
教

材

と

の

谷

崎

て

し

|
|
「
陰
窮
礼
讃
」
と
「
文
章
読
本
」

|

|

現
在
谷
崎
潤

一
郎
の
作
品
で
教
科
書
に
採
ら
れ
る
も
の
と
い
え
ば
、
「
陰

臨
調
礼
讃
」
と
「
文
章
読
本
」
ぐ
ら
い
な
も
の
だ
ろ
う
。
私
も
た
し
か
「
陰
努

礼
讃
」
は
高
校

一
年
の
時
に
習
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
現
行
の
教
科
書
に
お

い
て
「
陰
揚
礼
讃
」
を
採
用
し
て
い
る
も
の
は
、
私
が
ザ
ァ
と
調
査
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
現
代
文
を
含
め
て
七
社
ほ
ど
あ
り
、
「
文
章
読
本
」
を
載
せ
て

い
る
の
が

二
社
で
あ
る
。
「
陰
臨
調
礼
讃
」
は
い
ま
だ
国
語
教
材
と
し
て
古
典

的
な
位
置
を
し
め
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
陰
騒
礼
讃
」
は
昭
和
八
年

一
二
月
と
九
年

一
月
の
「
経
済
往
来
」
に
分

載
さ
れ
、
「
文
章
読
本
」
は
昭
和
九
年
一
一
月
に
書
き
下
ろ
し
の
か
た
ち
で

中
央
公
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
谷

崎
が
「
吉
野
蔦
」
か
ら
「
春
琴
抄
」
に
至
る
一
連
の
名
作
群
を
書
き
上
げ
て
、

「
源
氏
物
語
」
の
現
代
語
訳
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
直
前
に
あ
た
る
。
こ

の
二
つ
の
文
章
は
書
か
れ
た
時
期
が
近
い
ば
か
り
か
、
内
容
的
に
も
お
互
い

に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
初
年
代
の
谷
崎
文
学
を
支
え
た

美
意
識
を
さ
ぐ
る
う
え
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
必
ず

し
も
教
材
研
究
と
い
う
か
た
ち
に
は
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
の
関

潤

郎

千

葉

f変

心
と
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
論
じ
て
み
た
い
。

ま
ず
「
陰
臨
調
礼
讃
」
で
あ
る
が
、
教
科
書
に
と
ら
れ
る
部
分
は
、
た
い
て

い
「
わ
ら
ん
じ
ゃ
」
で
の
燭
台
で
の
食
事
に
ふ
れ
て
、
日
本
家
屋
の
暗
い
部

屋
に
お
け
る
漆
器
の
色
合
い
や
日
本
料
理
の
美
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ

ろ
か
、
東
西
の
建
築
を
諾
っ
て
、
庇
を
深
く
し
て
間
接
的
な
鈍
い
光
線
を
と

り
入
れ
る
日
本
家
屋
が
常
に
陰
臨
調
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
箇
所

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
に
お
い
て
最
早
そ
れ
ら
は
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
も
の
だ
が
、
現
代
の
若
い
ひ
と
た
ち
は
、
こ
う
し
た
文
章
を
読
ん
で
ど

の
よ
う
な
感
想
を
抱
く
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
伝
統
的
な
美
意
識
が
こ
こ
に

あ
る
と
認
識
し
、
改
め
て
日
本
の
伝
統
文
化
に
思
い
を
い
た
す
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
が
果
た
し
て
ど
の
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
私
は
吉
野
へ
旅
行
し
た
折
、
食
事
中
に
た
ま
た
ま
停
電
し
、
文
字

通
り
の
漆
黒
の
閣
に
つ
つ
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
宿
の
も
の
が
す
く
に
燭
台

を
も
っ
て
き
て
く
れ
た
が
、
停
電
は
な
か
な
か
な
お
ら
ず
、
食
事
が
終
わ
る

ま
で
つ
つ
い
た
。
さ
な
が
ら
陰
臨
調
礼
讃
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
に
経
験
し
た
よ

う
で
あ

っ
た
が
、
蝋
燭
の
灯
が
思
い
の
外
暗
い
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
こ
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う
し
た
こ
と
も
た
ま
に
な
ら
、
も
の
め
ず
ら
し
く
て
面
白
い
。
が
、
こ
れ
が

毎
日
で
は
不
便
極
ま
り
な
く
、
い
や
に
な
ろ
う
。
電
灯
が
再
び
点
っ
た
と
き
、

そ
の
明
る
さ
に
つ
く
ず
く
電
気
の
有
り
難
さ
が
身
に
し
み
た
。
ま
た
大
半
の

も
の
が
廊
下
も
障
子
も
な
く
、
座
敷
の
ガ
ラ
ス
窓
が
そ
の
ま
ま
外
界
に
接
し

て
い
る
よ
う
な
家
に
住
み
、
床
の
間
も
な
い
洋
聞
に
ベ
ッ
ト
の
生
活
を
し
て

い
る
よ
う
な
今
日
の
住
宅
事
情
で
は
、
こ
こ
に
説
か
れ
た
日
本
建
築
の
美
意

識
な
ど
は
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
だ
ろ
う
。
薄
暗
い
部
屋
に
生
活
す
る
よ

り
は
、
太
陽
が
さ
ん
さ
ん
と
差
し
込
む
明
る
い
部
屋
の
方
が
健
康
的
で
よ
い

に
き
ま
っ
て
い
る
。

も
し
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
が
日
本
伝
来
の
美
意
識
で
あ

り
価
値
観
で
あ
る
と
そ
の
ま
ま
無
条
件
に
生
徒
に
押
し
つ
け
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
一
つ
の
時
代
錯
誤
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
生

徒
か
ら
反
発
を
喰
ら
う
の
は
必
須
で
あ
る
。
も
っ
と
も
谷
崎
自
身
「
要
す
る

に
こ
れ
も
愚
痴
の

一
種
で
、
私
に
し
て
も
今
の
時
勢
の
有
難
い
こ
と
は
万
々

承
知
し
て
ゐ
る
」
と
い
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
う
し
た
美
意
識
に
終
生
縛
ら
れ

つ
つ
け
た
わ
け
で
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
前
半
生
に
は

「
色
彩
の
強
烈
な
、
陰
臨
調
の
な
い
華
麗
な
文
学
」
(
「
佐
藤
春
夫
に
与
へ
て
過

去
半
生
を
語
る
書
」
)
を
め
ざ
し
、
晩
年
の
「
過
酸
化

マ
ン
ガ
ン
水
の
夢
」

で
は
明
る
い
タ
イ
ル
ば
り
の
洋
式
ト
イ
レ
に
浮
か
ぶ
自
己
の
排
他
物
に
見
入

り、

「鍵
」
に
お
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
蛍
光
灯
で
妻
の
女
体
を
こ
う
こ

