は
「
心
も
と
な
き
も
の
」
（
一
六
四
）
を
題
詞
に
掲
げ
る
が
、

挙
げ
ら
れ
た
項
目
（
条
）
の
一
つ
一
つ
は
、
「
心
も
と
な
し
」
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
感
情
語
彙
を
伴
っ
て
、
章
段
を
読
む
者
の
感
情
を
誘
導
し
、
「
心
も
と
な
き
」

心
情
の
複
雑
な
あ
り
よ
う
と
本
質
と
を
悟
ら
せ
る
。
「
あ
な
た
を
ま
も
ら
へ
た
る
心も

ち
」
（
第
二
項
目
）
、
「
わ
び
し
う
、
お
り
て
も
い
ぬ
べ
き
心
ち
」
（
第
五
項
目
）
、
「
い

と
心
も
と
な
し
」
（
第
七
項
目
）
、
「
に
く
さ
さ
へ
添
ひ
ぬ
」
（
第
八
項
目
）
、
「
い
と
く

ち
を
し
」
「
わ
び
し
け
れ
」
（
第
九
項
目
）
、
「
い
と
心
も
と
な
く
、
う
ち
捨
て
て
も
い

く
、
こ
れ
も
題
詞
の
意
味
を
深
め
る
Ｉ
問
い
の
答
え
を
探
る
、
章
段
の
主
題
を
見

出
す
ｌ
た
め
の
手
法
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
「
と
く
ゆ
か
し
き
も
の
」
（
一
六
三
）

の
段
中
で
は
「
ゆ
か
し
」
の
語
は
用
い
ら
れ
ず
、
「
間
か
ま
ほ
し
」
が
三
度
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。

と
く
ゆ
か
し
き
も
の
巻
染
、
む
ら
濃
、
く
く
り
物
な
ど
染
め
た
る
。
人

目
が
、
そ
の
題
詞
以
外
の
感
情
語
彙
の
言
葉
を
評
言
と
し

下
衆
の
際
だ
に
間
か
ま
ほ
し
。
除
目
の
ま
だ
つ
と
め
て
、
か
な
ら
ず
知
る
人
の

の
子
生
み
た
る
、
男
女
と
く
間
か
ま
ほ
し
。
よ
き
人
は
さ
ら
な
り
。
え
せ
物
、

て
結
ば
れ
て
い
る
例
も
多

I
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ぬ
く
き
心
ち
ぞ
す
る
」
（
第
十
一
項
目
）
、
「
い
と
久
し
」
（
第
十
二
項
目
。
第
十
項
目

、
、

は
「
子
生
み
た
る
人
の
、
後
の
事
久
し
き
。
」
）
、
「
い
と
心
も
と
な
し
」
（
第
十
三
項

、
、
、
、

目
）
、
「
い
み
じ
う
心
も
と
な
け
れ
」
（
第
十
四
項
目
）
。
縫
製
・
染
色
な
ど
の
場
面
、

ま
た
同
じ
く
出
産
〉
を
め
ぐ
っ
て
、
前
段
「
と
く
ゆ
か
し
」
く
感
じ
る
場
合
と
は
異

な
る
感
情
的
要
素
が
顕
現
化
さ
れ
て
く
る
。
「
と
く
ゆ
か
し
き
も
の
」
に
お
け
る
巻

染
め
・
む
ら
濃
・
く
く
り
染
め
（
第
一
項
目
）
は
、
未
知
の
結
果
に
期
待
を
寄
せ
楽

し
む
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
の
「
心
も
と
な
き
も
の
」
に
お
け
る
〈
人
に
託
し
た
急、

ぎ
の
縫
い
物
〉
の
場
合
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
出
産
の
報
告
を
待
つ
場
合
で
も
、
切

実
さ
に
お
い
て
、
「
ゆ
か
し
」
さ
を
超
え
る
感
情
が
「
心
も
と
な
き
」
感
情
な
の
で

あ
る
。
「
心
も
と
な
き
も
の
」
は
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ス
感
情
の
語
に
よ
る
題
詞
の
一

つ
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ス
感
情
の
語
「
と
く
ゆ
か
し
き
も
の
」
と
並
べ
、
ま
た
共
通
の

素
材
を
用
い
な
が
ら
、
両
者
の
相
違
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
て
い
る
。
「
心
も
と

な
き
」
感
情
と
は
、
「
ゆ
か
し
」
と
感
じ
る
場
合
の
よ
う
に
も
は
や
鷹
揚
に
悠
長
に

構
え
て
は
い
ら
れ
ぬ
、
切
実
で
余
裕
の
な
い
感
情
、
つ
ま
り
よ
り
当
事
者
的
な
感
覚

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
両
段
に
は
ま
た
、
〈
恋
人
か
ら
の
文
〉
と
い
う
素
材
も
共
通
し

て
現
れ
て
い
る
。
「
と
く
ゆ
か
し
き
も
の
」
に
は
「
思
ふ
人
の
お
こ
せ
た
る
文
」
が

挙
が
る
が
、
「
心
も
と
な
き
も
の
」
で
は
〈
遠
方
の
恋
人
か
ら
の
文
〉
、
「
還
き
所
駒

そ
く
ひ

、り
思
ふ
人
の
文
」
を
受
け
取
り
、
「
か
た
く
封
じ
た
る
続
飯
な
ど
放
ち
あ
く
る
、
心

も
と
な
」
い
心
情
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
恋
人
か
ら
の
文
〉
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
に
「
ゆ
か
し
」
と
感
じ
て
い
た
と
き
の
余
裕
は
一
切
な
い
。

章
段
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
そ
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
～
な
る
も
の
」
の

「
答
え
」
な
の
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
項
目
は
、
「
～
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
探

っ
て
い
く
た
め
の
、
手
が
か
り
な
の
で
は
な
い
か
。
「
も
の
」
型
類
聚
章
段
に
お
け

る
題
詞
と
項
目
と
の
関
係
は
、
類
書
の
見
出
し
項
目
と
列
挙
さ
れ
た
事
物
、
辞
書
の

し
き
ち
ご
の
い
ち
ご
食
ひ
た
る
。
か
り
の
こ
の
割
り
た
る
も
。
水
晶
の
数
珠
。

第
一
項
目
の
「
薄
色
に
白
襲
の
汗
杉
」
を
は
じ
め
、
こ
こ
に
「
あ
て
な
る
」
事
物
と

し
て
挙
が
る
も
の
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
、
光
の
透
過
・
透
明
感
が
あ
ろ
う
。
唯

