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歌

の

―
―

良

基

の
連

歌
論
に

つ

い

て

―

―

連
歌
が
自
分
の
中
に
文
学
を
意
識
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
何
時
の
頃
で
あ

ら
う
か
。
も
と
よ
り
当
時
の
和
歌
を
見
る
こ
と
今
日
の
文
学
を
見
る
が
ご
と
き

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ゝ
で
文
学
と
い
ふ
の
も
和
歌
を
規
準
と
す
る
伝
続
的
な

観
念
の
そ
れ
で
あ
り
、
従
っ
て
連
歌
が
和
歌
を
典
型
と
し
て
自
己
を
照
ら
し
、

自
己
を
形
作
ら
う
と
す
る
限
り
に
お
い
て
女
学
的
で
あ
っ
た
と
考
へ
ね
ば
な
ら

な
い
。

か
う
見
れ
ば
金
葉
集
が
当
時
、
様
式
的
完
成
に
達
し
て
ゐ
た
短
連
歌
の
上
に

認
め
た
一
の
特
殊
な
価
値
、
い
●
ゞ
俳
諸
的
、
語
戯
的
文
学
と
で
も
い
ふ
べ
き

も
の
は
暫
ら
く
除
外
し
て
、
新
古
今
歌
壇
に
お
い
て
和
歌
所
の
歌
人
達
の
連
歌

を
無
心
に
対
し
て
有
心
と
よ
ん
で
区
別
し
た
、
あ
の
明
ら
か
な
自
覚
を
一
の
め

ど
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く
有
心
化
は
長
連
歌
の
成
立
す
る
過
程
の
中
に

必
然
の
動
向
と
し
て
胚
胎
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で

（拙
稿
、
賦
物
に
つ

い
て

。
知
文

・研
轍
〉

か
う
し
た
有
心
へ
の
覚
醒
は
決
し
て
突
然
の
も
の
で
な

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
連
歌
が
新
古
今
歌
壇
と
い
ふ
極
め
て
尖
鋭
に
構
築
せ

ら
れ
た
文
学
的
世
界
へ
の
接
触
を
通
し
て
、
′そ
の
右
心
化
を
飛
躍
的
に
高
め
た

こ
と
は
否
め
ま
い
と
思
ふ
。

当
時
の
有
心
の
実
体
に
つ
い
て
は
菟
玖
波
集
に
見
え
る
若
千
の
作
例
に
よ
っ

性

田

中

て
考
へ
る
外
は
な
い
が
、そ
こ
で
明
ら
か
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、有
心
連
歌
が

連
歌
本
来
の
笑
ひ
の
要
素
を
賦
物
の
上
に
十
分
局
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却

っ
て
旬
の
中
か
ら
は
完
全
に
疎
外
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ひ
か

へ
れ
ば
そ
こ
に
は
、
金
葉
集
連
歌
が
語
詞
の
対
句
的
な
応
和
に
よ
っ
て
構
へ
た

知
巧
的
な
笑
ひ
も
な
け
れ
ば
、
無
心
衆
の
意
図
し
た
放
逸
卑
俗
な
原
初
的
哄
笑

と
い
ふ
べ
き
も
の
も
な
い
。
さ
う
し
て
着
想
に
お
い
て
も
感
情
に
お
い
て
も
、

ま
た
詞
や
表
現
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
も
殆
ん
ど
和
歌
と
運
庭
な
く
、
た
ゞ

や
ヽ
自
由
に
の
ど
め
ら
れ
た
形
で
と
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
さ
ま
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
へ
ば
集
中
か
ら
蒐
集
復
原
さ

れ
る
定
家
独
吟
の
断
片
、
壼
句．
続
き
の
も
の
な
ど
、和
歌
に
お
い
て
に
求
め
て
求

め
え
ら
れ
な
い
美
を
、
い
は
ゞ
物
語
風
の
情
趣
、情
景
の
錯
落
と
し
て
打
ち
重
な

る
展
開
の
美
を
あ
る
い
は
意
図
し
て
こ
の
形
式
の
中
に
試
行
し
た
の
で
は
な
い

か
と
思
は
れ
る
程
で
あ
る
。
も
と
よ
り
八
雲
御
抄
も
い
ふ
通
り
、「
い
た
く
風
情

を
つ
く
し
、
歌
な
ど
の
や
う
に
な
」
き
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
む
し
ろ
歌
に

比
較
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
に
注
意
は
向
け
ら
れ
て
よ
か
っ
た
と
思
ふ
。

鎌
倉
末
に
な
る
と
有
心
化
は
懲
々
進
み
、
後
の
純
正
連
歌
に
比
べ
．て
そ
の
踵

離
の
意
外
に
少
い
こ
と
は
私
を
驚
か
せ
る
の
で
あ
る
。
作
品
ば
か
り
で
な
く
、
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文
学
と
し
て
の
自
党
も
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
や
う
や
く
論
の
形

を
と
っ
て
そ
れ
自
体
の
表
現
を
う
る
た
め
に
は
、
良
基
の
学
書
を
侯
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

膝
一駅
把
か
ら
博
酬
祀
秘
抄
に
至
る
十
部
に
近
い
彼
の
著
作
は
、
そ
れ
以
前
の

伝
書
類
が
伝
は
ら
ず
、
成
立
の
因
由
を
十
分
に
跡
づ
け
え
な
い
今
日
で
は
確
か

に
突
然
の
開
花
と
も
い
ふ
べ
き
感
を
あ
た
へ
る
が
、
し
か
し
式
目
に
つ
い
て
は

前
代
か
ら
の
漸
次
的
な
成
長
、
諸
種
の
一卦
生
物
の
整
理
修
正
の
あ
と
が
か
な
り

詳
し
く
辿
ら
れ
る
や
う
に
、
論
に
つ
い
て
も
は
た
し
て
前
代
の
口
伝
に
基
く
以

上
に
ど
れ
程
良
基
の
創
見
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
た
と
へ
ば
筑
波
問
答
の

体
裁
を
見
て
も
疑
間
の
余
地
は
あ
ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
そ
れ
を
考
へ
る
こ
と

は
ま
た
別
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
ゝ
で
は
こ
れ
ら
の
諸
書
が
、
上
か
ら
の
理
論

づ
け
の
も
つ
空
疎
な
形
式
化
や
餞
吉
を
も
た
ね
ば
ま
た
殊
更
な
自
己
主
張
を
も

見
せ
ぬ
、　
一
種
平
静
な
見
解
を
披
涯
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
前
述
の
や

う
な
有
心
化
の
長
い
道
程
と
そ
れ
に
伴
ふ
制
作
過
程
へ
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
省

察
と
が
、
お
の
づ
か
ら
歌
論
の
秩
序
に
従
っ
て
自
己
を
整
理
し
う
る
段
階
に
到

達
し
て
ゐ
た
そ
の
成
果
で
あ
っ
た
、　
と
解
し
て
お
く
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ

る
。
私
の
関
心
は
こ
ゝ
に
良
基
個
人
の
名
前
を
見
る
の
で
は
く
、
そ
の
名
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
客
体
化
さ
れ
た
連
歌
の
文
学
意
識
が
ど
の
や
う
に
あ
っ
た
か
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
良
基
の
連
歌
論
は
連
歌
の
文
学
化
を
主
張
す
る
の
に
急

で
、
歌
論
の
外
形
的
適
用
以
上
に
多
く
は
出
な
い
、
と
い
ふ
の
が
説
に
濃
淡
の

差
こ
そ
あ
れ
通
説
で
あ
ら
う
が
、
必
ず
し
も
さ
う
と
は
思
は
れ
な
い
。

い
か
に
も
歌
論
構
造
の
巧
み
な
適
用
を
こ
ゝ
に
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

心
、
詞
、
姿
の
相
関
を
扱
ふ
表
現
論
の
形
式
に
せ
よ
、
幽
玄
の
語
に
よ
る
究
極

の
理
念
の
表
明
に
せ
よ
、
歌
論
的
思
考
の
基
礎
方
式
、
歌
論
上
の
基
礎
観
念
等

が
忠
実
に
襲
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
当
時
の
連

歌
に
と
っ
て
外
的
拘
束
と
い
ふ
ょ
ヶ
む
し
ろ
内
的
規
準
で
あ
る
。
歌
論
の
諸
形

式
は
い
は
ゞ
当
時
の
文
学
論
の
形
式
そ
の
も
の
に
外
な
ら
ず
、
連
歌
が
こ
れ
に

従
っ
て
自
己
を
形
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
自
然
の
順
路
と
い
ふ
ま
で
ゞ
あ
る
。
問

題
は
連
歌
的
現
実
が
、
こ
の
や

。
う
な
基
礎
方
式
、
基
礎
観
念
に
よ
っ
て
秩
序
．つ

け
ら
れ
る
一
方
、
逆
に
こ
れ
ら
を
連
歌
的
思
考
、
感
情
に
即
し
て
ど
の
や
う
に

規
定
し
か
へ
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
，が
事
実
、
私
は
こ
の
連
歌
論
の
上
に
歌
論
構
造
の
外
形
的
適
用
以
上

の
も
の
を
、
こ
れ
を
右
の
基
礎
観
念
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
当
時
の
歌
論
的
意
味

と
は
別
に
新
た
な
内
容
の
賦
与
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
、
更
に
は
こ
れ
ら
既
成
の

観
念
に
よ
っ
て
は
規
定
し
尽
し
え
な
い
も
の
を
新
た
な
補
助
観
念
と
し
て
設
定

す
る
等
の
事
実
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
論
構
成
の
基
盤
に
は
和
歌
に

対
比
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
連
歌
本
質
の
的
確
な
把
握
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
ど
の
や
う
に
あ
り
、
ま
た
論
構
成
を
ど
の
や
う
に
基
礎
づ
け
て
ゐ

る
か
な
ど
の
点
を
や
ゝ
詳
し
く
考
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
。
こ
の
こ
と
は
歌
論
を