う
と
照
ら
し
、
尻
の
穴
ま
で
覗
き
見
て
い
る
の
だ
。

ま
た

「文
章
読
本
」
は
、
一
章
の
「
文
章
と
は
何
か
」
の
書
き
出
し
「
言

語
と
文
章
」
お
よ
び

「実
用
的
な
文
章
と
芸
術
的
な
文
章
」
の
節
か
ら
教
科

書
に
採
ら
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
の
ち
に
「
此
の
読
本
は
始
め

か
ら
終
わ
り
ま
で
、
殆
ど
含
蓄
の
一
事
を
説
い
て
ゐ
る
の
だ
と
申
し
て
も
よ

い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
谷
崎
が
こ
の
「
文
章
読
本
」
で
眼
目

と
し
て
い
る
の
は
「
含
蓄
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
わ
れ

/
¥
は
、

生
な

現
実
を
そ
の
ま
L
語
る
こ
と
を
卑
し
む
風
が
あ
り
、
言
語
と
そ
れ
が
表
現
す

る
事
柄
と
の
聞
に
薄
紙
一
と
重
の
隔
た
り
が
あ
る
の
を
、
品
が
よ

い
と
感
ず

る
国
民
な
の
で
あ
」
り
、
そ
う
し
た
国
民
性
か
ら
鋭
舌
を
慎
み
、
あ
ま
り
は

っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
せ
ぬ
こ
と
、
意
味
の
つ
な
が
り
に
間
隙
を
お
く
こ
と
が

よ
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
言
語
や
文
章
は
た
だ
物
事
を
暗
示
す
る
だ
け
の
働
き

し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
「
効
果
の
点
か
ら
見
ま
し
で
も
言
葉
を
節
約
す
る
方

が
賢
明
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

教
室
に
お
い
て
い
つ
も
生
徒
に
文
章
を
書
く
と
き
は
、
自
分
の

い
い
た
い

こ
と
を
分
か
り
易
く
、
明
確
に
、
は
っ
き
り
と
書
き
な
さ
い
と
指
導
し
て
い

る
教
師
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
ど
う
も
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
余
り
は
っ

き
り
さ
せ
よ
う
と
せ
ぬ
こ
と
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
は
、
普
段
生
徒
に
い
っ
て

い
る
こ
と
に
背
馳
す
る
ば
か
り
か
、
文
章
論
と
し
て
も
果
た
し
て
こ
れ
で
い

い
の
だ
ろ
う
か
と
疑
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
谷
崎
の
こ
う
し
た
文
章
観
に
は
全

く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
事
柄
を
そ
の
ま

ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
教
室
で
生
徒
に
教
え
た
と
し
た
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
や

は
り
生
徒
か
ら
反
感
を
喰
ら
う
ば
か
り
か
、

必
ず
や
混
乱
を
き
た
す
で
あ
ろ

-つ。
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
「
文
章
読
本
」
と
「
陰
臨
調
礼
讃
」
と
で
別

々
の
こ

と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
文
章
と
は
そ
の
国
そ
の
時
代
の
文
化
の
反

映
で
あ
り
、
文
化
は
そ
の
国
そ
の
時
代
の
文
章
に
支
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
、

文
章
論
と
文
化
論
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
切

っ
て
も
切
れ
ぬ
表
裏
一

体
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の
も
の
と
し
て
あ
る
。
谷
崎
は
「
陰
駿
礼
讃
」
に
お
い

て
、
「
美
は
物
体
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
物
体
と
物
体
と
の
作
り
出
す
陰
務
の
あ
や
、
明
暗
に
あ

る
」
と
い
う
が
、
こ
こ
に
い
う

「
物
体
」
を
「
言
葉
」
に
置
き
換
え
た
と
し

た
な
ら
ば
、
「
含
蓄
」
と
は
ま
さ
に
言
葉
と
言
葉
と
の
作
り
出
す
陰
務
の
あ

や
だ
と

い
え
よ
う
。
「文
章
読
本
」
に
説
か
れ
た
谷
崎
の
文
章
観
が
、

「陰
努

礼
讃
」

の
美
学
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
両
者
を
同
時
に
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、
当
時
の
谷
崎
が
直
面
し
て

い
た
問
題
意
識
を
掘
り
起
こ
す
の
で
な
け
れ
ば
、
今
日
「
陰
臨
調
礼
讃
」
や

「
文
章
読
本
」
を
教
材
化
す
る
意
味
は
あ
る
ま
い
。

*
 

「
文
章
読
本
」
の
本
質
的
に
か
か
え
る
問
題
点
は
、
発
表
当
時
「
こ
の
著

は
『
堂
々
た
る
愚
著
』
或
は
『
は
か

/
¥
し
い
名
著
』
の
名
を
負
ふ
に
ふ
さ

は
し
い
も
の
」
と
見
倣
し
た
佐
藤
春
夫
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
「
文
章
読
本
を
読
む
」
)
0

谷
崎
が
含
蓄
を
説
く
前
提
に
は
、
「
わ
れ
/
¥
日

本
人
程
礼
節
を
重
ん
ず
る
国
民
は
な
く
、
従
っ
て
又
、
国
語
も
そ
の
国
民
性

を
反
映
し
、
そ
れ
に
し
っ
か
り
結
び
着
い
て
来
て
ゐ
る
」
と
い
う
考
え
が
あ

り
、
「
国
民
性
を
変
へ
な
い
で
、
国
語
だ
け
を
改
良
し
よ
う
と
し
て
も
無
理
」

と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
佐
藤
は
そ

の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
谷

崎
は
多
く
の
も
の
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
。

何
を
か
谷
崎
先
生
の
見
て
見
ぬ
ふ
り
と
い

ふ
ヮ

一
々
細
目
に
わ
た

る
の
も
煩
は
し
い
か
ら
ほ
ん
の
重
要
な
一
二
を
挙
げ
る
が
、
谷
崎
先
生

は
国
民
性
と
い
ふ
も
の
は
流
動
性
を
持
っ
て
発
達
し
成
長
す
る
も
の
だ

と
い
ふ
事
実
を
知
ら
ぬ
わ
け
も
な
い
。
そ
の
国
民
性
が
明
治
以
後
外
国

文
明
の
摂
取
の
結
果
圏
内
は
外
国
の
植
民
地
の
如
く
に
な
り
文
章
は

「外
国
文
の
お
化
け
」
の
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
何
と
見
る
か
。
こ
れ