一
の
人
事
は
、
葎
を
無
心
に
食
う
子
ど
も
の
ま
こ
と
に
無
邪
気
な
し
ぐ
さ
で
あ
る
。

作
者
が
こ
こ
に
提
示
す
る
「
あ
て
な
る
も
の
」
の
本
質
と
は
、
身
分
の
高
さ
や
上
品

な
態
度
・
振
る
舞
い
な
ど
で
は
な
く
、
つ
ま
り
人
為
や
作
為
で
は
な
い
、
無
心
さ
で

あ
り
、
ま
た
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
五

項
目
の
殻
を
割
っ
た
卵
の
さ
ま
に
も
象
徴
的
に
捉
え
得
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。

現
在
伝
わ
っ
て
い
る
雑
纂
形
態
の
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
「
こ
と
こ
と
な
る
も

の
」
（
四
）
の
段
は
類
聚
的
章
段
の
筆
頭
に
位
置
す
る
（
三
巻
本
（
二
類
〉
「
同
じ
こ

と
な
れ
ど
も
聞
き
耳
こ
と
な
る
も
の
」
四
段
）
。

こ
と
こ
と
な
る
も
の
法
師
の
こ
と
ば
。
男
女
の
こ
と
ば
。
下
衆
の
こ

と
ば
に
、
か
な
ら
ず
文
字
あ
ま
し
た
る
。

〈
言
葉
が
異
な
る
も
の
〉
…
…
と
は
、
法
師
、
男
女
、
下
衆
（
の
言
葉
）
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
人
の
用
い
る
言
葉
と
い
う
も
の
は
単
一
で
な
く
実
に
多
様
な

も
の
で
あ
り
、
立
場
、
性
別
、
身
分
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
と
と
も
に
生
き
て
異
な
る
も
の
が
言
葉
で
あ
る
と

見
出
し
項
目
と
そ
の
解
説
な
ど
と
い
う
関
係
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
名
称
列
挙
の
歌
枕
集
に
お
け
る
モ
ノ
と
名
の
関
係
と
も
そ

れ
は
お
そ
ら
く
全
く
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
あ
て
な
る
も
の
」
を
挙
げ
る
ｌ
高
貴
な
も
の
に
つ
い
て
問
う
’
一
段
（
四

九
）
に
提
示
さ
れ
た
「
人
事
」
項
目
は
、
全
六
項
目
の
う
ち
た
だ
一
つ
で
あ
る
。

あ
て
な
る
も
の
薄
色
に
白
襲
の
汗
杉
。
削
り
氷
の
甘
葛
に
入
り
て
、

あ
た
ら
し
き
鋺
に
入
れ
た
る
。
梅
の
花
に
雪
の
降
り
た
る
。
い
み
じ
う
う
つ
く

ノ
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い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
」
（
言
異
な
る
も
の
）
と
い
う
題
詞
は
、

実
は
言
葉
の
本
質
を
象
徴
し
、
ま
た
そ
れ
を
問
う
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
よ
う
。

ｌ
そ
れ
を
言
わ
ば
「
座
の
文
芸
」
た
る
も
の
の
よ
う
に
見
な
し
、
類
聚
的
章
段
の

成
立
に
つ
い
て
、
「
～
な
も
の
」
を
め
ぐ
り
、
集
ま
っ
た
女
房
た
ち
が
口
々
に
思
う

と
こ
ろ
を
述
べ
、
そ
れ
を
清
少
納
言
が
筆
録
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
うひた

従
来
の
見
方
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
『
枕
草
子
』
の
本
文
と
、
爽
雑
す
る
何
物
も
な
く
直

と
向
き
合
う
読
解
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
ま
い
（
注
４
）
。

『
枕
草
子
』
の
類
聚
的
章
段
の
題
詞
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
主
題
を
示
す
標
題
と
し

て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
読
者
は
、
そ
の
主
題
を
過
た
ず
探
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
、
こ
の
「
草
子
」
を
手
に
す
る
千
年
後
の
読

者
に
も
、
と
も
に
思
考
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
読
者
は
、
章
段
中
に

、
、

挙
が
る
種
々
の
項
目
を
通
し
、
「
～
（
な
）
も
の
」
に
つ
い
て
体
感
し
な
が
ら
、
や

が
て
よ
り
深
い
《
意
味
》
に
向
か
っ
て
い
ざ
な
わ
れ
て
い
く
。
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」

「
あ
り
が
た
き
も
の
」
「
に
く
き
も
の
」
等
等
、
人
生
の
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る

『
枕
草
子
』
の
「
も
の
」
型
類
聚
章
段
で
あ
る
が
、
個
々
の
章
段
の
主
題
は
、
常
に
、

複
数
の
項
目
の
集
積
た
る
全
文
の
構
成
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
従
来
的
な
解
釈
は
、
各
項
目
の
語
義
を
も
っ
て
そ
れ
が
清
少
納
言
の
思
う

「
～
（
な
）
も
の
」
な
の
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
読
者
と
し
て

そ
こ
で
思
考
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
各
項
目
の
は
た
ら
き
と
全
文
の
構
成
に
よ
っ
て

語
ら
れ
て
い
る
「
～
（
な
）
も
の
」
の
本
質
に
迫
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
各
項
目
が
担
う
役
割
に
思
い
を
致
す
こ
と
な
く
、
章
段
の
論
理
を
踏
ま
え
ず
に

あ
る
項
目
を
打
ち
消
し
て
み
た
り
、
逆
に
新
た
に
加
え
た
り
し
て
い
く
よ
う
な
態
度

も
ま
た
、
こ
の
作
品
の
解
釈
研
究
と
は
結
び
付
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

類
聚
的
章
段
の
も
う
一
つ
の
形
で
あ
る
「
は
」
型
章
段
に
つ
い
て
も
、
主
題
と
構

成
の
関
係
が
見
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
は
」
型
類
聚
章
段
の
読
解
を
通

し
て
、
我
々
は
「
も
の
」
に
与
え
ら
れ
た
「
名
」
（
固
有
名
詞
）
を
手
が
か
り
に
、

そ
の
「
も
の
」
の
本
質
、
ま
た
、
そ
の
「
も
の
」
と
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
発
見

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
歌
枕
と
し
て
い
つ
し
か
記
号
化
し
て
し
ま
っ
た

、名
で
は
な
く
、
我
々
は
そ
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
て
き
た
「
も
の
」
、
…
：
・
山
、
峰
、

、
、
、
、
、
、
、

原
、
市
、
淵
、
海
等
等
、
あ
ら
ゆ
る
「
も
の
」
そ
の
も
の
と
向
き
合
い
、
こ
れ
を
見

つ
め
直
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
名
を
手
が
か
り
に
、
「
も
の
」
そ
の
も
の
に

つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
の
「
は
」
型
類
聚

章
段
に
「
所
在
未
詳
」
の
非
和
歌
的
地
名
が
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
た
だ
単

に
「
お
も
し
ろ
い
名
前
へ
の
興
味
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
。