基
軸
と
し
て
動
い
て
き
た
当
時
の
文
学
論
に
新
た
な
内
容
を
加
へ
、
ま
た
論
史

に
興
味
あ
る
展
開
と
充
実
と
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
程

の
も
の
が
あ
っ
た
。

連
歌
と
は
何
か
、
そ
し
て
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
こ
の
良
基
の
課
題
は
彼
に

二
の
異
っ
た
方
向
を
も
つ
努
力
を
強
ひ
て
ゐ
た
こ
と
を
繰
返
し
い
っ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。　
一
は
一
見
、
連
歌
を
和
歌
に
近
づ
け
る
か
と
見
え
る
方
向
に
お

い
て
、
つ
ま
り
連
歌
に
前
述
の
や
う
な
歌
論
構
造
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
和
歌
的
世

界
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
本
式
・
鎌
倉
連
歌
を
否
定
し
ヽ
そ
の

文
学
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
り
、　
一
は
連
歌
が
あ
く
ま
で
連
歌
で

あ
る
こ
と
を
保
持
し
て
、
和
歌
的
世
界
が
媒
介
さ
れ
ゝ
ば
さ
れ
る
程
一
層
強
く



そ
の
理
由
が
省
察
さ
れ
、
特
質
と
し
て
把
握
さ
れ
、
和
歌
に
対
し
て
は
あ
へ
て

第
二
の
詩
形
式
を
成
立
さ
せ
る
や
う
な
方
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
良
基
の

叙
述
を
し
ば
し
ば
二
に
引
き
さ
く
印
象
を
あ
た
へ
る
け
れ
ど
も
、
も
と
よ
り
課

題
は
単

一
の
も
の
で
あ
り
、
た
ゞ
種
々
の
契
機
が
対
立
し
重
層
す
る
現
実
の
中

で
方
法
的
に
分
岐
す
る
二
つ
の
方
向
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

連
歌
主
体
、
そ
の
特
質
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
良
基
は
普
通

わ
れ
わ
れ
が
試
み
る
ギ
う
に
あ
の
異
色
あ
る
詩
型
的
特
色
に
よ
っ
て
規
定
し
よ

う
と
は
試
み
な
い
。
彼
は
連
歌
を
こ
の
や
う
に
抽
象
さ
れ
た
形
式
に
よ
っ
て
観

察
す
る
前
に
、
す
で
に
直
接
連
歌
活
動
の
た
ゞ
中
に
立
っ
て
ゐ
た
し
、
し
か
も

烈
し
い
実
践
を
通
し
て
彼
が
捉
へ
た
も
の
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
当
時
興
隆
期
を

上
昇
し
つ
ヽ
あ
っ
た
連
歌
が
彼
を
捉
へ
た
も
の
は
、
こ
と
に
和
歌
と
比
較
さ
れ

る
時
、
も
う
疑
も
な
く
明
白
な
異
質
の
体
験
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
知
悉
し
て
ゐ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
連
歌
が
も
し
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
直
接
に
、

か
ヽ
る
体
験
の
も
つ
特
異
性
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
良
基
に
と
っ

て
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
や
は
り
連
歌
は

あ
の
や
う
な
抽
象
さ
れ
た
詩
型
に
よ
っ
て
で
な
く
、
む
し
ろ
か
う
し
た
詩
型
を

喚
び
起
し
、
形
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
顕
現
し
て
ゆ
く
特
異
な
創
作
主
体

の
あ
り
方
と
し
て
、
た
と
へ
体
験
出
来
ず
と
も
、
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
思
ふ
。

良
基
が
連
歌
に
お
い
て
ま
づ
捉
へ
ら
れ
た
の
は
い
は
ゆ
る
当
座
で
あ
り
、
そ

れ
を
支
配
す
る
興
遊
の
感
情
で
あ
っ
た
之
ぃ
っ
て
ょ
い
。

連
歌
が
数
人
の
連
衆
か
ら
な
る
一
座
を
制
作
と
享
受
の
場
と
し
て
も
つ
こ
と

は
い
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
が
、し
か
し
一
座
に
お
け
る
制
作
と
享
受
と
は
、

一
般
の
文
学
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
一
往
独
立
し
た
契
機
と
し
て
相
互
に
自
由

な
立
場
を
保
っ
て
ゐ
る
や
う
に
は
自
由
で
な
い
。
こ
ゝ
で
は
制
作
は
常
に
享
受

を
前
提
と
し
て
ゐ
る
し
、
享
受
は
ま
た
直
ち
に
制
作
を
喚
ぶ
の
で
あ
る
。
い
か

に
も
運
座
の
順
次
は
大
凡
予
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
事
実
は
む
し
ろ
不
断

の
競
合
状
態
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
、
現
在

一
座
の
中
に
提
出
さ
れ
て
ゐ
る
一
句

に
つ
い
て
い
へ
ば
、
誰

一
人
と
し
て
そ
の
享
受
と
、
同
時
に
そ
れ
が
喚
び
か
け

る
制
作

（附
合
）
へ
の
誘
ひ
と
か
ら
自
由
で
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
い

ふ
制
作
と
享
受
と
の
間
に
見
ら
れ
る
直
接
の
、
そ
し
て
不
断
の
相
互
限
定
の
関

係
は
、
む
し
ろ

一
作
家
の
制
作
過
程
の
中
に
働
く
そ
れ
に
比
較
す
べ
き
で
あ
ら

う
と
思
ふ
。
　
さ
う
は
い
っ
て
も
無
論
か
う
し
た
制
作
過
程
が
相
互
に
独
立
し

た
、
連
衆
個
々
の
営
み
と
し
て
あ
る
の
が
連
歌
で
あ
る
が
、
し
か
し
競
合
の
烈

し
さ
に
伴
ふ
附
合
の
緊
密
な
応
答
と
交
流
と
を
通
し
て
、　
一
座
の
間
で
は
個
々

の
意
識
や
感
情
の
絶
え
ぎ
る
浸
透
と
拡
散
と
が
行
は
れ
、
お
の
づ
か
ら
相
互
の

過
程
間
に
性
質
や
方
向
の
あ
る
順
応
と

一
致
と
が
導
か
れ
て
く
る
こ
と
も
事
実

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
更
に
そ
れ
ら
の
中
の
最
も
優
れ
た
過
程

が
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
そ
の
結
晶
と
し
て
の
優
れ
た

一
句
が
、　
一
座
に
お
い
て
は

自
由
に
批
判
さ
れ
採
択
さ
れ
る
可
能
性
を
保
留
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
が

常
で
あ
る
か
ら
、
連
歌
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
過
程
は
単
に
連
衆
個
々
の
内
的
な

営
み
で
ち
る
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
却
っ
て
一
座

一
つ
の
も
の
と
し
て
働
い
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
最
も
優
れ
た
過
程
と
は
連
衆
の

す
べ
て
が
経
験
し
う
る
、
し
か
し
稀
な
一
の
場
合
と
い
ふ
意
味
を
も
ち
う
る
の

で
お
り
、　
一
座
の
た
め
に
は
い
は
ゞ
発
見
さ
れ
た
熟
路
で
あ
る
。

い
や
う
に
し
て
前
句
を
継
い
で
層
々
と
重
な
り
つ
ゞ
く
連
歌
の
制
作
過
程
は

単
な
る
個
人
的
過
程
の
集
積
で
も
な
け
れ
ば
総
和
で
も
な
く
、
や
は
り
一
座
を

貫
く
単
一
な
過
程
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
や
う
な
制
作
と
享

受
と
の
間
に
見
ら
れ
る
緊
密
な
相
互
限
定
の
関
係
は
、
あ
た
か
も
一
作
家
の
そ



れ
に
比
定
さ
れ
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

し
か
し
既
に
明
ら
か
な
や
う
に
、
連
歌
に
お
い
て
は
た
と
へ
単

一
の
過
程
で

あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
単

一
の
道
が
通
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
連
衆

の
数
に
等
し
い
だ
け
の
異
っ
た
道
が
通
じ
て
を
り
、
多
く
の
場
合
こ
の
一
の
過

程
は
そ
れ
ら
の
異
っ
た
道
の
間
を
選
択
し
、
屈
折
し
な
が
ら

一
の
熟
路
を
求
め

て
進
ん
で
ゆ
く
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
ま

た

一
の
附
句
の
決
定
は
、
た
と
へ
ば

一
首
の
歌
の
決
定

（制
作
）
に
比
し
て
ょ

り
多
く
の
可
能
性
と
多
様
性
と
を
常
に
黎
ん
で
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
わ
け
で
あ

り
、　
一
旬
の
世
界
に
は

一
首
の
そ
れ
よ
り

一
層
開
か
れ
た
、　
一
層
普
遍
的
な
感

情
が
肇
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
ふ
。

連
歌
は
か
う
い
ふ

「
一
座
」
の
性
格
を
荷
っ
て
持
続
し
て
ゆ
く
詩
的
体
験
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
現
在
の
一
座
ど
と
も
に
あ
る
体
験
で
あ
っ
て
一
座
の
前
か
ら

持
ち
き
た
さ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た

一
座
の
後
に
跡
を
残
す
こ
と
も
出

来
な
い
。
少
く
と
も
原
則
と
し
て
さ
う
な
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
補

っ
て
い
へ

ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
例
へ
ば
発
句
、
そ
れ
も
当
座
で
な
い
千
句
連
歌
な
ど
の

発
句
が
座
外
の
貴
人
に
請
は
れ
る
な
ど
、
そ
の
例
外
と
な
る
で
あ
ら
う
が
、
そ

れ
は
儀
式
的
な
も
の
を
多
く
残
し
て
ゐ
る
連
歌
に
は
免
れ
が
た
い
部
分
で
あ
る

と
し
て
も
決
し
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、きま
た
後
者
に
つ
い
て
い
へ
ば
、

無
論

一
座
の
後
に
も
作
品
形
態
は
残
る
し
、
そ
れ
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
詩
の
成
立
し
う
る
こ
と
も

一
般
の
文
学
と
事
情
は
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し

か
う
し
た
詩
的
体
験
の
あ
り
方
は
連
歌
に
と
っ
て
や
は
り
二
次
的
で
あ
り
、
い

は
ヽ
そ
の
影
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
答
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