も
谷
崎
先
生
が
拝
脆
し
尊
重
す
る
我
等
が
国
民
性
の
発
現
の
一
事
実
以

外
の、

何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
慎
み
ぶ
か
い
一
向
お
し
ゃ
べ
り
で

な
い
筈
の
国
民
性
が
一
朝
他
国
の
風
習
を
見
覚
え
た
が
最
後
つ
つ
し
み

も
何
も
打
す
て
て
一

切
合
切
あ
け
す
け
に
ま
く
し
立
て
て
見
ょ
う
と
誘

惑
を
感
じ
て
今
日
の
混
乱
を
生
じ
て
ゐ
る
事
実
を
も
谷
崎
先
生
の
国
民

性
の
考
察
の

一
項
目
に
入
れ
て
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

何
故
我
等
の

国
民
性
は
今
日
谷
崎
先
生
の
注
意
を
受
け
る
以
前
に
そ
の
国
民
性
に
従

っ
て
一
切
を
処
決
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
残
念
な
が
ら
軽
仇
浮
薄

な
為
す
な
き
国
民
性
で
あ
っ
た
の
を
歎
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
。
さ
う
し
て

そ
れ
ら
の
訓
練
を
経
な
い
国
民
性
の
鍛
冶
の
た
め
に
は
今
日
の
混
乱
は

必
要
事
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
谷
崎
先
生
の
当
然
見
る
べ
き
事
実
で
あ

る
。
さ
う
し
て
今
日
古
典
主
義
者
谷
崎
先
生
を
し
て
痛
嘆
さ
せ
て
ゐ
る

我
国
こ
そ
新
ら
し
い
国
民
性
を
生
ま
ん
が
た
め
の
産
祷
の
狂
乱
に
ゐ
る

だ
け
な
の
で
あ
る
。
国
民
性
の
伝
統
を
信
頼
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

こ
の
混
沌
の
な
か
か
ら
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
更
に
美
し
く
生
き
か

へ
る
で
あ
ら
う
し
、
そ
れ
っ
き
り
見
失
は
れ
る
程
度
の
国
民
性
な
ら
何

も
さ
う
箱
入
娘
の
や
う
に
大
切
に
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
で
は
な
い
か
。

尤
も
谷
崎
先
生
の
こ
の
著
が
国
民
性
を
し
て
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
如
く
更

生
せ
し
め
る
た
め
の
内
省
と
し
て
無
価
値
と
は
必
ず
し
も
言
は
な
い
。

た
だ
そ
れ
に
し
て
は
周
閤
の
混
乱
に
比
し
て
そ
の
声
が
そ
れ
ら
の
現
実

を
直
視
せ
ぬ
た
め
か
あ
ま
り
に
も
力
の
弱
い
の
を
憂
へ
る
も
の
で
あ
る
。

春
夫
は
さ
ら
に
、
一
言
葉
数
も
少
な
く
文
法
も
不
た
し
か
だ
が
そ
れ
で
も
立
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派
に
用
を
弁
ず
る
こ
と
が
わ
が
国
語
の
美
点
だ
と
い
う
谷
崎
の
説
を
、
未
発

達
な
国
語
で
あ
る
が
ゆ
え
そ
れ
だ
け
外
国
語
の
影
響
も
受
け
や
す
か
っ
た
の

だ
ろ
う
と
い
い
、
谷
崎
の
論
述
の
ご
都
合
主
義
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
最
も
我
慢
が
な
ら
な
い
の
は
、

「文
章
は

口
で
し
ゃ
べ
る
通
り
に

書
け
」
と
い
う
自
分
の
主
張
が
谷
崎
流
に
歪
曲
さ
れ
圧
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と

だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。

僕
の
最
も
腹
の
立
つ
の
は
次
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。

ー
ー
ー

「
思
ふ
に
文
章
は
口
で
し
ゃ
べ
る
通
り
に
書
け
」
と
云
っ
た
佐
藤

春
夫
氏
の
言
葉
は
こ
れ
等
の
長
所
(
イ
、
云
ひ
廻
し
が
自
由
で
あ

る
こ
と
。

口
、
セ

ン
テ
ン
ス
の
終
り
の
音
に
変
化
の
あ
る
こ
と
。
ハ
、

実
際
に
其
人
の
語
勢
を
感
じ
微
妙
な
心
持
や
表
情
を
想
像
し
得
ら
れ

る
こ
と
。

二
、
作
者
の
性
の
区
別
の
つ
く
こ
と
)
に
気
が
つ
い
た
結

果
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
に
も
自
ら
程
度
の
あ
る
こ
と
で
、
実
際

に
し
ゃ
べ
る
通
り
を
書
い
た
ら
不
必
要
な
重
複
や
粗
野
な
用
語
や
語

脈
の
混
乱
や
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
無
駄
や
不
都
合
の
多
い
こ
と
は

(
下
略
)
」

と
あ
る
あ
た
り
で
あ
る
。
わ
け
で
も
圏
点
の
と
こ
ろ
な
ど
谷
崎
先
生

の
人
間
が
急
に
豆
つ
ぶ
の
や
う
に
縮
っ
て
し
ま
ふ
の
が
く
や
し
い
ば
か

り
で
あ
る
。
尤
も
僕
の
「
し
ゃ
べ
る
通
り
に
書
く
」
説
は
芥
川
が
代
弁

し
て
ゐ
る
外
に
は
ま
だ
自
分
で
説
明
し
た
事
も
な
い
し
、
そ
れ
を
文
章

の
上
で
も
ま
だ
一
度
も
実
現
し
た
こ
と
も
な

い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
理

解
さ
れ
な
い
の
に
は
不
服
も
云
へ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
自
ら
程
度
が
あ

る
な
と
の
平
俗
な
解
釈
で
は
到
底
い
く
ら
説
い
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
わ

け
で
あ
る
。
僕
が
文
章
の
上
で
自
説
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
出
来
な
い

の
も
無
意
識
に
こ
の
平
俗
な
解
釈
に
自
分
で
も
束
縛
さ
れ
て
、
自
説
を

最
も
極
端
に
ゃ
れ
な
い
か
ら
で
、
こ
の
説
は
最
も
極
端
に
や
っ
た
時
に

の
み
は
じ
め
て
光
輝
を
発
す
る
も
の
と
の
信
念
は
あ
り
な
が
ら
今
だ
に

谷
崎
先
生
の
微
温
的
な
精
神
に
自
ら
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
気
つ
い
て
、