「
も
の
」
と
そ
の
「
名
」
を
め
ぐ
っ
て
「
も
の
」
の
本
質
ｌ
「
も
の
」
と
人
と
の

関
わ
り
ｌ
に
迫
り
、
解
き
明
か
し
て
い
く
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
成
し
得
た

の
も
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
の
新
し
さ
な
の
で
あ
る
。
「
命
名
」
行
為
の
文
芸
的

独
創
性
に
注
目
し
、
名
と
モ
ノ
の
不
可
分
の
結
び
付
き
を
今
新
た
な
手
が
か
り
と
し

て
始
発
し
た
の
が
「
標
題
文
芸
」
研
究
の
試
み
で
あ
る
。
そ
の
対
象
と
し
て
ま
さ
に

ふ
さ
わ
し
い
作
品
の
一
つ
が
、
こ
の
『
枕
草
子
』
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、

紫
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

こ
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
『
枕
草
子
』
の
初
段
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

従
来
は
、
こ
の
短
く
言
い
切
っ
た
だ
け
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
表
現
を
め
ぐ

《
三
》
初
段
か
ら
み
る
『
枕
草
子
』
の
”
題
“
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I

っ
て
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
を
か
し
」
を
略
し
た
言
い
方
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
枕
草
子
』
の
初
段
、
作
品
の
序
文
に
位
置
す
る
本
章
段
に
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
「
夏
は
夜
」
「
秋
は
夕
暮
れ
」
「
冬
は
つ
と
め
て
」
と
い
う
独

特
の
形
に
は
、
実
は
、
〃
題
〃
を
提
示
し
て
展
開
す
る
、
「
標
題
文
芸
」
た
る
『
枕
草

子
』
の
本
領
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に
始
ま
る
こ
の
『
枕
草
子
』
初
段
は
、
新
し
い
詩
で
あ

る
と
も
言
え
よ
う
か
。
「
あ
け
ぼ
の
」
「
夜
」
「
夕
暮
」
「
つ
と
め
て
」
と
い
う
日
々
繰

り
返
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
と
き
」
が
、
「
春
」
「
夏
」
「
秋
」
「
冬
」
と
い
う
さ
ら
に

大
き
な
「
と
き
」
の
う
ち
に
配
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
配
し
、
時
刻
と
季
節
と
、

こ
の
二
つ
の
「
と
き
」
が
融
合
し
て
織
り
な
す
、
独
特
の
立
体
構
造
に
よ
る
時
空
間

が
創
造
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
作
品
世
界
の
始
発
に
、
独
特
の
手
法
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
た
〃
時
空
間
〃
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。各

条
冒
頭
の
表
現
は
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
が
よ
い
」
な
ど
と
補
っ
て
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
逆
に
、
〃
あ
け
ぼ
の
〃
と
い
う
瞬
間
が
殊
に
美
し
い
の
は
「
春
」
で
あ
る
と

い
う
一
三
ア
ン
ス
も
感
じ
取
り
た
い
の
で
あ
る
。
〃
夜
〃
が
〃
夜
〃
と
し
て
最
も
お

も
し
ろ
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
「
夏
」
の
〃
夜
〃
で
あ
り
、
〃
夕
暮
〃
は
「
秋
」
が
あ

わ
れ
で
、
お
も
し
ろ
い
。
〃
早
朝
（
つ
と
め
て
）
〃
ら
し
い
雰
囲
気
が
最
も
鮮
烈
に

感
じ
ら
れ
る
の
は
「
冬
」
で
あ
る
…
…
と
。
そ
れ
は
し
か
し
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
。
」
「
夏

は
夜
。
」
と
最
も
凝
縮
し
た
形
で
表
現
さ
れ
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

提
示
さ
れ
た
時
刻
と
季
節
の
組
み
合
わ
せ
自
体
は
、
和
歌
や
漢
詩
の
世
界
で
も
称

揚
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
初
段
の
世
界
で
は
時
刻
や
景
物
が
主
体
と
な

っ
て
そ
の
個
性
を
際
立
た
せ
て
く
る
。
そ
し
て
全
て
の
中
心
は
、
知
覚
し
感
動
す
る

人
の
心
で
あ
る
。

こ
の
構
造
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
素
早
く
読
者
を
導
く
に
は
、
冒
頭
「
春
」
に
つ

い
て
は
、
「
曙
」
と
い
う
和
文
脈
に
は
未
だ
謄
炎
さ
れ
て
い
な
い
新
鮮
な
言
葉
（
『
蜻

蛉
日
記
』
に
一
例
見
え
る
）
を
用
い
る
の
が
効
果
的
で
あ
っ
た
。
最
終
条
の
「
冬
」

で
は
特
に
人
事
に
言
い
及
び
、
「
…
わ
る
し
」
で
結
ば
れ
る
形
に
は
、
以
下
、
さ
ま
ざ

ま
に
展
開
し
て
い
く
興
味
深
い
内
容
が
暗
示
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

初
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
、
「
こ
ろ
は
」
、
「
正
月
一
日
は
」
ま
で
の
並
び
は
、
冒
頭

に
四
季
、
ま
た
天
象
・
歳
時
を
置
く
和
漢
の
類
書
、
詩
歌
集
の
形
に
も
関
係
す
る
よ

う
で
あ
る
が
、
作
者
は
、
『
枕
草
子
』
の
序
章
と
し
て
、
作
品
の
巻
頭
に
独
特
の
世
界

観
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の
初
段
以
下
に
展
開
し
て
い
く
全
て
の
こ
と
は
、
切
れ
切
れ

の
断
片
と
し
て
は
じ
め
て
意
味
を
保
ち
得
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
く
注
ｓ
）
。
永
遠
に
続
い
て
い
く
「
と
き
」
の
流
れ
の
一
瞬
一
瞬
を
つ
か
み
取
り
、
そ

こ
に
我
が
生
を
刻
み
込
ん
で
生
き
る
人
び
と
が
紡
ぎ
出
す
か
け
が
え
の
な
い
「
と
き
」

こ
そ
、
『
枕
草
子
』
が
包
み
込
ん
で
千
年
後
の
今
に
伝
え
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
ｌ

続
い
て
物
語
世
界
で
は
、
紫
式
部
が
理
想
郷
と
し
て
四
季
曼
茶
羅
、
四
方
四
季
の
六

条
院
世
界
を
創
造
し
た
が
、
そ
の
構
想
時
点
に
お
い
て
紫
の
上
の
好
む
「
春
の
曙
」

が
特
記
さ
れ
て
い
た
。

清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
の
冒
頭
に
掲
げ
た
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
は
、
ま
さ
し

く
そ
の
ま
ま
の
形
で
こ
そ
、
歌
語
的
な
「
春
の
曙
」
と
も
、
ま
た
「
春
は
あ
け
ぼ
の

を
か
し
」
と
補
っ
た
散
文
形
の
も
の
と
も
、
全
く
異
な
る
《
意
味
》
を
持
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
『
枕
草
子
』
が
、
新
し
い
作
品
形
態
の
鍵
と
し
て
用