一
座
と

は
ま
さ
に
言
語
で
い
ふ

「現
場
」
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
連
歌
と

は
優
れ
て
現
場
的
な
体
験
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
う
考
へ
る
と
連
歌

は
一
座
と
い
ふ
時
所
的
に
甚
だ
限
定
さ
れ
た
、あ
る
枠
を
も
っ
た
文
学
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
却

，
て
非
常
に
閉
さ
れ
た
詩
的
世
界
も
っ
も
の
と
い
は
ね
は
な

ら
な
い
と
思
ふ
。

良
基
に
と
っ
て
自
明
で
あ
り
、
そ
の
た
め
殆
ん
ど
説
明
ら
し
い
説
明
の
加
へ

ら
れ
て
ゐ
な
い

「当
座
」
の
構
造
を
叙
上
の
や
う
に
語
る
と
し
て
も
さ
ほ
ど
支

障
は
き
た
す
ま
い
。
恐
ら
く
良
基
は
か
う
し
た
当
座
の
構
造
を
ふ
ま
へ
て
、
後

述
す
る
や
う
な
当
座
の
諸
性
格
を
指
摘
し
て
い
っ
た
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
そ

れ
に
し
て
も
彼
が
端
的
に
連
歌
木
質
を
当
座
性
と
そ
れ
に
随
伴
す
る
興
遊
性
と

に
見
出
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
和
歌
と
連
歌
と
を
根
紙
的
に
区
別
す
る
契
機
と

思
は
れ
る
だ
け
に
、
い
か
に
も
理
会
の
的
確
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

・
お
も
ふ
に
当
座
と
い
ふ
観
念
は
和
歌
に
お
い
て
晴
乃
至
は
兼
日
に
対
し
て
あ

っ
た
も
の
で
、
こ
の
二
種
の
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
作
歌
環
境
の
差
異
に
応
じ
て
要
請

せ
ら
れ
、
お
の
づ
か
ら
ま
た
特
殊
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
当
座
の
歌
が
、
執
心
の
深
さ
、
着
想

・
表
現
の
彫
琢
に
お
い
て
あ

る
い
は
欠
け
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
に
せ
よ
、
題
心
を
誤
た
ず
し
て
し
か
も
遅
滞
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ

一
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
例
へ
ば
後
鳥
羽
院
御
回
伝
、
毎

月
抄
等
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
良
基
も
、
近
来
風
体
に
お
い
て
、

「彼
輩
申
云
、
歌
よ
み
に
二
の
様
あ
り
、
道
を
深
く
執
す
る
人
は
三
床
に
入
る

が
ご
と
く
心
を
鎮
め
て
幽
玄
の
境
に
入
り
て
人
の
ふ
る
さ
ぬ
と
こ
ろ
を
案
ず
ベ

し
。
ま
た
事
か
ヽ
ぬ
程
の
歌
よ
み
は
当
座
の
恥
を
か
ヽ
ぬ
ま
で
に
て
、
そ
れ
ま

で
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
さ
の
み
歌
数
の
早
き
も
わ
ろ
し
、
運
き
も
然
る
べ
か
ら

ず
。
当
座
の
歌
は
ま
づ
わ
ろ
く
と
も
詠
み
お
き
て
、
重
ね
て
と
も
か
く
も
直
す

な
り
。
貫
之
は
立
ち
な
が
ら
雫
に
濁
る
と
詠
み
、
和
泉
式
部
は
進
か
に
照
ら
せ

な
ど
と
い
ふ
歌
を
ば
骨
を
折
ら
ず
し
て
秀
逸
を
得
た
り
。
道
の
ほ
と
り
に
て
金

を
得
た
る
が
ご
と
し
」
と
や
ヽ
詳
し
く
論
じ
て
ゐ
る
が
、
当
座
で
は

一
首
の
完

成
度
が
間
は
れ
る
以
外
に
、
更
に
詠
出
の
作
法
、
手
続
等
に
お
い
て
、
お
の
づ



か
ら
一
座
の
迫
る
諸
条
件
に
制
約
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
う
か
ゞ
は
れ
る
。

和
歌
は
す
で
に
早
く
制
作
の
意
識
に
お
い
て
も
そ
の
過
程
に
お
い
て
も
、
厳

し
い
個
性
的
沈
潜
を
要
請
し
て
そ
の
極
限
状
態
を
さ
へ
体
験
し
て
き
て
ゐ
る
の

で
、
た
と
へ
そ
の
至
難
さ
の
前
に
た
じ
ろ
ぎ
つ
ヽ
あ
っ
た
当
時
に
せ
よ
、
当
座

歌
が
作
歌
道
の
上
に
許
さ
れ
る
位
置
の
甚
だ
高
く
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ

る
が
、
良
基
の
右
の
言
葉
も
そ
れ
を
語
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
し
か
し
な
は
、

「

兼
日
」
に
対
す
る

「当
座
」
の
存
在
は
、
何
に
せ
よ
然
る
べ
き
理
由
の
あ
っ
た

こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
が
、
加
へ
て
鎌
倉
末
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
見
ら
れ
る
歌

合
の
衰
退
と
当
座
歌
会
の
流
行
と
い
ふ
互
ひ
に
表
裏
す
る
事
実
を
思
ひ
合
は
せ

る
時
、
両
者
が
単
に
任
意
な
種
別
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
後
者
が
必
ず
し
も
前
者

の
不
十
分
な
あ
り
方
に
と
ゞ
ま
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
で
あ

ら
う
。

だ
が
や
は
り
良
基
が
頓
阿
の
語
を
あ
げ
て
、　
璽
ホ
ロ
は
日
数
あ
れ
ば
殊
に
沈

思
し
て
心
詞
を
よ
く
と
ゝ
の
ふ
べ
し
。
当
座
は
時
分
ほ
ど
な
き
故
に
さ
ほ
ど
磨

か
ぬ
歌
を
も
書
く
に
て
ぞ
侍
ら
む
。
体
各
別
な
る
べ
き
に
は
あ
ら
ず
」

（愚
問

賢
注
）
と
記
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
当
座
に
よ
っ
て
特
殊
に
限
定
せ
ら
れ
る

も
の
は
風
体
即
ち
作
品
の
様
態
で
は
な
く
て
、
作
品
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
過
程

に
、
つ
ま
り
、限

ら
れ
た
時
分
の
間
で
詠
作
す
る
悦
び
、
あ
へ
て
い
ヘ
ゼ
一
座
に

お
け
る
よ
り
開
か
れ
た
雰
囲
気
、
感
情
の
体
験
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か

と
思
は
れ
る
。

和
歌
に
お
い
て
わ
づ
か
に
興
行
の
一
形
態
と
し
て
許
さ
れ
て
ゐ
た
当
座
が
、

連
歌
に
お
い
て
は
却
っ
て
本
来
の
形
態
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
前
述
の
通
り

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
座
を
兼
日
か
ら
質
的
に
区
別
す
る
理
由
と
し
て
想
定
さ

れ
た
叙
上
の
事
情
も
、
こ
ゝ
で
こ
そ
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

更
に
は
進
ん
で
、
こ
の
形
態
価
値
の
質
的
転
換
と
も
い
ふ
べ
き
事
実
を
合
理
化

す
る
何
か
一
層
普
遍
的
な
規
準
に
ま
で
、
そ
れ
は
高
め
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ら
う
。

そ
れ
は
連
歌
の
中
で
ど
の
や
う
な
諸
性
格
と
し
て
発
展
し
確
立
さ
れ
て
ゆ
く

の
で
あ
ら
う
か
。
次
に
良
基
の
言
葉
を
通
し
て
考
へ
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

当
座
歌
で
は
ま
づ
、
限
ら
れ
た

「時
分
」
に
基
く
詠
作
の
遅
滞
な
き
運
び
、

あ
る
速
度
が
条
件
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
は
連
歌
に
お
い
て
も
同
様
で
、
た

，
こ
の
場
合
制
約
は
ひ
と
り
時
分
に
限
ら
ず
、
連
衆
間
の
不
断
の
競
合
状
態
と

い
ふ
座
の
ヽ
つ
一
層
根
抵
的
な
理
由
に
基
い
て
ゐ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
「

「

凡
連
歌
は
諸
人
列
座
し
て
人
よ
り
先
に
油
断
な
く
案
ず
べ
き
者
か
。
長
政
殿

（

良
基
）
の
袴
の
そ
ば
を
取
り
て
堀
を
越
ゆ
る
や
う
に
と
仰
せ
ら
れ
た
る
も
あ
な

が
ち
証
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
人
の
越
え
た
ら
ん
堀
を
つ
ゞ
き
て
越
え
た
ら
ん
は

如
何
に
越
え
ざ
ま
お
も
し
ろ
く
と
も
徒
事
な
り
。
た
ゞ
手
お
そ
な
る
人
の
連
歌

は
毎
度
人
に
越
さ
る
べ
き
か
。
さ
れ
ば
淀
川
の
流
れ
の
ご
之
し
と
ぞ
先
達
も
教

へ
侍
れ
」
（梵
灯
庵
返
答
書
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

次
に
は
さ
き
に
当
座
歌
に
つ
い
て
想
定
し
た
ゃ
う
な
、
作
品
よ
り
も
作
品
を

生
み
出
し
て
ゆ
く
過
程
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
歌
会
の
座
に
お
け
る
よ
り
開
か
れ
た

雰
囲
気
、
感
情
の
体
験
に
関
し
て
ゞ
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
連
歌
が
制
作
の
木
来

の
場
と
し
て
座
を
も
ち
、
し
か
も
座
の
構
造
が
単
な
る
個
人
の
集
合
、
総
和
で

な
く
、
相
互
に
交
渉
し
限
定
し
あ
ふ
緊
密
な
共
鳴
性
を
も
つ
こ
と
に
基
い
て
、

ま
さ
に
閉
さ
れ
た
個
性
か
ら
の
脱
出
、
人
と
と
も
に
在
る
軽
や
か
に
、
明
る
い

興
遊
の
感
情
と
し
て
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ

こ
そ
良
基
が

「当
座
」
の
語
に
よ
っ
て
最
も
多
く
語
ら
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
―
―
彼
は
ま
づ
一
首
に
一
命
を
繋
が
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
歌
人
の
忍
苦
妄