さ
て
は
こ
の
説
の
ど
こ
に
間
違
ひ
が
あ
っ
て
こ
ん
な
事
に
な
る
の
か
と

考
へ
抜
い
た
上
、
文
章
の
古
典
的
精
神
が
人
心
を
支
配
す
る
間
は
因
裂

に
囚
は
れ
て
徹
底
出
来
な
い
と
自
ら
実
行
難
を
歎
い
て
ゐ
る
折
か
ら
程

度
の
問
題
な
ど
を
提
出
さ
れ
て
は
や
り
切
れ
な
い
。

結
局
春
夫
の
「
文
章
読
本
」
に
対
す
る
非
難
は
、
「
し
ゃ
べ
る
通
り
に
書

け
」
と
い
う
自
己
の
説
を
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
て
曲
解
さ
れ
た
怒
り
に
導
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
文
中
、
「
芥
川
が
代
弁
し
て
ゐ
る
」
と
あ
る

の
は
、
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
に
佐
藤
春
夫
の
言
葉
と
し
て
こ

の
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
け
」
と
い
う
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し

て
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
谷
崎
も
ま
た
そ
れ
を
読
ん
で
、
こ
の
春
夫
の
説
を

引
き
合
い
に
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
春
夫
の

い
う
「
し
ゃ
べ
る
通

り
に
書
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な
説
で
あ
っ
た
の
か
。
長
い
引
用
文
が
つ
，
つ
い

て
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
文
章
の
よ
う
な
の
で
、

つ
い
で
に
こ
こ
に
引
い
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
僕
の
口
語
文
と
い
ふ
の
は
無
法
に
極
端
に
そ
れ
を
や
っ

て
の
け
て
不
必
要
な
重
複
に
は
自
づ
と
心
理
の
混
雑
状
態
を
示
し
、
粗

野
な
用
語
や
語
脈
の
混
乱
か
ら
も
筆
者
の
人
格
は
無
論
心
理
的
生
理
的

状
態
ま
で
も
紙
面
の
上
に
あ
ら
せ
よ
う
そ
れ
が
文
章
で
な
け
れ
ば
或
は

/
l
卜
一
頁
に
書
き
散
ら
さ
れ
た
ら
く
が
き
の
一
葉
に
相
当
す
る
や
う

な
も
の
で
あ
っ
て
も
い
い
と
い
ふ
つ
も
り
で
あ
る
。
「
生
な
現
実
を
そ
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の
ま
ま
語
る
こ
と
を
卑
し
み
言
語
と
事
実
と
の
悶
に
薄
紙
一
重
の
隔
り

あ
る
を
好
し
」
と
す
る
精
神
か
ら
は
最
も
遠
距
離
に
あ
る
も
の
で
生
な

現
実
を
ぶ
し
つ
け
に
紙
の
上
へ
ぢ
か
に
押
し
つ
け
て
み
る
一
つ
の
手
法

と
し
て
の
謂
で
あ
る
。
素
裸
の
放
下
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
谷

崎
先
生
あ
た
り
か
ら
は
文
章
と

い
ふ
も
の
で
は
な
い
と
当
然
排
斥
さ
れ

さ
う
な
も
の
で
、
僕
も
文
章
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
と
思
ひ
文
章
で
な

け
れ
ば
文
章
で
な
く
と
も
い
い
と
も
考
へ
文
章
を
画
布
に
塗
ら
れ
た
絵

の
具
か
ら
成
る
絵
と
み
れ
ば
、
僕
の
云
ふ
の
は
寧
ろ
絵
で
は
な
く
パ
レ

ッ
ト
の
上
の
絵
の
具
の
面
白
み
を
指
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
春
夫
自
身
が
い
う
よ
う
に
「
も
う
文
章
読
本
中
の
問

題
で
は
な
い
」
だ
ろ
う
。
構
造
主
義
と
か
記
号
論
と
か
、
は
た
ま
た
脱
構
築

や
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
や
ら
と
近
年
か
ま
び
す
し
い
批
評
的
言
説
も
、
言
語
論

か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
文
章
の
問
題
は
ど
う
し
て
も
文
化
論
と
か

か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
大
き
く
い
え
ば
、
こ
の
現
実
を
ど
う
見
る

か
と
い
う
世
界
認
識
の
問
題
と
結
び

つ
い
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
春
夫

は
自
分
の
「
し
ゃ
べ
る
通
り
に
告
げ
」
と
い
う
の
は
、
「
生
な
現
実
を
ぶ
し

つ
け
に
紙
の
上
へ
ぢ
か
に
押
し
つ
け
て
み
る
一
つ
の
手
法
と
し
て
の
謂
で
あ

る
」
と
す
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
「
生
な
現
実
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が

当
然
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
谷
崎
は
「
文
章
読
本
」
の
回
目
頭
、
言
語
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、

「
鯛
を
食
べ
た
こ
と
の
な
い
人
に
鯛
の
味
を
分
か
ら
せ
る
や
う
に
説
明
し
ろ

と
云
っ
た
ら
は
、
皆
さ
ん
は
と
ん
な
言
葉
を
択
び
ま
す
か
。
恐
ら
く
ど
ん
な

言
葉
を
以
て
も
云
ひ
現
は
す
方
法
が
な
い
で
あ
り
ま
せ
う
」
と
い
う
。
ま
た

「
紅
い
花
を
見
て
も
、
各
人
が
そ
れ
を
同
じ
色
に
感
ず
る
か
ど
う
か
は
疑
問

で
あ
り
ま
し
て
、
限
の
感
覚
の
す
ぐ
れ
た
人
は
、
そ
の
色
の
中
に
常
人
に
は

気
が
付
か
な
い
複
雑
な
美
し
さ
を
見
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
い
、
こ
こ
か

ら
言
語
が
万
能
で
な
い
こ
と
、
そ
の
働
き
は
不
自
由
で
、
時
に
は
有
害
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
い
や
し
く
も
言
葉
に
つ
い
て
少
し
で
も
考
え

た
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
誰
し
も
恩
い
い
た
る
こ
と
で
あ
る
。

が
、
こ
れ
は
ま
た
言
語
の
意
味
論
の
方
か
ら
古
来
問
題
と
さ
れ
つ
つ
け
て
き

た
「
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
わ
な
」
を
連
想
さ
せ
よ
う
。
「
も
し
何
か
が
存
在
す
る

と
し
て
も
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
た
と
え
知
り
う
る
と
し
て
も
、
だ

れ
も
他
人
に
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
事
物

は
言
葉
で
は
な
い
の
だ
し
、
そ
れ
に
だ
れ
も
他
人
と
同
一
の
も
の
を
心
に
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
「
メ
リ

y
ソ
ス
、
ク
セ
ノ
パ

ネ
ス
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
つ
い
て
」
)
。

た
し
か
に
鯛
に
は
味
が
あ
る
が
、
味
覚
そ
の
も
の
は
言
葉
で
は
な
い
。

「
紅
」
を
認
識
す
る
わ
れ
わ
れ

の

「
ほ
ん
た
う
の
感
覚
」
も
言
葉
で
な
い
の

だ
か
ら
、
そ
れ
を
、
つ
ま
り
「
生
な
現
実
」
を
言
葉
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
も
、