い
た
″
題
〃
の
あ
り
さ
ま
で
は
な
か
っ
た
か
。

論
者
は
、
『
枕
草
子
』
の
各
章
段
と
は
、
ま
ず
″
題
〃
を
提
示
し
て
展
開
し
、
以
下

に
続
く
部
分
に
よ
っ
て
そ
の
主
題
性
が
深
め
ら
れ
て
い
く
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
〃
題
〃
（
冒
頭
語
）
が
「
問
い
か
け
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
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さ
て
こ
の
作
品
は
、
書
名
の
由
来
を
め
ぐ
っ
て
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、

例
え
ば
「
歌
枕
」
の
収
集
を
目
的
と
し
て
始
発
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
「
何
を
書
く
べ
き
か
」
と
い
う
定
子
の
問
い
に
対
す
る
、
清
少
納
言
の
、
「
全
く

新
し
い
も
の
を
書
く
」
と
い
う
答
え
が
、
つ
ま
り
「
枕
草
子
」
な
の
で
あ
っ
た
。
清

者
の
側
に
そ
れ
に
対
す
る
「
答
え
」
は
既
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
類
聚
的

章
段
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
読
者
は
、
冒
頭
語
以
下
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
の

項
目
を
た
ど
り
な
が
ら
、
自
身
で
そ
の
「
答
え
」
を
探
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら

そ
の
「
答
え
」
を
、
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。

特
に
、
作
品
冒
頭
、
初
段
の
、

《
春
》
は
、
《
あ
け
ぼ
の
》
。

と
い
う
言
い
方
は
、
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
″
題
〃
と
い
う
も
の
に
、
対
応
す
る
独

自
の
主
題
（
「
答
え
」
）
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
季
節
の
美
の
本
質
で
あ
る
時
刻
、
「
あ
け
ぼ
の
」
「
夜
」
「
夕
暮
れ
」
「
早
朝
」

そ
れ
ぞ
れ
の
美
し
さ
が
、
続
く
各
条
文
部
分
に
お
い
て
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
枕
草
子
』
初
段
の
本
質
は
、
季
節
美
の
称
揚
で
は
な
く
、

ま
さ
に
「
春
ぱ
お
け
ぼ
②
」
と
い
う
形
に
示
さ
れ
る
、
季
節
美
の
本
質
を
提
示
し
、

全
文
を
通
し
て
そ
こ
に
独
自
の
世
界
観
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
春
」
と
い
う
も
の
は
、
つ
ま
り
「
曙
」
と
い
う
「
と
き
」
の
う
ち
に
象
徴
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
と
き
」
と
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
そ
れ
を
全
身
で
体
感
す

、
、
、

る
私
た
ち
の
、
こ
の
命
が
刻
ん
で
い
く
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
：
．
：
．

、
し
」
◎《

四
》
書
名
『
枕
草
子
』
を
め
ぐ
っ
て

少
納
言
は
、
眼
前
の
草
子
を
「
枕
」
に
す
る
（
枕
に
こ
そ
は
し
は
く
ら
め
）
、
と
答
え

た
の
で
あ
る
。
当
時
、
分
厚
い
草
子
を
さ
し
て
比
楡
的
に
言
っ
た
「
枕
草
子
（
マ
ク

ラ
ソ
ウ
シ
）
」
と
い
う
語
を
利
用
し
て
、
清
少
納
言
は
、
書
く
べ
き
内
容
を
答
え
ず
（
つ

ま
り
限
定
せ
ず
）
、
未
知
の
作
品
の
名
を
「
～
草
子
」
と
し
て
答
え
た
こ
と
に
も
な
る
。

ま
だ
見
ぬ
作
品
の
題
は
「
枕
草
子
（
枕
の
草
子
）
」
と
決
ま
っ
た
。
「
枕
」
に
す
る
、

と
言
っ
て
清
少
納
言
が
頂
戴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
枕
」
の
草
子
で
あ
る
。
そ
の
瞬

間
が
、
作
品
の
新
し
さ
と
特
徴
を
謡
い
あ
げ
た
、
い
わ
ゆ
る
賊
文
中
に
描
き
と
ど
め

ら
れ
て
い
る
。

宮
の
御
前
に
、
内
の
大
臣
の
奉
り
た
ま
へ
り
し
御
草
子
を
、
「
こ
れ
に
何
を
書
か

ま
し
」
と
、
「
う
へ
の
御
前
に
は
史
記
と
い
ふ
文
を
な
む
書
か
せ
た
ま
へ
る
」
と

の
た
ま
は
せ
し
を
、
「
枕
に
こ
そ
は
し
は
く
ら
め
」
と
申
し
し
か
ば
、
「
さ
は
得

よ
」
と
て
給
は
せ
た
り
し
を
、
…
…

も
と
も
と
分
厚
い
草
子
を
さ
し
て
言
う
「
枕
草
子
（
マ
ク
ラ
ソ
ウ
シ
）
」
と
い
う
語
の

「
枕
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
寝
具
の
枕
で
あ
り
、
眼
前
の
ま
だ
何
も
書
き
付
け
ら
れ

て
い
な
い
草
子
を
今
す
ぐ
使
え
る
「
枕
」
と
し
て
表
現
し
た
こ
の
清
少
納
言
の
秀
句

は
、
ま
ず
「
願
わ
く
は
そ
れ
を
頂
い
て
・
・
・
」
と
い
う
意
味
の
も
の
と
も
な
る
の
で
あ

る
。の

ま
ま
使
え
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
枕
」
と
表
現
し
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
た

こ
と
な
の
で
あ
る
。
下
問
に
対
し
て
、
「
全
く
新
し
い
も
の
を
書
く
」
と
い
う
含
意
あ

る
応
答
で
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
即
座
の
下
賜
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
論
者

は
み
て
い
る
（
注
６
）
。

さ
て
、
清
少
納
言
が
こ
れ
か
ら
生
み
出
し
、
完
成
さ
せ
る
べ
き
未
知
な
る
作
品
の

そ
の
名
は
『
枕
草
子
』
と
決
ま
っ
た
。
そ
し
て
彼
女
は
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
枕
」

即
座
の
下
賜
は
、
書
く
べ
き
も
の
を
答
え
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
今
す
ぐ
そ
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胆
に
申
す
な
ら
、
「
″
題
〃
の
草
子
」
と
し
て
解
し
得
る
書
名
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
題
ｌ
標
題
Ｉ
と
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
単
な
る
〈
見
出
し
項
目
〉
で
は
な

く
、
作
品
の
（
個
々
の
章
段
の
）
主
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
作
者
か
ら
読
者
へ
の
問
い

で
あ
っ
た
。
そ
の
問
い
に
は
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
作
品
（
章
段
）
内