執
に
対
比
し
て

「連
歌
は
さ
や
う
の
こ
と
は
侍
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
た
ゞ
当
座
の

逸

‥
興
を
催
す
ま
で
な
れ
ば
さ
の
み
執
着
軌
心
な
き
こ
と
な
る
べ
し
。
一
座
も
更



に
余
念
な
け
れ
ば
悪
念
も
お
の
づ
か
ら
盛
に
侍
る
べ
き
こ
と
も
な
し
」

（筑
波

醍
答二
）
と
説
く
の
で
あ
る
。
歌
人
の
因
茨
化
さ
れ
た
生
活
や
心
意
に
対
し
て
投

げ
ら
れ
た
こ
の
た
め
ら
ひ
の
な
い
批
判
に
は
、
倫
理
的
色
彩
の
か
な
り
濃
厚
な

も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
じ
書
の
中
で
、
表
象
の
変
転
す
る
連
歌
的
展

開
を
現
世
の
無
常
迅
速
に
な
ぞ
ら
へ
、
そ
こ
に

「飛
花
落
葉
の
観
念
」
を
見
よ

う
と
し
た
の
と
別
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
が
、
た
と
へ
か
う
し
た
禅
思
想

の
表
現
乃
至
は
反
映
を
過
重
視
し
な
い
と
し
て
も
、
少
く
と
も
連
歌
と
い
ふ
新

し
い
文
学
形
態
や
体
験
を
通
し
て
、や
う
や
く
新
し
い
作
家
生
活
、作
家
倫
理
の

覚
醒
が
も
た
ら
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
印
象
だ
け
は
う
ち
消
し
え
ま
い
と
思
ふ
。

そ
れ
だ
け
に

「当
座
の
逸
興
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
連
歌
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
人

間
感
情
の
根
抵
か
ら
真
直
に
吹
き
あ
げ
ら
れ
て
き
た
や
ち
な
実
感
の
烈
し
さ
を

負
う
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
当
座
の
逸
興
に
つ
い
て
の
こ
の
や
う
な
主
張
は
、
作

品
評
価
の
規
準
を
一
座
の
感
情
、
判
断
に
お
き
、
作
品
を
集
団
感
情
２
表
現
と

見
よ
う
と
す
る
次
の
や
う
な
言
葉
に
導
か
れ
て
ゆ
く
。

「諸
人
面
白
か
ら
ね
ば

い
か
な
る
正
道
も
曲
な
し
。
た
と
へ
ば
田
楽

・
猿
楽
の
ご
と
し
。
連
歌
も
一
座

の
嶼
た
る
間
、
当
座
の
面
白
き
を
上
手
と
申
す
べ
塁
中
ヽ
か
に
秘
事
が
ま
し
く

申
す
と
も
当
座
聞
き
わ
ろ
か
ら
む
は
徒
事
な
り
」
（十
間
最
証
抄
）

良
墓
は
連
歌
の
あ
り
方
を
し
ば
し
ば
八
人
の
会
衆
に
よ
っ
て
興
行
さ
れ
る
蹴

鞠
の
そ
れ
に
比
定
し
、
そ
の
日
伝
を
も
移
し
て
ゐ
る
が
、
こ
ヽ
で
は
田
楽

・
猿

楽
に
な
ぞ
へ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
や
う
に
当
時
純
然
た
る
遊
芸
で
あ
っ
た
も
の

に
比
較
さ
れ
る
こ
と
は
、
良
基
の
い
は
ゆ
る

「興
遊
」
が
い
か
に
執
心
に
対
し

て
、
開
か
れ
た
惑
情
を
意
味
し
て
ゐ
た
か
を
思
は
せ
る
と
と
も
に
、
ま
た
彼
の

企
図
す
る
連
歌
文
字
の
内
実
を
ど
の
や
う
に
制
限
し
て
ゐ
た
か
に
つ
い
て
疑
ひ

を
挿
ま
せ
る
理
由
に
も
な
ら
う
か
と
思
ふ
。

し
か
し
も
し
疑
ふ
な
ら
ば
人
は
同
時
に
、
衆
人
の
愛
敬
を
一
座
建
立
の
基
礎

に
お
い
て
あ
へ
て
観
衆
共
有
の
感
情
、判
断
に
即
し
て
自
己
の
行
為
を
規
制
し
、

自
己
の
能
楽
像
を
鍛
へ
あ
げ
よ
う
と
し
た
ぁ
の
世
阿
爾
の
思
想
を

一
度
は
想
起

し
、
そ
れ
に
対
比
す
る
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

「
天
下
の
人

の
多
く
褒
む
る
を
よ
き
と
し
る
べ
し
。
両
三
人
な
ど
の
褒
貶
は
徒
事
な
り
。

（

中
略
）
た
と
ひ
わ
が
心
に
は
た
が
ひ
た
り
と
も
世
上

一
同
に
帰
せ
ば
ち
か
ら
な

く
菫
翁
″
へ
諸
道
の
こ
と
は
な
る
べ
き
な
り
。
一
人
き
ば
り
て
詮

轟
れ
『ス
銅
上
×

世
阿
爾
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
意
味
の
言
葉
を
残
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
い
か
に

も
世
阿
爾
に
は

「
天
下
」
や

「諸
人
」
の
感
情
や
意
志
を
尊
重
し
な
が
ら
も
な

ほ
こ
れ
に
対
峙
す
る
主
体
の
異
常
な
強
さ
と
厳
し
さ
と
が
あ
っ
た
し
、
自
然
そ

の
弁
証
に
も
重
厚
、
精
到
な
も
の
が
見
ら
れ
た
け
れ
ど
も
良
基
の
論
に
は
い
か

ゞ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
長
く
個
人
意
識
の
中
に
閉
ぢ
ら
れ
て
ゐ
た
文
学
の
観
念

を
救
ひ
出
さ
う
と
す
る
、
こ
の
変
革
的
な
方
向
と
方
法
に
対
す
る
認
識
だ
け
は

十
分
確
か
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
や
う
に
当
座
性
が
評
価
の
規
準
と
し
て
深
く
理
会
さ
れ
て
ゐ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
対
立
す
る

「兼
日
」
が
根
本
的
に
排
除
さ
れ
、
積
極
的
な
価
値
否

定
の
対
象
と
な
る
の
も
見
易
い
こ
と
で
あ
る
。

「
周
阿
は
大
略
兼
日
よ
り
下
作
を
し
て
、
て
に
は
ば
か
り
を
販
直
し
て
し
候

し
と
覚
え
候
。
こ
れ
は
当
座
に
て
出
来
し
候
は
ん
よ
り
は
無
下
に
劣
り
た
る
こ

と
な
り
。
但
こ
ま
か
に
作
り
入
れ
て
し
た
る
は
当
座
は
人
の
面
白
が
る
こ
と
な

り
。
さ
の
み
同
じ
風
情
な
れ
ば
次
第
に
聞
き
劣
り
の
す
る
な
り
。
真
実
当
座
の

胸
中
よ
り
出
で
た
ら
ん
に
は
劣
る
べ
き
な
り
。
但
兼
日
よ
り
も
作
お
く
こ
と
も

数
奇
の
所
謂
な
り
。
堪
能
に
あ
ら
ず
ば
ま
た
風
情
を
作
り
入
る
こ
と
も
か
な
う

ま
じ
き
に
や
。
こ
れ
も
最
上
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、　
一
句
面
白
か
ら
ん
は

一
体
に

て
さ
の
み
嫌
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
（
九
州
問
答
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。



連
歌
に
お
い
て
は
当
座
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
や
う
に
、
兼
日
は
本
来
不

可
能
な
様
態
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
文
言
は
そ
の
こ
ろ
兼
日
と
当
座
と
を
融
和

さ
せ
よ
う
と
す
る
一
の
立
場
が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
数
奇
と
当
座
と
を
結
合
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
ゐ
％
唸
思
ふ
。
こ
の
立
場
は
執

心
を
排
し
、
逸
興
を
説
く
良
基
の
そ
れ
が
、
連
歌
文
学
の
た
め
に
は
や
ヽ
粗
大

に
す
ぎ
る
制
限
な
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
い
ふ
わ
れ
わ
れ
の
根
強
い
そ
し
て

尤
も
な
疑
間
と
別
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

お
も
ふ
に
周
阿
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
地
下
の
一
体
は
、
附
合
よ
り
も
む
し

ろ

一
句
の
仕
立
を
中
心
と
し
て
、
秀
句
、
着
想
、
言
葉
の
彫
琢
に
心
を
砕
き
、

華
麗
で
由
折
に
富
ん
だ
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
急
速
に
文
学
的
印
象

を
収
め
、　
一
座
の
共
感
を
も
集
め
て
い
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
連
歌
の

文
学
化
と
当
座
の
逸
興
と
を
標
榜
す
る
新
式
連
歌
の
意
図
に
必
ず
し
も
背
馳
し

な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
の
方
向
へ
の
尖
鋭
な

一
展
開
と
し
て
支
持
せ

ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
連
歌
に
お
い
て
は
た
と
へ
稽
古
、
数
奇
が
庶

幾
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
兼
日
と
い
ふ
手
続
に
よ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、

両
者
の
妥
協
は
許
さ
れ
ま
い
。
ま
た
繰
返
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
連
歌

を
文
学
に
ま
で
高
め
る
と
は
兼
日
と
い
ふ
和
歌
的
な
、
個
人
意
識
の
開
さ
れ
た

過
程
を
通
し
て
ゞ
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
を

一
座
の
集
団
感
情
に
よ
っ
て
調
整
し

て
す
ま
せ
る
こ
と
で
も
な
い
。
連
歌
は
あ
く
ま
で
兼
日
を
排
し
て
当
座
性
を
貫

き
、
集
団
感
情
を
基
盤
と
す
る
制
作
過
程
を
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
そ
の
中