言
葉
を
も
っ
て
他
者
に
伝
達
す
る
こ
と
も
で
き
は
し
な
い
。

思
想
史
上
の
名

だ
た
る
悪
役
と
し
て
知
ら
れ
る
レ
ト
リ
シ
ャ
ン

・
ソ
フ
ィ
ス
ト
だ
っ
た
レ
オ

ン
テ
ィ
ノ

イ
の
人
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
、
そ
の
点
を
見
事
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な

に
く
ま
れ
口
を
い
っ
た
の
だ
が
、
佐
藤
信
夫
は
こ
の
「
わ
な
」
か
ら
逃
れ
る

手
だ
て
は
「
い
わ
ば
お
と
な
げ
な
い
問
題
を
あ
ま
り
思
い
つ
め
な
い
」
こ
と

だ
と
し
、

「は
や
い
話
が
、
こ
と
ば
は
と
き
と
ば
あ
い
に
応
じ
て
ま
さ
に
通

じ
る
程
度
に
は
通
じ
る
し
通
じ
な
い
程
度
に
は
通
じ
な
い
」
の
だ
と
い
う

(
「
意
味
の
弾
性
」
)
。
ま
さ
に
卓
見
だ
ろ
う
。

が、

「通
じ
る
程
度
に
は
通
じ
る
し
通
じ
な
い
程
度
に
は
通
じ
な
い
」
と
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い
う
言
葉
の
性
格
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
言
葉
が
通
じ
る
た
め
に
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
が
確
定
し
、
固
定
し
て

い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
犬
と
い
っ
て
、
ま
さ
か
猫
を
心
に
思

い
浮
か
べ
る
も
の
は
な
い
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
犬
と
い
う
言
葉
の
意
味

は
固
定
さ
れ
て
い
る
。
が
、
犬
と
い
う
言
葉
で
チ
ン
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
、

プ
ル
ド
ァ
ク
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
飼
っ
て
い
る
犬
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
か
は
各
人
に
お
い
て
相
違
す
る
。
そ
の
点
で
は
犬
と
い
う
言
葉

の
意
味
は
ぶ
れ
て
お
り
、
互
い
に
通
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た

「や

つ
は

犬
だ
」
あ
る
い
は
「
彼
は
犬
の
よ
う
だ
」
と
他
の
言
葉
と
組
み
合
わ
せ
て
用

い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
最
早
わ
れ
わ
れ
は
犬
そ
の
も
の
を
心
に
描
く
こ
と
は

せ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
応
じ
て
多
様
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。
と
て
も
一
つ
の
意
味
に
同
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。

ま
た
学
生
時
代
に
、
論
文
で
あ
る
言
葉
を
用
い
る
場
合
、
そ
の
言
葉
を
定

義
し
て
か
ら
使
わ
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
な
と
と
、
よ
く
教
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

あ
る
言
葉
を
定
義
す
る
と
し
て
、
そ
れ
を
言
葉
を
も
っ
て
定
義
す
る
こ
と
が

果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
定
義
の
た
め
に
使
用
す
る
言
葉
の
意
味
が
確

定
さ
れ
、
固
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、

何
も
問
題
は
な
い
の
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る

言
葉
が
本
質
的
に
意
味
の
ぶ
れ
、
ず
れ
と

い
っ
た
も
の
を
抱
え
も
つ
限
り
、

そ
の
定
義
に
用
い
る
言
葉
を
さ
ら
に
定
義
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
無
限
級
数

的
に
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
を
無
理
に
割

り
切
っ
て
し
ま
う
以
外
、
厳
密
に
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
そ
の
言
葉
の
意
味

を
同
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
春
夫
の
い
う

「
生
な
現
実
」
の
「
素
裸
の
放
下

の
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
素
裸

の
放
下
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
春
夫
に
は
ま
ず
裸
身
の
現
実
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
そ
れ
に
ま
と
わ
せ
る
衣
裳
だ
と
の
認
識
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
魅
惑
的
な
裸
身
を
見
る
た
め
に
は
、
衣
裳
は
で

き
る
だ
け
無
色
透
明
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
の
だ
が
、
裸
身
の
現
実
そ
の

も
の
を
そ
れ
と
同
定
し
得
る
言
葉
が
な
い
限
り
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
春
夫
は
、
自
己
の
説
の
実
行
の
函
難
を
嘆
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
単
な
る

「実
行
難
」
で
は
な
く
、
言
語
の
根
源
的
な
不
可
能
性
で
あ
ろ

う
。
こ
の
不
可
能
性
に
敢
え
て
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
タ
ダ
イ
ズ
ム

が
そ
う
し
た
よ
う
に
最
早
言
語
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
か
、
現
実
で
は
な
く

超
現
実
へ
向
か
う
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
の
自
動
記
述
法
に
赴
か
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
に
対
し
、
谷
崎
は
出
発
点
か
ら
「
生
な
現
実
」
を
表
現
す
る
と
い
っ

た
こ
と
は
断
念
し
て
い
る
。
冒
頭
箇
所
で
述
べ
ら
れ
た
先
の
問
題
を
、
ま
た

別
の
箇
所
で
は
、
ア
ロ

l
べ
1

ル
の
有
名
な
ご

つ
の
場
所
に
当
て
桜
ま
る

最
も
適
し
た
言
葉
は
、
唯
一
つ
し
か
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
て
、
こ

れ
を
肯
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
敷
桁
し
て
い
る
。

然
ら
ば
、
或
る
一
つ
の
場
合
に
、
一
つ
の
言
葉
が
他
の
言
葉
よ
り
も
適

切
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
、
何
に
依
っ
て
定
め
る
か
と
申
し
ま
す
の
に
、

此
れ
が
む
づ
か
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
に
そ
れ
は
、
自
分
の
頭
の

中
に
あ
る
思
想
に
、
最
も
正
確
に
当
て
阪
ま
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
に
思
想
が
あ
っ
て
然
る
後
に
言
葉

が
見
出
だ
さ
れ
る
と
云
ふ
順
序
で
あ
れ
ば
好
都
合
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
実
際
は
さ
う
と
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
に
、
先
づ
言
葉
が
あ
っ

て
、
然
る
後
に
そ
の
言
葉
に
当
て
阪
ま
る
や
う
に
思
想
を
纏
め
る
、
言
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葉
の
力
で
思
想
が
引
き
出
さ
れ
る
、
と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま

す。

つ
ま
り

「人
間
が
言
葉
を
使
ふ
と
同
時
に
、
言
葉
も
人
間
を
使
ふ
」
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
言
葉
が
世
界
(
思
想
)
を
表
す
道
具
と
見
倣
さ