容
の
読
解
と
と
も
に
探
り
当
て
ら
れ
て
い
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
各
項
目
は
、

章
段
の
題
詞
ｌ
標
題
ｌ
の
も
と
、
無
造
作
に
集
め
ら
れ
て
き
た
も
の
な
ど
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
の
各
章
段
に
お
い
て
「
標
題
」
は
つ
ま
り
主
題
で
あ
っ
て
、
主
題
は

作
品
を
通
し
て
深
め
ら
れ
、
発
展
し
て
い
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
作
品
題
号
を

め
ぐ
る
従
来
の
考
え
方
は
、
践
文
に
描
か
れ
た
主
従
の
や
り
取
り
に
お
け
る
「
枕
」

を
、
ま
ず
意
義
の
上
で
直
接
「
歌
枕
」
や
「
枕
詞
」
と
結
び
付
け
て
し
ま
う
も
の
で

あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
即
座
の
下
賜
を
導
く
秀
句
と
し
て
の
「
枕
」
は
、

そ
の
時
点
で
短
絡
的
に
「
題
」
に
結
び
付
い
た
り
、
あ
る
い
は
予
定
調
和
的
に
「
題
」

を
意
味
し
た
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
時
そ
れ
が
既
に
「
題
の
」
（
枕
の
）
草
子

で
あ
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
は
、
既
存
の
類
書
等
の
模
倣
に
始
ま
っ
た
作
品
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
類
書
と
『
枕
草
子
』
の
共
通
点
を
数
え
挙
げ
、
類
似
性
を
探
る
こ
と
も
、
あ

る
普
遍
的
な
問
題
に
関
わ
っ
て
決
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か

し
、
随
筆
文
学
の
魁
と
し
て
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
拓
い
た
『
枕
草
子
』
の
構
造

と
本
質
は
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
類
書
と
の
詳
細
な
比
較
研
究
に
よ
っ
て
で
も
、

つ
い
に
解
明
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

〈
見
出
し
項
目
〉
で
は
な

作
者
か
ら
読
者
へ
の
問
い

そ
れ
は
作
品
（
章
段
）
内

っ
て
い
る
。
各
項
目
は
、

き
た
も
の
な
ど
で
は
な
か

主
題
で
あ
っ
て
、
主
題
は

な
ら
な
い
。
作
品
題
号
を

を
手
が
か
り
と
す
る
作
品
の
形
態
を
案
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
「
枕
」
と
は

つ
ま
り
「
題
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
生
み
出
し
、
深
め
、

発
展
さ
せ
て
い
く
中
心
の
言
葉
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
と
は
、
い
ま
誤
解
を
恐
れ
ず
大

『
枕
草
子
』
の
類
聚
的
章
段
の
特
に
題
詞
に
つ
い
て
、
四
系
統
諸
本
間
の
本
文
異

同
を
見
て
い
く
と
き
、
論
者
は
、
題
詞
ｌ
標
題
ｌ
と
章
段
内
容
の
関
係
、
さ
ら
に
は

伝
本
ど
う
し
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
新
た
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
「
標
題
文
芸
」
と
し
て
の
『
枕
草
子
』
を
考
察
す
る
こ
と
の
有

効
性
の
一
つ
で
あ
る
。

今
、
幾
つ
か
の
「
も
の
」
型
類
聚
章
段
に
つ
い
て
、
題
詞
部
分
の
校
本
を
示
す
。

「
標
題
文
芸
」
と
し
て
の
『
枕
草
子
』
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
『
枕

草
子
』
と
い
う
作
品
題
号
の
意
義
と
、
こ
の
作
品
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
類

聚
的
章
段
の
構
造
及
び
意
図
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
結

び
付
い
た
も
の
と
し
て
追
求
・
解
明
し
て
い
く
可
能
性
が
存
し
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
の
と
き
、
題
号
命
名
の
い
き
さ
つ
を
『
枕
草
子
』
独
特
の
ｌ
清
少
納
言
の
本
領
が

見
事
に
発
揮
さ
れ
た
ｌ
表
現
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
千
年
前
、
一
条
朝
と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
、
極
め
て
独
自
の
個
性
を
発
揮
し

た
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
。
こ
の
作
品
の
題
号
と
形
態
及
び
内
容
に
ま
つ
わ
る
多

く
の
謎
が
、
「
枕
」
と
い
う
語
を
中
心
に
据
え
つ
つ
初
め
て
一
筋
に
繋
が
っ
た
も
の
と

し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《
五
》
標
題
の
異
同
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
「
も
の
」
型
類
聚
章
段
の
題
詞
Ｉ

凡
例

三
巻
本
（
一
類
本
の
欠
く
範
囲
、
用
例
の
①
～
③
は
、
二
類
本

・
弥
富
破
摩
雄
旧
蔵
本
。
以
降
は
一
類
本
・
陽
明
文
庫

蔵
本
〈
甲
本
〉
）
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④
「
は
る
か
な
る
も
の
」
（
二
一
段
）