に
文
学
性
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
新
し
く
模
索
し
、
そ
の
内
実
を
変
革
す
れ
ば

す
べ
き
筈
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
良
基
の
理
会
の
確
か

だ
っ
た
こ
と
は
、　
一‐当
座
は
人
の
面
白
が
る
こ
と
な
り
」
と
認
め
つ
ゝ
、
し
か

も

「無
下
に
劣
り
た
る
こ
と
な
り
」
、
「劣
る
べ
き
な
り
」
な
ど
と
断
定
す
る
右

の
文
言
の
語
気
が
示
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
た
ゞ
最
後
に
周
阿
の
風
も
な
ほ

一
体

と
し
て
認
め
る
に
至

，
て
ゐ
る
の
は
当
座
の
評
価
を
重
ん
じ
て
の
譲
歩
と
い
ふ
．

外
は
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
ゝ
に
対
置
さ
れ
て
ゐ
る
二
の
立
場
、
即
ち
兼
日
よ
り

「
こ
ま
か
に
作
り
入

れ
て
」
す
る
こ
と
と
、

「真
実
当
座
の
胸
中
よ
り
出
」
す
こ
と
ヽ
は
い
づ
れ
も

数
奇
に
根
ざ
し
て
を
り
、
情
念
の
厳
し
い
続
御
を
思
は
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
両
者
は
二
の
異
質
的
な
統
御
の
方
向
を
、
い
は
ゞ
意
識
の
凝
結
と
意
識

か
ら
の
脱
出
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
良

基
は
前
者
に
対
し
て
後
者
が
、
個
人
意
識
に
対
し
て
は
集
団
感
情
が
一
層
深
く

か
つ
豊
富
な
詩
的
根
源
で
あ
り
、
ま
た
制
作
の
掟
で
も
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
て

ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

葉
に
ゅ
哺
暉
熟
け
雌
州
¨
鎌
魏
つ
颯
哨
罐
％

「
批

剛
）
拠
』
け
臨
厳
¨
鮨
”
は
疇

た
と
変
り
侍
る
な
り
。
や
さ
し
く
細
き
連
歌
は
当
座
は
面
白
て
点
が
稀
な
る
な

り
。
ち
と
無
骨
な
る
や
う
な
る
連
歌
は
当
座
は
わ
ろ
く
て
寄
合
な
ど
確
か
な
れ

ば
点
の
あ
る
こ
と
も
あ
り
。
努
そ
点
に
目
を
か
く
べ
か
ら
ず
。
た
ゞ
姿
、
か
ゝ

り
を
先
と
せ
ら
る
べ
し
」
（
九
州
問
答
）

当
座
の
感
情
や
評
価
に
優
位
を
お
く
以
上
の
や
う
な
主
張
は
、
連
歌
木
質
に

対
す
る
的
確
な
把
握
に
基
い
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
ほ
も
う

一
つ
有
力
な

理
由
を
つ
け
加
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
連
歌
文
学
の
歴
史
の
新
し
さ
、

従

っ
て
連
歌
に
は
伝
統
の
確
立
せ
ら
れ
た
も
の
が
な
く
、
常
に
現
在
を
絶
対
と

し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
史
的
理
会
に
基
く
も
の
で
、
持
ち
過
ぎ
た

壮
大
な
遺
産
の
下
か
ら
す
で
に
脱
出
の
道
を
見
失
っ
て
ゐ
た
和
歌
に
対
比
す
る

時
、
そ
こ
に
は
何
か
烈
し
い
伝
統
否
定
的
感
情
の
存
在
を
さ
へ
思
は
せ
る
程
で

あ
る
。

例
へ
ば
九
州
問
答
が
、
和
歌
は
万
葉

。
古
今
以
来

「秀
逸
ど
も
代
々
に
伝
た



れ
ば
今
こ
の
中
の
風
情
を
出
る
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
に
や
」
と
語
り
つ
ヽ
、　
一

転
し
て

一‐連
歌
は
日
本
武
尊
の
筑
波
を
源
と
し
て
佐
保
川
の
流
れ
を
う
け
、
代

々
の
勅
撰
に
加
へ
ら
る
れ
ど
も
、
皆
上
古
の
風
体
に
し
て
更
に
可
用
姿
な
し
。

貫
之
・
窮
恒
が
口
伝
も

，な
く
定
家

・
家
隆
の
趣
向
も
と
ゞ
め
ず
」
と
説
き
、

「

所
詮
連
歌
は
ま
づ
当
時
の
興
を
催
す
が
詮
に
て
侍
る
べ
き
な
り
。
菟
玖
波
集
の

外
は
撰
集
も
な
け
れ
ば
後
日
の
沙
汰
ま
で
も
あ
る
ま
し
き
こ
と
に
や
」
と
結
ん

で
ゐ
る
な
ど
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
統
否
定
的
で
は
な
い
が
し
か
し
強
ひ
て

伝
統
を
仮
構
せ
ず
、
過
去
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
と
も
に
ま
た
未
来
を
も
拘
束
せ

ぬ
、
自
由
で
軽
や
か
な
感
情
に
充
た
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ

い
と
思
ふ
。
こ
ゝ
で

「当
座
」
は
、
と
り
わ
け

「当
」
、
そ
の
現
在
性
に
お
い

て
強
く
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
良
基
が

「当
座
」
の
語

に
よ
っ
て
繰
返
し
指
摘
し
て
や
ま
な
か
っ
た
も
の
は
、
ま
こ
と
に
時
所
的
に
特

異
な
自
己
充
足
性
を
も
つ
、
こ
の
や
う
な
連
歌
の
性
格
で
あ
っ
た
。

当
座
の
構
造
に
即
し
て
連
歌
―
―

一
座
の
詩
的
体
験
の
性
格
が
以
上
の
や
う

に
捉
へ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
連
歌
文
学
の
内
容
、
傾
向
を
お
の
づ

か
ら
規
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
ま
づ

「
一
座
の
沈
み
た
ち
ぬ
れ
ば
い
か
に
も
興
あ
る
こ
と
の
な
き
な

り
。
物
念
な
ら
で
し
か
も
う
き
う
き
と
し
な
す
べ
き
な
り
」
と
か

「当
座
の
百

韻
は
い
か
ほ
ど
も
う
き
う
き
と
さ
ゝ
め
か
し
て
面
白
き
や
う
に
す
べ
し
」

（筑

波
間
答
）
と
い
は
れ
る
や
う
な
、
喧
県
で
は
な
い
が
、
沈
静
や
暗
さ
に
対
す
る

「軽
や
か
さ
」
、
「花
や
か
さ
」
の
気
分
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・

次
に
は
そ
れ
と
関
聯
し
て

「
い
か
な
る
堪
能
も
当
座
の
百
韻
な
ど
に
は
あ
さ

あ
さ
と
同
類
な
き
や
う
に
す
る
が
一
の
体
に
て
あ
る
に
や
。
心
を
深
く
せ
ん
と

す
れ
ば
い
か
に
も
古
き
物
に
な
る
な
り
共
同
）
と
い
は
れ
る
や
う
な
、あ
る

「浅

さ
」で
あ
る
。
心
と
は
こ
ヽ
で
も
普
通
に
い
は
れ
る
風
情
、着
想
の
意
で
あ
る
か

ら
、
浅
さ
と
は
作
意
を
離
れ
た
自
然
性
の
尊
重
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

次
に
は

「朝
夕
の
こ
と
を
珍
ら
し
く
す
る
を
木
意
と
は
い
ふ
べ
き
に
や
」

（

連
歌
十
様
）
と
か

「
さ
は
さ
は
と
心
得
ら
る
ヽ
や
う
な
る
句
の
常
の
ご
と
く
な

る
が
、
し
か
も
新
し
き
や
う
に
販
な
す
最
上
手
と
い
ふ
べ
し
」
２
‐
間
最
秘
抄
）

な
ど
と
い
は
れ
る
や
う
な
、
日
常
的
な

「親
し
さ
」
の
感
情
に
伴
は
れ
た

「明

快
さ
」
、
「新
し
さ
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
、
幽
暗
、
沈
静
、
厳
粛
、
緊
張
な
ど
と
数
へ
ら
れ
る
内

面
的
、
思
念
的
な
深
奥
性
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
座
の
た
め

ら
ひ
の
な
い
享
受
に
対
応
す
る
直
感
的
、
感
覚
的
な
諸
価
値
を
拳
揚
す
る
も
の

に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
世
阿
爾
が

「
た
ゞ
能
に
は
耳
近
か
な
る
古
文
古
歌
、
わ

が
言
葉
も
ｒ
き
な
り
。
あ
ま
り
深
き
は
当
座
に
は
聞
え
ず
、
草
子
に
て
は
面
白

し
」

（申
楽
談
儀
）
と
い
っ
た
の
も
同
様
で
、
と
も
に
当
座
の
要
請
し
来
る
類

型
的
諸
性
格
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
や
う
な
直
感
的
、
感
覚
的
な
も
の
ゝ
存
在
の
仕
方
を
良
基
は
し
ば
し
ば

「感
」
の
語
で
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
点
で
も
世
阿
爾
の
論
は
十
分
に
想

起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

良
基
は
い
ふ

「
ま
．２
違
歌
は
第

一
心
な
り
。
真
実
時
の
風
景
を
も
昼
夜
工
夫

し
て
げ
に
も
と
感
を
浮
ぶ
や
う
に
あ
る
べ
き
な
り
」
（九
州
問
答
）。
ま
た
い
ふ

「大
方
歌
の
憧
は
心
な
き
民
の
耳
に
近
く
て
こ
そ
国
の
風
を
も
う
つ
し
侍
る
ベ

け
れ
。
（中
略
）
同
じ
き
文

（毛
詩
）
に
嵯
歎
す
る
に
た
へ
（ら
イ
）
ざ
れ
ば

詠
歌
す
と
い
へ
る
も
た
ゞ
聞
く
所
の
面
白
き
を
申
し
侍
る
に
や
。
歌
の
道
は
秘

事
口
伝
も
あ
る
ら
む
。
連
歌
は
も
と
よ
り
古
の
模
様
定
ま
る
こ
と
な
け
れ
ば
た

ゞ
当
座
の
感
を
催
さ
む
興
は
あ
る
べ
き
」
（筑
波
問
答
）
　
　
．

所
詮

「感
」
と
は

「聞
く
所
の
面
白
さ
」
、
つ
ま
り
聴
覚
的
な
諸
表
象
に
最

、■|■

'ヽ

｀
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も
た
よ
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
目
で
見
て
心
に
感
ず
る
も
の