れ
る
ば
か
り
か
、

世
界
(
思
想
)
は
言
葉
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
谷
崎
は
、
と
も
す
る
と
漢
字
に
慣

れ
た
日
本
人
は
忘
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
「
言
葉
は
一
つ
の
符
牒
で
あ
」
り
、

「無
内
容
な
音
の
組
み
合
は
せ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
強
調
し
て
い
る
。

と
す
る
な
ら
ば
谷
崎
の
文
章
論
は
、
一
面
、
言
語
と
は
世
界
を
慾
意
的
に
分

節
化
す
る
記
号
の
差
異
の
体
系
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
の
分
節
構
造
を

そ
の
ま
ま
投
射
し
な
が
ら
世
界
を
分
節
化
し
て
読
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
う

ソ
シ
ユ

|
ル
以
降
の
今
日
の
記
号
論
風
の
考
え
に
非
常
に
接
近
し
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。
勿
論
、
そ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
谷
崎
が
ソ
シ
ユ

|
ル

風
の
言
語
論
を
知

っ
て
い
た
と
か
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
か
、
あ
る
い
は

_-ー、， 、
1 、ーーーー' ‘ー、、t 、、 、

A¥ ¥ 、 3
、、 ーー、 i - 、、 ，

、 ノャ、 ，
、〆

。
。。

。。
。B 

谷
崎
の
言
語
観
が
そ
れ
と
比
較
し
得
る
に
た
え
る
も
の
が
あ
る
と
か
い
い
た

い
の
で
は
な
い
。
谷
崎
の

「文
章
読
本」

は
あ
く
ま
で
言
葉
の
運
用
に
つ
い

て
の
論
で
あ
り
、
ま
た
谷
崎
は

「生
な
現
実
」
の
実
在
を
素
朴
に
信
じ
て

い

た
と
思
わ
れ
る
。
が
、
春
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
幾
多
の
欠
点
を
も
ち
、
古

典
主
義
的
な
よ
そ
お
い
を
も
ち
な
が
ら
、
今
日
い
ま
だ
こ
れ
を
読
む
に
た
え

得
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
谷
崎
の
言
語
に
対
す
る
深
い

認
識
ゆ
え
で
は
な
い
の
か
。

と
こ
ろ
で
佐
藤
信
夫
は
前
掲
書
で
、
左
の
よ
う
な
図
を
掲
げ
て
、
言
語
表

現
に
お
け
る
統
語
的
組
織
化
の
随
意
性

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

A
は、

認
識
l
表
現
者
が
見
た
「
生
の
現
実
」

|
|

も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

と
し
て
の
は
な
し
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
は
「
言
語
同
化
さ
れ
る
以
前
の、

見
え

た

〈
つ
も
り
〉
の
現
実
」
の
こ
と
で
あ
る
。

A
の
「
生
の
現
実
」
は
、
基
本

的
に
連
続
体
で
あ
る
が
、
そ
の
連
続
的
な
現
実
は
、

B
の
よ
う
に
非
連
続
な

単
位
の
割
っ
け
に
よ
っ
て
し
か
言
語
化
さ
れ
得
な
い
。

〈
語
実
的
選
抜
〉
に
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お
け
る
語
の
数
を
い
く
ら
細
分
化
し
て
み
て
も
、
つ
ま
り

B
の
粒
子
を
い
く

ら
こ
ま
か
く
豊
官
固
化
し
て
み
て
も
、
結
局
B
は
完
全
に

A
を
反
映
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
も
最
終
的
に
言
語
表
現
は
一
次
元
の
線
条
性
と
し
て
し

か
成
立
し
な
い
以
上
、

B
を
そ
の
ま
ま
「
文
」
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、

C
以
下
の
組
織
化
と

〈
統
語
的
選
抜
〉

の
上
で
な
け
れ
ば
、
実
際
の
「
文
」

は
な
り
た
た
ず
、
解
読
者
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、

c、
D
、
E
、
F
の
う
ち

の
一
つ
の
構
造
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
実
A
は
決
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

が
、
佐
藤
は
、
か
り
に

C
の
構
造
を
も
っ
た
文
だ
け
を
与
え
ら
れ
た
読
者

が
、
そ
こ
に
-
記
述
さ
れ
て
い
る
現
実
を

C
そ
の
ま
ま
の
も
の
だ
と
信
じ
て
読

む
だ
ろ
う
か
と
問
う
。

cの
構
造
の
文
を
読
む
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず

「
そ
れ
が

D
で
も
E
で
も
F
で
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
と

る
作
業
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
主
張
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

文

C
を
読
み
と
る
と
は
、
そ
れ
と

D
、
E
、
F
と
の
差
異
的
対
立

ー
ー
ー
差
異
的
協
働
ー
ー
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
文
C
を
た
だ

そ
の
統
語
的
組
織
に
よ
っ
て
読
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

C
図
の
よ
う
な

骨
と
関
節
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
近
い
。
し
か
し
読
者
は
、

C
を

読
み
つ
つ
、

D
や

E
や

F
の
よ
う
な
、
骨
と
関
節
の
別
様
の
あ
り
か
た

を
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
的
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
そ
の
結
果
、
骨
と
関
節
の
重

畳
か
ら
肉
体
を
思
い
、

A
図
を
夢
想
す
る
に
い
た
る
。
表
現
者
か
ら
言

え
ば
、
そ
れ
こ
そ
A
図
を
C
に
よ
っ
て
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、

A
と
は
じ

つ
は
「
生
の
現
実
」
で
は
な
く

C

か
ら

F
に
い
た
る
統
語
的
変
異
を
成
立
さ
せ
る
条
件
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、

と
言
い
か
え
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
統
語
的
。
ウ
ァ
リ

エ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
造
形
さ
れ
る
結
果
と
呼
ん
で
も
い
い
し
、
統
語
的
ヴ

ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
原
因
と
呼
ん
で
も
い
い
よ
う
な
(
ど
ち

ら
の
呼
び
か
た
も
不
正
確
な
)
虚
の
現
実
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
谷
崎
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
含
蓄
」
を
考
え
る
上
に
大
き
な
ヒ

ン
ト
と
な
る
。
谷
崎
自
身
は
充
分
論
理
化
し
得
ず
、
充
分
に
自
覚
的
で
は
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

「含
蓄
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
裂
に
は
、
佐

藤
が
指
摘
す
る
こ
う
し
た
言
語
の
構
造
理
論
を
直
観
的
に
捉
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
春
夫
が