③
「
過
ぎ
に
し
方
恋
し
き
も
の
」
（
三
○
段
）

三
す
き
か
た

能
・
・
・
・
・
・
過
・
に
し
方
・
恋
・
し
き
物

前
す
き
か
た
こ
ひ

堺
み
る
に
つ
け
て
す
き
ぬ
る
か
た
こ
ひ

②
「
に
く
き
も
の
、
乳
母
の
男
こ
そ
あ
れ
」
（
二
六
段
）

三
か
し
こ
き
・
・
．
は
を
と
Ｌ

能
．
．
・
・
・
に
く
き
・
物
・
め
の
と
の
男
・
・
こ
そ
あ
れ

前
は
を
と
こ
ふ

堺
さ
た
ま
り
て
お
と
こ
（
章
段
本
文
終
わ
り
）

①
「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
」
（
四
段
）

三
お
な
し
な
れ
と
も
き
ふ
み
Ｌ
こ
と

能
・
・
・
こ
と
・
・
・
・
・
・
・
・
／
＼
な
る
も
の

前
物
・

堺
お
な
し
な
れ
と
も
き
上
み
Ｌ
こ
と
物
。

堺前能三

・
・
は
る
か
な
る
も
の

物
・

行
末
物
．

底
本
‐
能
因
本
（
三
条
西
家
旧
蔵
本
）

前
田
家
本

堺
本
（
高
野
辰
之
旧
蔵
本
）

⑥
「
か
き
ま
さ
り
す
る
も
の
」
（
一
二
○
段
）

⑤⑦
「
と
り
ど
こ
ろ
な
き
も
の
」
（
一
四
四
段
）

三
も
の

能
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
と
り
所
な
き
物
・

一
別堺

い
ひ
し
ら
す
い
ふ
か
ひ
な
く

も
の

⑧
「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
も
の
」
（
一
五
○
段
）

三
を

能
・
・
・
お
そ
る
し
け
な
る
物

⑨
堺前能 堺前能三 「

絵
に
か
き
て
お
と
る
も
の
」
（
二
九
段
）

三
か
き
・
お
り
す

能
絵
に
書
・
て
を
と
・
・
る
物

前
・
・
か
き
．
り
す

堺
ゑ
に
か
き
お

「
い
み
じ
く
心
づ
き
な
き
も
の
は
」
（
一
二
五
段
）

三
声
フ

能
い
み
し
く
心
つ
き
な
き
も
の
は

前
（
こ
の
段
な
し
．
類
似
の
文
は
、
前
田
家
本
「
心
つ
き
な
き
物
」
の
段
の
最
終
条
に
み
え
る
）

堺
（
こ
の
段
な
し
。
類
似
の
文
は
、
堺
本
「
心
つ
き
な
き
物
」
の
段
の
最
終
条
に
み
え
る
）

・
・
か
き
ま
さ
り
す
る
も
の

ゑ
にゑ

。
．
物
．

み
る
に
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⑩
「
心
づ
き
な
き
も
の
」
（
三
○
六
段
）

三
（
こ
の
段
な
し
。
類
似
の
文
は
、
三
巻
本
「
い
み
じ
う
心
つ
き
な
き
物
」
の
段
後
半
の
一
条

と
し
て
み
え
る
）

能
・
・
・
・
心
つ
き
な
き
物

竺
則堺ま

ず
①
「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
」
の
例
で
あ
る
が
、
能
因
本
及
び
前
田
家
本
に
お

け
る
章
段
題
詞
「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
」
に
対
し
、
三
巻
本
及
び
堺
本
で
は
こ
れ
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
お
な
し
こ
と
な
れ
と
も
き
き
み
み
こ
と
な
る
も
の
」
と
、
言
葉
が
加
わ
っ
た
状
態

で
あ
る
。
他
本
に
対
す
る
堺
本
本
文
の
注
釈
的
傾
向
は
、
題
詞
の
比
較
の
上
で
も
顕

、
、
、
、
、

箸
と
言
え
よ
う
。
右
に
挙
げ
た
と
こ
ろ
で
見
れ
ば
、
①
の
ほ
か
、
②
「
さ
た
ま
り
て

、
、
、
、
、
、

に
く
き
物
め
の
と
の
お
と
こ
」
③
「
み
る
に
つ
け
て
す
き
ぬ
る
か
た
こ
ひ
し
き
物
」

④
「
行
末
は
る
か
な
る
物
」
⑦
「
い
ひ
し
ら
ず
い
ぶ
か
び
お
ぐ
と
り
所
な
き
も

、
、
、

の
」
⑧
「
み
る
に
お
そ
る
し
け
な
る
物
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

作
品
（
章
段
）
の
「
標
題
」
自
体
が
伝
本
に
よ
っ
て
相
違
し
、
そ
こ
に
各
本
の
個

性
が
見
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
う
し
た
こ
と
も
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
の
一

つ
の
特
徴
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
章
段
内
容
に
対
し
定
標
題
に
違
い
が

見
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
章
段
本
文
に
も
違
い
が
あ
る
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
標
題
と
本
文
内
容
の
関
係
に
は
ど
の
よ
う
な
論
理
が
存
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
①
「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
」
の
段
に
つ
い
て
は
本
稿
第
二
節
で
も
触
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
章
段
全
文
を
掲
出
）
、
実
は
「
こ
と
」
の
語
を
め
ぐ
り
、
解
釈

が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
能
因
本
底
本
の
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』

本
（
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
小
学
館
一
九
七
四
年
）
は
「
異
異
な
る
」

と
解
し
、
「
別
々
な
も
の
」
と
訳
す
が
、
同
書
の
頭
注
に
も
触
れ
る
と
お
り
、
従
来

挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
が
全
て
「
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
そ
の
異
な
り
（
相
違
）
は
「
法

師
」
「
男
女
」
「
下
衆
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
本
文
上
に
明
ら
か
で
あ
る
と
き
、

「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
」
と
は
つ
ま
り
「
言
異
な
る
も
の
」
（
言
葉
が
異
な
る
も
の
）

と
解
し
て
よ
い
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
言
葉
が
異
な
る
も
の
」
と
は
、

す
な
わ
ち
、
法
師
（
の
言
葉
）
、
男
女
（
の
言
葉
）
、
下
衆
（
の
言
葉
）
で
あ
る
…
…

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
題
詞
」
と
個
々
の
項
目
の
結
び
付
き
の
確
か
さ
、
そ
し
て

「
題
詞
」
と
章
段
全
体
の
意
味
の
結
び
付
き
の
確
か
さ
、
こ
の
い
ず
れ
を
も
十
分
に

生
か
す
読
解
が
追
求
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

「
言
異
な
る
」
の
例
は
『
土
佐
日
記
』
に
見
え
る
。

唐
土
と
こ
の
国
と
は
、
言
異
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
か
げ
は
同
じ
こ
と

な
る
べ
け
れ
ば
、
人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
。

阿
部
仲
麻
呂
の
有
名
な
詠
歌
「
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
…
」
（
『
古
今
集
』
罵
旅
）

の
歌
を
改
変
し
た
形
で
の
引
用
が
あ
っ
て
印
象
的
な
場
面
で
あ
る
。
言
葉
の
違
い
を

超
え
て
通
じ
合
う
人
の
心
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』
の
本
章
段
で
「
言

異
な
る
も
の
」
と
い
う
題
詞
は
、
人
と
言
葉
と
の
関
係
に
つ
い
て
解
き
明
か
す
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
三
巻
本
底
本
の
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
本
（
松
尾
聰
・
永
井
和
子

校
注
・
訳
小
学
館
一
九
九
七
年
）
で
は
「
同
じ
こ
と
（
事
）
な
れ
ど
も
聞
き
耳

こ
と
（
異
）
な
る
も
の
」
と
解
し
、
「
同
じ
内
容
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
聞
い
た
感
じ

が
違
う
も
の
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
能
因
本
の
特
に
解
し
に
く
い
部
分
に

お
い
て
、
三
巻
本
の
章
段
題
詞
が
堺
本
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
「
は
」
型
の
例
に
な
る
が
、
「
木
の
花
は
」
の
段
が
あ
っ
て
ま
た
「
木
は
」

の
段
が
あ
る
能
因
本
及
び
前
田
家
本
に
対
し
、
三
巻
本
及
び
堺
本
で
は
両
段
の
題
詞

「
言
異
な
る
」
「
異
言
な
る
」
「
異
事
な
る
」
な
ど
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
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が
「
木
の
花
は
」
と
「
花
の
木
な
ら
い
は
」
と
い
う
形
で
あ
る
こ
と
も
現
象
と
し
て