で
は
な
く
て
、
耳
に
聞
い
て
心
に
感
ず
る
体
験
で
あ
っ
た
。
し
か
し
よ
り
正
確

に
い
へ
ば
か
ヽ
る
聴
覚
性
こ
そ
連
歌
体
験
を
支
へ
る
根
源
的
な
契
機
の
一
で
あ

り
、
当
座
性
、
興
遊
性
と
と
も
に
連
歌
の
内
容
を
既
述
の
ご
と
く
に
制
限
し
、

傾
向
づ
け
る
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
後
に
詳
述
し
よ
う
と
思
ふ
。

叙
上
の
や
う
に
連
歌
の
当
座
的
、興
遊
的
性
格
は
お
の
づ
か
ら
連
歌
の
内
容
、

傾
向
の
基
木
的
な
あ
り
方
を
規
定
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
が
一

層
自
党
さ
れ
た
表
現
意
識
に
ま
で
の
ぼ
せ
ら
れ
て
く
る
場
合
、
つ
ま
り
句
の
表

現
形
態
、
表
現
理
念
等
に
つ
い
て
の
思
考
が
う
な
が
さ
れ
て
く
る
と
き
、
ど
の

や
う
に
純
化
さ
れ
、
普
遍
的
な
観
念
に
ま
で
結
晶
し
て
く
る
で
あ
ら
う
か
。
い

ふ
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
連
歌
に
お
い
て
文
学
意
識
と
そ
の
構
成
と
が
間
は
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
連
歌
に
お
い
て
歌
論
的
課
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
外
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
最
初
に
も
記
し
た
通
り
、
こ
の
自
生
の
課
題
は
既
成

の
歌
論
体
系
に
よ
っ
て
答
へ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
表
現
形
態
に
つ
い
て
は

「姿

」
、
「
か
ヽ
り
」
が
、
表
現
理
念
に
つ
い
て
は

「幽
玄
」
が
掲
げ
ら
れ
る
。
そ
れ

ゆ
ゑ
右
の
課
題
は
こ
の
や
う
な
伝
続
的
諸
観
念
が
前
述
の
連
歌
内
容
、
傾
向
の

基
本
的
あ
り
方
に
即
し
て
ど
の
や
う
に
限
定
さ
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
か

と
い
ふ
こ
と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

れ
一
構
覆
輸
¨
】
臓
れ
は
い
い
一

れ 「
¨
〔
¨

、 」
］
端
〔
静
承
卸
『
¨
彙
け
醐
『

意
味
の
大
き
さ
に
比
す
べ
く
も
な
い
。
却
っ
て
良
基
や
世
阿
爾
の
論
書
の
上
で

は
じ
め
て
幽
玄
と
表
裏
す
る
重
要
な
意
味
を
与
へ
ら
れ
、
広
汎
な
用
語
例
を
伴

い
¨
降
螂
一
】
一
［
鐵
辮
「
き
れ
】

へ 地
中
中
秦
］
¨
罐
撃
は
れ
な
白
竜

「 し
」
『

り
」
と
は

「所
詮
連
歌
の
か
ゝ
り
と
い
ふ
は
詞
な
り
」
（九
州
問
答
）
と
い
は

れ
る
通
り
の
詞
に
属
す
る
一
様
態
で
し
か
も
記
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
詞
と
詞

と
の
か
ヽ
り
あ
ひ
、
関
係
つ
ま
り

「詞
つ
ゞ
き
」
「詞
ざ
し
」
を
さ
す
の
で
あ

っ
た
。
か
う
考
へ
る
と

「
か
ヽ
り
」
は
い
は
ゆ
る
姿
を
言
語
形
象
に
即
し
て
一

層
構
成
的
に
捉
へ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
事
実
姿
と
か
、
り
と
は
ほ
ゞ
同
義

に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
良
基
は
か
う
し
た
言
語
形
象

を
理
会
さ
れ
る
意
味
聯
関
と
し
て
で
な
く
、
耳
に
よ
っ
て
感
受
せ
ら
れ
る
言
語

音
の
流
れ
と
し
て
把
握
す
る
。
つ
ま
り
言
語
形
象
は
聴
覚
的
表
象
に
象
徴
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

「句
は
吟
の
う
ち
に
あ
り
と
仰
あ
り
し
。
こ
れ
ま
た
測
り
が
た

き
こ
と
な
り
。
常
に
連
歌
は
か
ヽ
り
第

一
な
り
。
か
ヽ
り
は
吟
な
り
、
吟
は
か

ヽ
り
な
り
と
こ
そ
仰
あ
り
し
か
」
（梵
灯
庵
返
答
書
）。
著
名
な
彼
の
言
葉
で
あ

る
が
、
こ
ゝ
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
か
ヽ
り
こ
そ
ま
こ
と
に
右
の
や
う
な
姿
の
達
し

う
る
一
極
限
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
や
う
な
捉
へ
が
た
い
極
限

状
態
こ
そ
、
彼
が

「姿
」
の
ほ
か
に
特
に

「
か
ゝ
り
」
の
語
を
か
り
て
保
有
し

よ
う
と
し
た
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

良
基
の
表
現
論
が
こ
の
や
う
な
か
ヽ
り
に
要
約
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
連
歌

の
基
本
的
性
格
―
―
「当
座
の
感
」
を
考
へ
る
時
、
た
や
す
く
理
会
さ
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
ま
さ
に
表
現
論
に
お
け
る
連
歌
的
限
定
面
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
意
味
で
の
か
ゝ
り
の
用
語
例
、
あ
る
い
は
こ

の
や
う
な
極
限
状
態
へ
の
志
向
は
か
っ
て
歌
論
の
あ
づ
か
り
知
ら
な
か
し
た
も

の
な
の
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
当
時
の
歌
論
の
上
に
そ
の
明
ら
か
な
主
張
を
見

出
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
で
あ
ら
う
が
、
や
ヽ
歌
論
史
を
湖
っ
て
後
者
を
俊
成

の
上
に
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
れ
は
殆
ん
ど
相
似
を
思
は

せ
、
た
ま
た
ま
俊
成
が

「
か
ヽ
り
」
の
語
を
用
ひ
な
か
っ
た
ま
で
で
あ
る
と
も

い
へ
る
程
だ
か
ら
で
あ
る
。



俊
成
の
表
現
論
に
つ
い
て
は
営
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（有
心
・
畑
嘔”錮

批
嚇
）
い
ま
は
そ
れ
に
譲
る
が
、
歌
論
史
の
展
開
の
上
で
彼
の
も
つ
意
味
の
新
し

さ
を
い
へ
ば
、
従
来
心
、
詞
、
姿
の
相
互
聯
関
を
説
い
て
き
た
あ
の
要
素
論
的

な
表
現
論
に
対
し
て
、
心
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
に
も
つ
課
題
を
す
べ
て
姿
の
上
に
収

敏
し
て
捉
へ
た
、
い
は
ゞ
形
態
論
的
な
立
場
の
確
立
で
あ
り
、
更
に
姿
が
詠
吟

と
い
ふ
聴
覚
的
表
象
に
具
象
さ
れ
、
等
価
と
さ
れ
る
一
種
の
象
徴
性
で
あ
る
。

良
基
と
俊
成
と
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
の
類
似
は
ま
こ
と
に
注
目
に
価
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
偶
然
の
一
致
で
な
く
、
良
基
は
俊
成
の
確
立
し
た

こ
の
表
現
論
を
連
歌
表
現
の
た
め
の
支
柱
と
し
て
進
ん
で
選
び
と
っ
た
、
と
考

へ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
歌

論
史
か
ら
の
こ
の
自
由
な
選
択
こ
そ
、
連
歌
が
歌
論
体
系
の
受
容
に
あ
た
っ
て

示
し
た
主
体
性
の
最
初
の
鮮
明
な
証
し
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
こ
の
問
題
は
、
か
ヽ
り
と
い
ふ
特
殊
な
表
現
形
態
か
ら
こ
れ
を
顕
現

さ
せ
て
ゐ
る
内
容
と
し
て
の
幽
玄
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
理
念
と
も
い
ふ
べ
き
意

味
に
ま
で
深
め
て
用
ひ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
―
―
に
考
察
を
移
す
こ
と
に
よ
っ

て
、　
一
層
根
紙
的
に
説
明
さ
れ
よ
う
か
と
思
ふ
。
つ
ま
り
良
基
に
お
け
る
幽
玄

は
彼
の
か
ゝ
り
と
同
様
に
、
い
か
に
当
時
の
歌
論
に
対
し
て
は
特
殊
で
あ
り
、

の
感
を
催
さ
む
興
は
あ
る
べ
き
。
上
手
と
い
ひ
て
わ
づ
ら
は
し
く
、
こ
は
（
ゞ
）

り
聞
き
に
く
か
ら
む
こ
と
ゆ
め
ゆ
め
用
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
五
条
の
三
位
入
道

の
歌
の
こ
と
を
申
さ
れ
た
る
に
も
た
ゞ
詠
歌
と
て
う
ち
詠
む
れ
ば
、
な
ど
や
ら

ん
面
影
そ
ひ
た
る
を
こ
そ
ほ
め
ら
れ
け
れ
。
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
な
ど
い
へ
る