A
と
い
う

「生
な
現
実
」
を
そ
の
ま
ま
文
章
化
せ
ん

と
希
求
し
た
の
に
対
し
、
谷
崎
は
「
B
の
粒
子
を
い
く
ら
こ
ま
か
く
叢
富
化

し
て
み
て
も
、

B
は
け
っ
き
ょ
く
完
全
に

A
を
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
断
念
か
ら
出
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
佐
藤
は
、
「
〈
文
〉
の

意
味
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
統
語
的
変
異
形
た
ち
と
の
差
異
的
対
立
1

|
む
し

ろ
差
異
的
協
働
ー
ー

に
よ
っ
て
の
み
な
り
た
つ
」
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
〈
垣間
〉

の
意
味
は
体
系
内
で
そ
れ
を
取
り
巻
く
近
辺
の
類
義
語
(
お
よ
び
親
類
語
、

敵
対
語
)
群
と
の
差
異
的
対
立
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
|

|
会
聞
の
意
味
の

自
己
同

一
性
と
は
差
異
的
対
立
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
|
|
」

と
い
う
。
と
し

た
な
ら
ば
、

B
に
お
け
る
語
会
的
選
抜
は

C
以
下
の
線
条
を
組
織
す
る
に
必

要
不
可
欠
な
、
最
も
多
く
差
異
的
対
立
を
喚
起
す
る
最
小
の
単
位
を
選
べ
ば

よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

C
D
E
F
の
選
択
に
お

い
て
も
、
統
語
的
変
異

形
を
最
も
効
果
的
に
喚
起
す
る
も
の
を
一
つ
選
べ
ば
、
他
は
お
の
ず
か
ら
そ

こ
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

一
つ
の
語
、
一
つ
の
文
は
そ
の
自
性
性
に
お
い
て
自
立
し
得
て
い
る
の
で

は
な
い
。
一
つ
の
言
葉
の
意
味
は
他
の
言
葉
と
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
ず
れ
、

ぶ
れ
を
含
み
つ
つ
確
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
一
つ
の
文
の
意
味
は
多
く
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の
統
語
的
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
包
み
込
み
つ
つ
、
他
の
文
と
の
関
係
に
お

い
て
「
虚
の
現
実
」
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
性
質

は
ち
ょ
う
ど
「
陰
務
礼
讃
」
に
引
用
さ
れ
た
「
掻
き
寄
せ
て
結
べ
ば
柴
の
庵

な
り
解
く
れ
ば
も
と
の
野
原
な
り
け
り
」
と
い
う
古
歌
に
そ
っ
く
り
で
は
な

い
か
。
ま
た

「
陰
努
礼
讃
」
で
は
陰
臨
調
に
つ
い
て
床
の
間
を
例
に
と
り
な
が

ら
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

思
ふ
に
西
洋
人
の
云
ふ
「
東
洋
の
神
秘
」
と
は
、
斯
く
の
如
き
暗
が
り

が
持
つ
無
気
味
な
静
か
さ
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
わ
れ
ら
と
雄
も
少
年

の
頃
は
、
日
の
目
の
届
か
ぬ
茶
の
間
や
書
院
の
床
の
間
の
奥
を
視
つ
め

る
と
、
云
ひ
知
れ
ぬ
怖
れ
と
索
、
け
を
覚
え
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の

神
秘
の
鍵
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
種
明
か
し
を
す
れ
ば
、
畢
克
そ
れ
は

陰
努
の
魔
法
で
あ
っ
て
、
も
し
隅
々
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
蔭
を
追
ひ
除
け

て
し
ま
っ
た
ら
、
忽
駕
と
し
て
そ
の
床
の
間
は
唯
の
空
白
に
帰
す
る
の

で
あ
る
。
わ
れ
ら
の
祖
先
の
天
才
は
、
虚
無
の
空
間
を
任
意
に
遮
蔽
し

て
自
ら
生
ず
る
陰
務
の
世
界
に
、
い
か
な
る
壁
画
や
装
飾
に
も
優
る
幽

玄
味
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
唯
の
空
白
」
「
虚
無
の
空
間
」
と
は
、
ま
さ
に
統
語
的
ヴ

7

リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
成
り
立
た
せ
る
条
件
と
し
て
の
「
虚
の
現
実
」
で
あ
り
、

言
語
表
現
と
は
そ
れ
を
言
葉
に
よ
っ
て

「任
意
に
遮
蔽
」
し
た
陰
揚
の
世
界

に
映
じ
る
あ
え
か
な
光
で
あ
ろ
う
。
日
本
料
理
や
蒔
絵
、
あ
る
い
は
能
楽
、

歌
舞
伎
、
文
楽
の
舞
台
芸
術
や
女
体
に
し
て
も
、
乏
し
い
光
線
の
薄
暗
さ
の

中
に
あ
っ
て
そ
の
美
を
発
縛
す
る
の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
照
明
の
ど
ぎ
つ

い
光
線
の
下
で
は
そ
れ
ら
の
美
観
は
飛
び
散
っ
て
し
ま
う
。
美
は
物
体
そ
の

も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
物
体
と
物
体
と

の
作
り
出
す
陰
揚
の
あ
や
」

-

1

関
係
性
の
中
に
あ
る
の
だ
と
い
う
が
、
言
語
表
現
の
可
能
性
に
つ
い
て

も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

ま
た
陰
問
調
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
視
覚
の
問
題
と
結
び
つ

き
、
こ
の
時
期
の
谷
崎
文
学
に

「盲
目
物
語
」
「
春
琴
抄
」
「
聞
書
抄
」
と
盲

人
の
世
界
に
題
材
を
と
っ
た
作
品
が
多
い
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

M
-

7

ク
ル
|
ハ
ン
は
、
活
字
印
刷
術
の
発
明
に
よ
っ
て
人
聞
の
五
感
か
ら
視
覚

の
み
が
切
り
離
さ
れ
、
聴
覚
や
触
覚
な
ど
の
他
の
感
覚
機
能
と
の
ハ
ラ
ン
ス

が
接
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
力
説
す
る
が
(
「
グ

l
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河

系
」
)
、
小
説
と
は
本
来
的
に
書
物
に
依
存
し
、
活
字
印
刷
術
を
ま
っ
て
そ
の

普
及
が
は
じ
め
て
可
能
と
な

っ
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。
現
実
の
再

現
を
も
と
め
て
描
写
と
会
話
に
よ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
極
限
ま
で
追
求
し
て
き

た
近
代
小
説
は
、
本
来
自
に
見
え
る
は
ず
の
な
い
人
聞
の
内
面
、
心
理
と
い

っ
た
も
の
ま
で
視
覚
化
し
、
あ
た
か
も
手
に
取
っ
て
見
え
る
か
の
よ
う
に
し

4

』。
J'' 