興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
堺
本
で
他
系
統
本
の
「
草
は
」
に
相
当
す
る

題
詞
は
「
花
な
き
草
は
」
で
あ
る
。

ほ
か
に
、
⑤
の
例
で
能
因
本
及
び
堺
本
が
「
絵
（
ゑ
）
に
書
（
か
き
）
て
を
（
お
）

と
る
物
」
、
三
巻
本
が
「
絵
に
か
き
お
と
り
す
る
物
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
前
田
家
本
は

「
か
き
を
と
り
す
る
物
」
で
あ
る
。
「
絵
に
」
の
部
分
を
欠
い
た
状
態
で
あ
る
が
、
⑥

の
例
で
前
田
家
本
は
「
ゑ
に
か
き
ま
さ
り
す
る
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
前
田
家
本

の
二
つ
の
段
の
排
列
は
他
系
統
本
の
排
列
と
逆
転
し
た
状
態
で
あ
り
、
「
ゑ
に
か
き
ま

さ
り
す
る
も
の
」
「
か
き
を
と
り
す
る
物
」
の
順
で
並
ぶ
。
章
段
の
排
列
と
題
詞
本
文

の
異
同
が
関
係
し
て
い
る
例
と
み
る
。
堺
本
で
は
、
両
段
と
も
題
詞
に
「
ゑ
」
の
語

が
入
る
。

一
層
複
雑
な
問
題
に
は
な
る
が
、
能
因
本
及
び
前
田
家
本
に
は
「
に
く
き
も
の
」
（
二

五
段
）
か
ら
続
い
て
展
開
し
て
い
く
連
続
し
た
章
段
群
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
段
は
分
類
上
は
い
わ
ゆ
る
随
想
的
章
段
と
さ
れ
る
も
の
で
、
②
の
「
に
く
き
物
め

の
と
の
男
こ
そ
あ
れ
」
（
二
六
段
）
、
さ
ら
に
「
文
こ
と
は
な
め
き
人
こ
そ
い
と
坐
に

く
け
れ
」
（
二
七
段
）
、
「
あ
か
つ
き
に
か
へ
る
人
の
」
（
二
八
段
）
と
並
ぶ
。
②
に
つ

い
て
、
四
系
統
中
、
三
巻
本
の
み
「
か
し
こ
き
も
の
は
」
と
い
う
冒
頭
語
を
持
つ
章

段
と
し
て
作
品
中
に
存
す
る
。
章
段
内
容
に
は
能
因
本
と
類
似
の
部
分
も
含
ま
れ
る

が
、
そ
の
大
半
が
三
巻
本
の
独
自
本
文
で
あ
る
。
三
つ
の
段
は
み
な
「
に
く
き
も
の
」

の
段
と
は
〈
無
関
係
〉
な
位
置
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
あ
か
つ
き
に
か
へ
る

人
の
」
の
段
で
男
の
無
粋
を
難
じ
て
用
い
ら
れ
る
「
に
く
し
」
と
い
う
評
言
が
、
三

巻
本
に
の
み
見
当
た
ら
な
い
。
能
因
本
及
び
前
田
家
本
で
は
「
に
く
し
と
は
世
の
常
、

い
と
愛
矯
な
し
」
と
い
う
容
赦
な
い
物
言
い
も
あ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
題
詞
が
、

章
段
全
体
の
意
味
合
い
、
《
主
題
》
の
問
題
に
ま
で
関
わ
っ
て
相
違
す
る
例
と
言
え
よ

ま
た
、
能
因
本
に
は
⑨
の
「
い
み
し
く
心
つ
き
な
き
も
の
は
」
（
一
二
五
）
と
い
う

章
段
と
、
⑩
の
「
心
つ
き
な
き
物
」
（
三
○
六
）
の
章
段
が
あ
る
。
前
者
は
類
聚
で
は

な
く
、
随
想
の
一
段
で
「
～
も
の
は
」
と
し
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
そ
れ

ぞ
れ
独
立
し
た
章
段
で
あ
る
が
、
前
田
家
本
・
堺
本
で
は
「
心
つ
き
な
き
も
の
」
、
三

巻
本
で
は
「
い
み
し
う
心
つ
き
な
き
も
の
」
の
題
詞
の
も
と
、
一
段
に
〈
統
合
〉
さ

れ
た
形
で
あ
る
。
能
因
本
「
い
み
し
く
心
つ
き
な
き
も
の
は
」
（
一
二
五
）
の
段
は
、

実
は
「
文
こ
と
は
な
め
き
人
こ
そ
い
と
生
に
く
け
れ
」
（
二
七
）
の
段
の
最
終
条
と
〈
重

複
〉
し
て
い
る
。
こ
の
〈
重
複
〉
の
現
象
は
能
因
本
的
特
徴
の
一
つ
と
も
言
え
よ
う

が
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
、
章
段
の
生
成
や
章
段
ど
う
し
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
知

る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
能
因
本
の
本
文
は
、
重
層
的
な
読
解
研

究
の
歴
史
を
経
ぬ
ま
ま
現
在
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
で
あ
る

が
、
今
回
、
章
段
の
題
詞
と
本
文
内
容
の
関
わ
り
に
鑑
み
て
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
十

分
読
み
解
き
得
る
論
理
も
見
定
め
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
作
品
中
の
漢
籍
摂
取

の
表
現
を
め
ぐ
り
、
論
者
は
、
三
巻
本
の
原
典
主
義
的
傾
向
に
対
し
、
能
因
本
の
錯

晦
的
表
現
に
、
よ
り
柔
軟
で
女
性
的
な
表
現
と
し
て
の
引
用
の
論
理
が
存
す
る
こ
と

を
見
出
し
て
い
る
（
注
７
）
。

以
上
、
こ
こ
で
は
用
例
数
を
限
っ
た
提
示
と
な
っ
た
が
、
伝
本
間
の
本
文
異
同
は
、

章
段
内
容
に
お
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
章
段
の
題
詞
Ｉ
ｌ
標
題
Ｉ
そ
の
も
の
に
も

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
類
聚
的
章
段
の
題
詞
が
、
例
え
ば
辞
書
的
な

（
自
明
で
固
定
的
な
）
見
出
し
項
目
で
は
な
く
、
内
容
の
読
解
と
と
も
に
そ
の
意
義

が
探
ら
れ
て
い
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
事
実
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
複
数
の
項
目
・
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
章
段
の
《
意

味
》
が
明
確
に
な
ら
な
い
と
き
、
端
的
な
形
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
章
段
題
詞
の
《
意

戸
《
″
〆
○
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味
》
も
、
し
か
し
ま
た
、
明
ら
か
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
享
受
の
過
程
で
そ