歌
は
こ
と
わ
り
を
聞
か
ざ
る
う
ち
よ
り
、
詠
む
れ
ば
ま
づ
身
に
し
む
心
ち
ぞ
す

る
。
春
の
花
の
あ
た
り
に
霞
の
た
な
び
き
、
垣
ね
の
梅
に
鴬
の
な
き
な
ど
し
た

る
景
気
風
情
の
そ
ひ
た
る
を
ぞ
歌
に
も
ほ
め
ら
れ
た
れ
ば
、
連
歌
の
道
も
ま
た

か
く
こ
そ
侍
ら
め
。
か
ま
へ
て
ノ
ヽ
数
奇
の
人
に
は
ま
づ
幽
玄
の
堺
に
入
り
て

後
、
と
も
か
く
も
し
給
ふ
べ
き
な
り
」
（筑
波
問
答
）．　
　
　
　
　
　
　
．

に
後
文

一
［
罐
向
け

力ヽ っ
蟻
¨
律
酔
向

語七の
率
¨
】
一
象
中
に
一
翔
一
詢
静
な
い
」

出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
志
向
さ
れ
て
ゐ
る
表
現
は
ま
さ
し
く
詠
歌

と
い
ふ
聴
覚
的
表
象
の
流
れ
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
限
り
の
も
の
、
従
っ
て
意

味
の
理
会
に
先
だ
っ
て
成
立
す
る
あ
る
種
の
詩
的
体
験
で
あ
り
、
強
ひ
て
い
へ

ば
面
影
、
景
気
等
の
語
に
よ
っ
て
示
す
ほ
か
は
な
い
何
か
劃
定
し
が
た
い
情

調
、
表
象
の
揺
曳
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
前
に

「
か
、
り
」
と
し
て
形
象

化
さ
れ
た
表
現
の
内
容
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
ぁ
る
。

同
時
に
俊
成
的
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姿
と
し
て
の
か
ヽ
り
。
更
に
か
ヽ
り
の
音
声
化
で
あ
り
そ
れ
だ
け
に
一
層
現

良
基
は
い
ふ
。

「意
地
は
強
く
詞
や
は
ら
か
な
る
べ
し
。
当
時
の
人
常
に
す
　
　
実
的
で
も
あ
れ
ば
一
義
的
な
表
現
形
態
と
い
は
れ
る
詠
歌
。
詠
歌
の
伴
ふ
気
分

る
は
意
地
は
弱
く
詞
は
強
し
。
ま
た
か
ヽ
り
は
つ
ぎ
の
こ
と
に
な
る
に
や
。
た
　
　
内
容
と
し
て
の
面
影
。
俊
成
に
倣
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
こ
の
や
う
な
表
現
構
造

と
へ
ば
し
ほ
の
あ
り
て
こ
つ
が
ま
し
き
人
の
物
い
ひ
た
る
と
、
し
に
も
な
く
無
　
　
は
、形
態
に
お
い
て
も
内
容
に
お
い
て
も
と
も
に
理
の
外
な
る
も
の
で
あ
り
、
し

故
実
な
る
人
の
物
い
ひ
た
る
と
は
同
事
な
り
と
も
更
に
別
の
も
の
に
て
あ
る
べ
　
　
か
も
彫
琢
を
へ
ぬ
や
す
や
す
と
し
た
風
体
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
か

き
な
り
。
所
詮
連
歌
と
い
ふ
も
の
は
幽
玄
の
堺
に
入
り
て
の
上
の
こ
と
な
り
。
　
　
ぅ
し
た
表
現
の
制
作
過
程
が
間
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
体
験
の
絶
え
ぎ
る

俊
成
卿
も
歌
の
道
も
か
や
う
に
ぞ
申
さ
れ
け
る
と
」
（九
州
問
答
）
　
　
　
　
　
　
錬
磨
と
純
化
に
お
い
て
、
体
験
が
表
現
と
殆
ん
ど
無
媒
介
に
流
通
し
あ
ふ
や
う
　
・５

ま
た

「連
歌
は
も
と
よ
り
古
の
模
様
定
ま
れ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
た
ｏ
当
座
　
　
な
何
か
あ
る
境
位
が
指
摘
さ
れ
る
外
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
こ
ヽ
で
幽
玄
と



い
は
れ
る
の
が
、
幽
玄
の
堺
と
い
ふ
語
の
示
す
や
う
に
内
容
と
し
て
の
面
影
で

も
な
け
れ
ば
．
ま
た
そ
の
審
美
的
性
格
に
も
限
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
こ
の
や
う
な

表
現
が
常
住
に
可
能
と
な
る
や
う
な
一
の
境
位
、
い
は
ゞ
心
の
作
ら
れ
方
を
究

極
の
問
題
と
し
て
提
示
す
る
か
に
見
え
る
こ
と
は
や
は
り
そ
の
た
め
で
あ
っ
た

と
思
ふ
。
筑
波
問
答
に
お
け
る
右
の
俊
成
語
は
わ
り
あ
ひ
忠
実
な
原
拠
の
引
用

で
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
幽
玄
の
堺
と
い
は
れ
た
幽
玄
の
意
味
は
原
拠
の
そ
れ
を
離

れ
て
ず
っ
と
重
く
、
む
し
ろ
当
時
の
歌
論
の
慣
用
と
な
っ
て
ゐ
た
表
現
理
念
と

し
て
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
あ
る
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
ま
た
ま
右

の
原
拠
に
用
ひ
ら
れ
た
幽
玄
に
対
照
し
て
い
は
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
や

う
な
幽
玄
の
意
味
の
深
め
方
即
ち
表
現
を
究
極
に
お
い
て
規
定
す
る
も
の
と
し

て
の
心
の
深
い
色
合
、
境
位
を
さ
す
こ
と
も
、
俊
成
の
多
義
な
用
語
法
の
中
に

は
や
は
り
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
俊
成
の
思
想
と
別
の
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
や
う
に
し
て
良
基
は
俊
成
的
表
現
論
を
選
択
し
、
そ
の
構
造
に
従
っ
て

連
歌
的
表
現
意
志
に
形
を
与
へ
な
が
ら
、
や
が
て
自
然
の
帰
結
と
し
て
、
幽
玄

と
い
ふ
究
極
の
文
学
理
念
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
あ
る
。
連
歌

は
こ
の
や
う
な
論
構
造
の
形
成
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
文
学
性
と
文
学
の
資

質
と
を
証
明
し
確
定
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
右
の
俊
成
的
幽
玄
は
当
時
の
歌
壇
に
対
し
て
、
は
た
し
て
ど
の
程

度
に
特
殊
な
選
択
を
意
味
し
て
ゐ
た
か
、
も
う

一
度
考
へ
直
し
て
み
よ
う
と
思

ふ
。
井
蛙
抄
に
見
え
る

「故
宗
匠

（為
世
）
云
、
俊
成
は
順
畝
に
て
難
及
、
定

家
は
義
理
深
く
し
て
難
学
、
た
ゞ
民
部
卿
入
道

（為
家
）
体
を
可
学
之
由
深
相

存
也
」
と
い
ふ
あ
の
言
葉
は
恐
ら
く
そ
の
証
言
と
し
て
十
分
役
立
つ
も
の
で
あ

ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
為
家
以
後
の
二
条
派
の
歌
論
は
俊
成
及
び
定
家
晩
年
の

庭
訓
の
祖
述
に
す
ぎ
ず
、
論
の
輪
郭
を
い
へ
ば
た
と
へ
ば
俊
成
の
そ
れ
に
比
し

て
も
さ
ほ
ど
運
庭
が
あ
っ
た
と
は
思
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「和
歌
は
詠
め
て

聞
く
に
、
よ
き
歌
は
し
み
じ
み
と
聞
ゆ
る
よ
し
申
し
お
き
て
侍
る
め
り
」

（為

家

・
八
雲
口
伝
）
と
か
、

「同
じ
古
ご
と
な
れ
ぜ
言
葉
の
つ
ゞ
き
、
し
な
し
様

な
ど
の
珍
ら
し
く
聞
き
な
さ
る
ヽ
体
を
は
か
ら
ふ
べ
し
」
（同
）
と
論
じ
た
り
、

ま
た
餘
情
を
論
じ
て

「歌
の
面
に
は
さ
し
た
る
曲
節
も
見
え
ず
、
詠
め
出
せ
ば

あ
は
れ
も
深
く
淋
し
さ
も
ま
さ
る
歌
ど
も
な
り
」
（為
世
・
和
歌
庭
訓
）
と
説

く
な
ど
す
べ
て
さ
う
で
あ
る
。

た
ヽ
俊
成
・定
家
ら
が
、中
世
和
歌
を
支
へ
て
ゐ
る
芸
術
観
並
び
に
表
現
手
法

の
行
き
づ
ま
り
に
対
し
て
は
じ
め
て
懐
い
た
あ
の
正
確
な
懐
疑
、
か
つ
そ
れ
を

克
服
す
る
た
め
の
烈
し
い
表
現
意
志
や
厳
し
い
方
法
的
探
求
、
そ
の
結
果
と
し

て
の
象
徴
性
の
発
見
等
に
比
べ
る
と
、
こ
ゝ
で
は
何
よ
り
も
ま
づ
か
ゝ
る
方
法

を
生
み
出
し
た
理
由
が
忘
れ
ら
れ
、
従
っ
て
ま
た
表
現
意
志
も
衰
退
し
、
い
は

ゞ
方
法
の
方
法
論
的
形
式
化
が
著
し
い
の
で
、
そ
れ
が
歌
風
や
論
調
の
傾
向
の

上
に
か
な
り
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
ゐ
る
こ
と
は
覆
へ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
俊
成

。
定
家
ら
と
二
条
派
と
の
間
の
相
異
が
、
当
時
に
お
い
て

も
既
に
明
瞭
に
識
別
さ
れ
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
前
掲
井
蛙
抄
の
文
言
の

通
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
俊
成
の
上
に
古
典
的
規
準
を
求
め
る
良
基
の
主
張

は
当
時
の
二
条
派
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
良
基
を
扶
ん
で
前
後
に
生
起
し
た
二

の
革
新
思
想
―
―
為
兼
と
正
徹
・
了
後
の
そ
れ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
二
条
派
に
対
し

て
も
っ
て
ゐ
た
意
味
の
新
し
さ
に
匹
敵
し
う
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら

う
か
。
恐
ら
く
さ
う
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
良
基
の
課
題
は
い
ふ
ま
で
も
な