が
、
視
覚
は
見
る
者
に
全
体
的
な
パ

|
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
を
も
た
ら
す
代
わ

り
に
、
外
界
を
接
触
不
可
能
な
も
の
と
し
、
必
然
的
に
人
間
を
孤
独
な
覗
き

魔
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
十
世
紀
の
機
械
文
明
が
生
み
だ
し
た
映
像
に
よ

る
視
覚
化
は
、
活
字
以
上
の
圧
倒
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ

を
襲
い
、
最
早
映
像
と
現
実
と
が
反
転
し
、
こ
の
現
実
世
界
が
映
像
世
界
の

シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も

な
い
だ
ろ
う
。
湾
岸
戦
争
の
時
に
空
爆
に
参
加
し
た
パ
イ
ロ

Y

卜
た
ち
が
、

あ
た
か
も
映
画
を
見
て
い
る
よ
う
だ
つ
た
と
か
、
ま
る
で
T
V
ゲ

l
ム
を
し

て
い
る
よ
う
だ
つ
た
と
証
言
し
て
い
た
こ
と
は
い
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
が
、

わ
れ
わ
れ
の
体
験
か
ら
は
こ
と
ご
と
く
現
実
観
が
喪
失
し
て
し
ま
い
、
何
か

51 



重
要
な
も
の
が
決
定
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
谷
崎
は
「
わ
ら
ん
じ
ゃ
」
に
お
け
る
日
本
料
理
に
つ
い
て
、

「
私
は
、
吸
ひ
物
椀
を
手
に
持
っ
た
時
の
、
掌
が
受
け
る
汁
の
重
み
の
感
覚

と
、
生
あ
た
ふ
か
い
混
味
と
を
何
よ
り
も
好
む
。
そ
れ
は
生
れ
た
て
の
赤
ん

坊
の
ぶ
よ
/
¥
し
た
肉
体
を
支
へ
た
や
う
な
感
・
し
で
も
あ
る
」
と
か
、
「
そ

こ
か
ら
湯
気
が
立
ち
昇
り
つ
L

あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
湯
気
が
運
ぶ
匂
に

依
っ
て
口
に
胸
む
前
に
ぼ
ん
や
り
味
は
ひ
を
予
覚
す
る
」
と
か
、

「
私
は
、

吸
ひ
物
椀
を
前
に
し
て
、
椀
が
微
か
に
耳
の
奥
へ
必
む
や
う
に
ジ
イ
と
鳴
っ

て
ゐ
る
、
あ
の
遠
い
虫
の
音
の
や
う
な
お
と
を
聴
き
つ
ふ
此
れ
か
ら
食
べ
る

物
の
味
は
ひ
に
思
ひ
を
ひ
そ
め
る
時
、
い
つ
も
自
分
が
三
味
境
に
惹
き
入
れ

ら
れ
る
の
を
覚
え
る
」
と
か
、
視
覚
ば
か
り
か
、
触
覚
、
臭
覚
、
聴
覚
、
味

覚
な
と
人
聞
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
ア
ル
動
員
し
て
錨
く
。

視
覚
偏
重
の

文
化
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
失
い
つ
つ
あ
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の

よ
う
な
身
体
感
覚
な
の
で
あ
る
。
「
陰
臨
調
礼
讃
」
は
単
な
る
過
去
の
美
意
識

や
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
へ
の
郷
愁
を
語
る
も
の
で
な
く
、
薄
暗
が
り
の
中
に
、

と
り
も
な
お
さ
ず
こ
う
し
た
直
接
的
な
身
体
経
験
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
つ
て
誰
も
が
も
っ
て
い
た
共
感
覚
的
世
界
を
回
復
せ
ん
と
す
る
試
み

な
の
で
あ
る
。

中
野
孝
次
は
「
『陰
臨
調
礼
讃
』
が
一
見
お
の
が
個
人
的
な
趣
味
・
好
み
に

固
執
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
だ
け
に
と
ん
な
理

論
よ
り
も
し
ぶ
と
く
、
東
洋
人
的
感
性
の
自
己
主
張
に
な
っ
て
い
る
」
と
指

摘
し
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
「
中
世
の
秋
」
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
こ

れ
が
「
現
代
文
明
社
会
そ

の
も
の
へ
の
根
本
的
な
批
判
」

と
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
た
と
え
ば
「
陰
騎
礼
讃
」

の
次
の
よ
う
な
一
節
は
、
そ
う
し
た
中
野

の
主
張
を
充
分
に
肯
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
も
し
東
洋
と
西
洋
と
は
全

然
別
個
の
、
独
自
の
科
学
文
明
が
発
達
し
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
わ
れ

/
¥
の
社
会
の
有
様
が
今
日
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
、

と
云
ふ
こ
と
を
常
に
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
も
し
わ
れ

/
¥
が
わ
れ
/
¥
独
自
の
物
理
学
を
有
し
、
化
学
を
有
し
て
ゐ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
に
基
づ
く
技
術
や
工
業
も
亦
自
ら
別
様
の
発
展
を
遂
げ
、
日
用
百
般
の

機
械
で
も
、
薬
品
で
も
、
工
芸
品
で
も
、
も
っ
と
わ
れ
/
¥
の
国
民
性
に
合

致
す
る
や
う
な
物
が
生
ま
れ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
い
や
、
恐
ら

く
は
物
理
学
そ
の
も
の
、

化
学
そ
の
も
の
L

原
理
さ
へ
も
、
西
洋
人
の
見
方

と
は
違
っ
た
見
方
を
し
、
光
線
と
か
、
電
気
と
か
、
原
子
と
か
の
本
質
や
性

能
に
つ
い
て
も
、
今
わ
れ
/
¥
が
教
え
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
と
は
、
異

っ
た
姿
を
箆
呈
し
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
と
恩
わ
れ
る
」
。
現
在
西
洋
医
学

の
欠
陥
を
補
う
も
の
と
し
て
東
洋
医
学
が
見
直
さ
れ
、
一
部
の
現
代
物
理
学

者
が
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
抜
け
で
る
出
口
を
東
洋
思
想
に
求
め
よ
う
と
し
て

い
る
動
き
な
ど
を
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
発
想
も
必
ず
し
も
と
っ
ぴ
な
、
荒
唐

無
稽
で
な
い
こ
と
を
貌
わ
せ
る
。
今
日
、
「
陰
臨
調
礼
讃
」
を
読
む
と
い
う
こ

と
は
、
ま
さ
に
西
洋
化
と
い
う
名
の
近
代
文
明
の
至
り
つ
い
た
地
点
を
見
極

め
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
文
明
が
何
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
を
確
認
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。

「
ま
あ
と
う
云
ふ
工
合
に
な
る
か
、
試
し
に
電

灯
を
消
し
て
み
る
こ
と
だ
」
。
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