こ
に
新
た
な
言
葉
が
加
わ
る
可
能
性
も
存
す
る
。
同
時
に
、
あ
る
標
題
（
章
段
題
詞
）

の
も
と
、
本
文
に
新
た
な
項
目
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
標
題
自
体
の
増
殖
も
起

り
得
よ
う
。
類
纂
形
態
の
前
田
家
本
と
堺
本
は
〈
類
聚
〉
へ
の
関
心
が
強
い
伝
本
と

言
え
る
が
、
「
も
の
」
型
類
聚
章
段
の
標
題
語
彙
は
、
堺
本
と
そ
し
て
三
巻
本
に
お
い

て
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
。
堺
本
は
注
釈
的
な
特
徴
を
有
す
る
伝
本
で
あ
る
が
、
こ

の
本
は
ま
た
複
数
箇
所
に
独
自
の
本
文
内
容
を
有
し
て
注
目
さ
れ
る
。
標
題
を
手
が

か
り
（
目
印
）
に
、
複
数
の
章
段
が
統
合
・
整
理
さ
れ
た
跡
も
見
出
さ
れ
て
く
る
。

「
標
題
文
芸
」
と
し
て
『
枕
草
子
』
を
捉
え
る
新
し
い
視
点
と
試
み
と
に
よ
っ
て

見
定
め
ら
れ
て
く
る
事
柄
は
少
な
く
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
一
千

年
の
時
を
経
て
伝
わ
っ
た
作
品
の
、
そ
の
内
容
と
形
態
の
関
係
を
問
題
と
す
る
非
常

に
難
し
い
領
域
に
踏
み
込
ん
で
い
く
研
究
で
も
あ
る
。
章
段
本
文
の
一
言
一
句
に
寄

り
添
う
読
解
研
究
を
拠
り
所
に
、
安
直
に
陥
る
こ
と
を
厳
に
戒
め
つ
つ
、
今
後
も
こ

の
新
視
点
か
ら
の
研
究
を
深
化
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
『
枕
草
子
』
を
め
ぐ
っ
て
「
標
題
な
る
も
の
」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い

て
探
っ
て
き
た
。
作
品
の
「
標
題
」
Ⅱ
作
品
題
号
に
も
、
各
章
段
の
「
標
題
」
Ⅱ
章

段
題
詞
に
も
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
章
段
そ
の
も
の
に
も
、
か
け
が
え
の
な
い
《
意
味
》

が
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
し
た
類
聚
的
章
段
に
限
ら
ず
、

日
記
的
章
段
か
ら
も
随
想
的
章
段
か
ら
も
、
我
々
は
そ
の
《
意
味
》
を
過
た
ず
読
み

取
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
は
、
読
解
研
究
の
対
象
と

し
て
、
そ
の
主
題
性
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
作
品
で
も
あ
る
。
「
標
題
文
芸
」
研
究

の
視
座
か
ら
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
今
、
新
た
な
評
価
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

4 3 2 １
い
わ
ゆ
る
「
類
聚
的
雑
纂
説
」
と
い
う
も
の
が
存
す
る
。
田
中
重
太
郎
氏
『
枕

冊
子
本
文
の
研
究
』
（
初
音
書
房
一
九
六
○
）
に
「
枕
冊
子
の
一
『
原
形
』
は
、

一
見
雑
纂
型
で
あ
り
、
実
は
大
き
な
類
纂
型
で
あ
っ
た
」
（
二
四
七
頁
）
と
述
べ

戸

注
、 4

こ
の
「
の
い
と
す
ぐ
な
く
み
え
た
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
三
条
西
家
旧
蔵
本
の

本
文
中
に
″
題
〃
の
形
を
取
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
文
内

容
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
こ
の
「
巻
目
録
」
に
挙
が
る
「
は
」
型
章
段
の
題
詞
（
名

詞
部
分
）
の
ほ
と
ん
ど
は
本
文
上
で
も
明
確
に
〃
題
〃
の
形
式
を
と
る
も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
「
は
」
型
章
段
の
題
詞
の
全
て
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
実
際
の
章
段
題
詞
と
目
録
の
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

本
章
段
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
拙
著
『
新
し
い
枕
草
子
論
ｌ
主
題
・
手
法
そ

し
て
本
文
ｌ
』
（
新
典
社
二
○
○
四
）
で
詳
し
く
述
べ
た
。

例
え
ば
石
田
穣
二
氏
は
、
類
聚
的
章
段
の
形
式
に
つ
い
て
「
基
本
的
に
は
遊
戯

の
一
形
式
、
従
っ
て
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
多
人
数
の
参
加
、
協
力
と
い
う
前
提

な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
形
式
の
生
ま
れ

た
母
胎
は
、
具
体
的
に
は
、
清
少
納
言
の
属
し
た
、
定
子
に
仕
え
る
女
房
集
団
を

措
い
て
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
形
式
が
清
少
納
言
の
独
創
に
か
か

る
と
い
っ
た
仮
定
は
ま
ず
無
理
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
に
形
式
が
あ
っ
た
と
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
『
（
角
川
日
本
古
典
文
庫
）
新
版
枕
草
子
上
』
一
九

七
九
、
解
説
・
四
二
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
作
品
創
出
の
営
為
が
、

ま
ず
定
子
後
宮
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い
場
を
得
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

に
は
相
違
な
い
が
、
従
来
の
こ
う
し
た
「
形
式
」
先
行
の
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、

こ
の
作
品
の
形
と
内
容
の
問
題
は
解
明
さ
れ
ず
、
循
環
論
を
抜
け
出
し
得
な
い
こ

る
0
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５
「
定
子
後
宮
の
凋
落
の
歴
史
」
を
読
み
の
前
提
に
据
え
て
き
た
従
来
の
『
枕
草

子
』
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
作
品
の
「
短
章
段
型
式
」
の
意
味
は
、
悲
劇
的
・

非
理
想
的
現
実
に
背
を
向
け
ん
が
た
め
の
「
意
味
の
空
洞
化
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
「
枕
草
子
の
文
章
は
現
実
に
ひ
た
す
ら
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
刹

那
の
感
動
・
直
感
に
現
実
を
越
え
時
間
を
越
え
た
も
の
を
希
求
す
る
文
章
な
の
で

あ
る
」
（
三
田
村
雅
子
「
枕
草
子
に
お
け
る
〈
題
〉
と
〈
時
間
〉
ｌ
年
中
行
事
を

め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
〈
「
日
本
文
学
」
泌
‐
Ⅲ
一
九
七
七
・
十
一
、
後
に
同
氏
『
枕
草

め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
〈
「
日
本
文
学
」
調
‐
Ⅲ

7 6

前俳
掲品

、 匙
注号
3 に

拙宅
著し．

◎ 一

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

子
表
現
の
論
理
』
有
精
堂
一
九
九
五

作
品
題
号
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
は
、

前
掲
、
注
３
拙
著
で
論
じ
た
。

に
収
録
）
。

(58）