く
和
歌
革
新
の
そ
れ
で
は
な
く
、
連
歌
体
験
を
い
か
に
文
学
に
ま
で
高
め
う
る

か
、
ま
た
そ
れ
を
い
か
に
方
法
的
に
確
立
し
指
示
し
う
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
あ

っ
た
か
ら
、
彼
の
意
識
の
新
し
さ
、
幽
玄
に
対
す
る
こ
の
特
殊
な
捉
へ
方
は
、



た
と
へ
ど
の
や
う
に
二
条
派
か
ら
離
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
と
、
そ
れ
に
対
立
し

そ
の
否
定
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
ゞ
前
述
の
や
う
な
連
歌
そ
の
も
の

に
内
在
す
る
諸
契
機
の
お
の
づ
か
ら
な
投
影
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
ひ

か
へ
れ
ば
良
基
の
主
張
の
も
つ
あ
の
革
新
性
は
い
は
ゞ
連
歌
そ
の
も
の
ヽ
絶
対

的
な
新
し
さ
、
ま
た
彼
の
連
歌
体
験
そ
の
も
の
ヽ
絶
対
的
な
新
し
さ
、
切
実
さ

を
表
は
す
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
却
っ
て
理
会
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
要
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
う
考
へ
る
と
恐
ら
く
俊
成
的
幽
玄
さ
へ
も
、
良
基
に
と
っ
て
は
連
歌
理
念

形
成
の
た
め
の
一
指
標
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
二
条
派
の
幽
玄

も
ま
た
連
歌
木
質
に
即
す
る
限
り
、
そ
の
幽
玄
の
上
に
何
ほ
ど
か
の
影
を
落
す

こ
と
を
や
め
な
い
で
あ
ら
う
。
私
は
も
う
少
し
良
基
の
幽
玄
と
俊
成
の
そ
れ
と

の
比
較
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俊
成
的
幽
玄
を
さ
へ
仮
り
て
ど
の
よ
う
に

連
歌
独
自
の
価
値
、
理
念
が
達
成
さ
れ
て
ゆ
く
か
を
、
即
ち
一
見
相
似
と
見
ら

れ
る
も
の
ヽ
中
に
乖
離
す
る
も
の
を
追
求
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
。
そ
こ
で
も
う

一
度
前
引
筑
波
問
答
の
言
葉
と
そ
の
原
拠
に
な
っ
た
俊
成
語
と
の
比
較
に
か
へ

っ
て
ゆ
く
。

良
基
の
思
想
は
直
接
俊
成
の
文
言
に
託
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
に
お
い
て
そ
れ
に

類
似
し
て
ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
俊
成
の
文
言
を
移
し
た
筑

波
問
答
の
あ
の
部
分
が
、一歌
の
道
は
証
事
口
伝
も
あ
る
ら
む
。
連
歌
は
も
と
よ

り
古
の
模
様
定
ま
れ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
た
ゞ
当
座
の
感
を
催
さ
む
興
は
あ
る

べ
き
」
と
い
ふ
言
葉
に
つ
ゞ
く
叙
述
で
あ
る
の
を
見
る
と
、
彼
自
身
は
た
し
て

ど
こ
ま
で
遠
く
こ
の
歌
人
の
思
想
に
追
随
す
る
意
志
が
あ
っ
た
か
疑
は
し
い
。

そ
こ
で
進
ん
で
全
文
を
俊
成
の
そ
れ
に
精
し
く
対
照
す
る
と
き
、
そ
れ
は
正
確

な
引
用
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
そ
の
異
同
は
単
に
任
意
の
も
の
で
も
な
く
、
却
っ

て
良
基
の
思
想
の
中
に
巧
み
に
転
移
さ
れ
た
俊
成
の
言
葉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

確
か
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

「
お
ほ
か
た
歌
は
必
ず
し
も
を
か
し
き
よ
．し
を
言
ひ
、
こ
と
の
こ
ど
わ
り
を

言
ひ
き
ら
む
と
せ
ざ
れ
ど
も
、
も
と
よ
り
詠
歌
と
い
ひ
て
た
ゞ
詠
み
あ
げ
た
る

に
も
う
ち
詠
じ
た
る
に
も
、
何
と
な
く
艶
に
も
幽
玄
に
も
聞
ゆ
る
こ
と
の
あ
る

べ
し
。
よ
き
歌
に
な
り
わ
れ
ば
、
そ
の
詞
姿
の
ほ
か
に
景
気
の
そ
ひ
た
る
や
う

な
る
こ
と
の
あ
る
に
や
」
（
慈
鎮
和
省
自
歌
合
）
こ
の
俊
成
の
言
葉
が
い
か
な

る
思
想
を
語
っ
て
ゐ
る
か
は
や
は
り
前
掲
拙
稿
に
譲
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
結
論
的
に
言
へ
ば
、
歌
の
心
が
既
に

「本
意
」
と
し
て
固
定
し
、
間
は
れ

る
の
は
心
で
は
な
く
て
心
の
お
か
れ
る
様
態
、
場
合
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
っ
た
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見
出
さ
う
と
し
た
も
の
、
と
い
っ
て
差
支
な
か
っ
た
と
思
ふ
。
こ
の
餘
情
と
し

て
の
表
象
こ
そ
右
の
景
気
で
あ
る
が
、
こ
の
知
的
理
会
、
判
断
を
こ
え
た
表
象

の
享
受
―
―
そ
の
起
伏
、
波
動
が
詠
歌
と
い
ふ
聴
覚
表
象
に
対
応
し
て
捉
へ
ら

れ
て
ゐ
る
こ
と
を
繰
返
す
要
は
な
い
で
あ
ら
う
ｏ
も
と
よ
り
こ
の
志
向
に
お
い

て
純
粋
を
期
す
る
こ
と
は
理
想
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
詠
歌
の
深
沈

た
る
瞬
間
に
は
、
歌
が
つ
ひ
に
楽
句
に
転
じ
て
ゆ
く
の
を
恐
ら
く
俊
成
は
聴
く

事
が
出
来
た
で
あ
ら
う
。

「詠
歌
」
と
は
決
し
て
新
し
い
観
念
で
は
な
い
。
古
代
の
歌
謡
は
無
論
間
は

な
い
が
、
当
時
に
お
い
て
も
そ
れ
は
ひ
と
り
歌
会
に
限
ら
ず

一
般
に
歌
そ
の
も

の
ヽ
現
実
の
あ
り
方
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
そ
れ
は
単

に
表
現
を
伝
達
す
る
具
体
的
な

一
手
段
と
い
ふ
以
上
に
、
制
作
過
程
に
お
い
て

常
に
一
首
の
韻
律
を
調
べ
あ
は
せ
つ
ゝ
、直
接
に
姿
、詞
を
限
定
す
る
面
を
も
っ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
ｔ
か
し
右
の
や
う
に
詠
歌
が
表
現
の
課
題
を
総
収
し
て
、



い
は
ゞ
歌
の
究
極
の
存
在
様
式
と
で
も
い
ふ
べ
き
意
味
を
あ
た
へ
ら
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
に
は
何
と
し
て
も
大
き
な
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思

ふ
。
こ
の
と
き
詠
歌
と
は
、
歌
を
言
葉
の
一
線
に
追
う
て
意
識
の
底
に
解
き
放

っ
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
、
調
べ
は
言
葉
の
韻
律
と
い
ふ
よ
り
、
表
象
や

情
調
の
も
つ
内
的
な
諸
調
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
俊
成
に
お
い
て
そ
れ
は
必
ず
し

も
耳
に
聞
か
れ
る
詠
吟
の
声
で
は
な
く
、
む
し
ろ
声
は
孤
独
な
心
の
中
に
な
り

ひ
ゞ
く
声
な
き
律
動
の
反
響
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
差
支
な
か
つ
た
と
思
ふ
。

そ
れ
は
心
を
掠
め
て
忽
ち
に
消
え
去
ら
う
と
す
る
表
象
を
繋
ぎ
と
め
、
あ
る
い

は
呼
び
招
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（続
く
）

１
１
大
阪
大
学
助
教
授
―
―

議

一　
荒
木
良
雄
氏

「宗
祗
」
（
一
〇
頁
）

参
照

は
源
氏

３

も

夕

一
聯
も

る

こ

と

議
二
　
本
研
究
室
の
土
橋
旧
蔵
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

護
三
　
山石
瀬
丈
庫
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

議
四

「
力
な
く
こ
の
道
は
見
所
を
本
に
す
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
そ
の
当
世
′
ヽ

の
風
儀
に
て
幽
玄
を
翫
ぶ
見
物
衆
の
ま
へ
に
て
は
、
強
さ
か
た
を
ば

少
し
物
真
似
に
は
づ
る
る
と
も
、
幽
玄
の
か
た
へ
は
や
ら
せ
給
ふ
ベ

し

（
花
伝
書
）

註
五
　
源
承
の
愚
管
抄
に

「
言
葉
つ
づ
さ
」
の
意
味
で
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の

が
早
い
（
久
松
港

一
博
士

「
日
本
文
学
評
論
史

・
古
代
中
世
篇
」
六

三
九
頁
参
照
）。

其
他
、
歌
苑
連
署
事
書
に
も
見
え
る
。

議
六
　
能
勢
朝
次
博
士

「
連
歌
論
と
能
楽
論
に
顕
れ
た
る
時
代
芸
術
意
識
」

（
解
釈
と
鑑
賞

。
第
百
号
）
四
七
頁
に
こ
の
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
ゐ

る
。
沙
石
集
に
は
歌
や
談
話
の
言
葉
つ
づ
さ
に
つ
い
て

「
語
の
か
ヽ
　
ｔ

り
」

「
詞
の
か
ヽ
り
」

等
と
見
え
る

証
七
　
慈
鎮
和
侍
自
歌
合

・
十
禅
師
跛

（
本
稿

一
七
頁
参
照
）

議
八
　
こ
の
幽
玄
ほ
歌
論
の
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
原
義
に
近
く
、
風
情
の
微

か
に
し
て
深
い
意
味
で
あ
る
。
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