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秋

成

の

「
私
」
の

説

に

つ

い

て

飯

倉

洋

一

は

じ

め

に

本
稿

は
上
田
秋
成

の

「
私
」

の
説
に

つ
い
て
考
察

・
検
討
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
秋
成

に
お
け
る

「
私
」

の
概
念

は
、
秋
成

の
思
想
を
考
え
る
上
で

き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
秋
成

が

「私
」

の
否
定

を

主
張
し
た

こ
と
は
、
従
来

の
論
者

一
致
し

て
認
め
る
と
こ
ろ
だ
が
、

「
私
」
を

否
定
す
る
以
上
、
秋
成

に
は
そ

の
根
拠
と
な
る

べ
き
思
想
的
基
盤
、
換
言
す
れ

ば

「
公
」
に
相
当
す

る
も

の
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
私
」

の
説
の
検
討

を
契
機
と
し

て
、
そ
こ
か
ら
彼

の
思
想
の
核
心

に
あ
る
も
の
を
探

り
当
て
る

こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿

に
お
い
て
は
、
紙
幅

の
都

合
上
、

さ
し
あ
た
り
秋
成
に
お
け
る

「
私
」

の
概
念
と
そ
の
内

実
を
「公
」

と

の
関
わ
り
を
通
し

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
き
、

そ
こ
か
ら
発
展

し
て
論
ず

べ
き

後

の
思
想
的
基
盤

そ
の
も
の
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
考
察
は
、

別

の
機
会
を
侯
ち
た

い
と
思
う
。

秋
成

が
人
間
の
私
心
や
私
智

を
世

に
種

々
の
弊
害

を
生
ぜ
し
む
る
元

凶
と
考

え
、

「
私
」

を
否
定
し

て
い
た
こ
と

は
、
彼

の
著
作

に

つ
け
ば
明
白
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

そ
の

一
方

で
、

秋
成

は

「
私
」
を
肯
定
す

る
か

の
如
き
発

言
を
し

て
い
る
。
そ
れ
は
彼

の
仮
名

遣
否
定
論
を
め
ぐ
る
村

田
春
海
と

の
や
り
と
り
を

収
め
た

「
胆
大
小
心
録
』
四

・
五
の
記
事
に
み
え
る
。

こ
の

「
私
」

の
肯
定

の

言
説
か
ら
、

秋
成

の
〈
個
我

を
容
認
せ
ん
と
す
る
意
識
〉
を
ひ
き
出

そ
う
と
す

る
見
方
が
中
村
博
保
氏
等
に
あ
る
。
例
え
ば
中
村
氏

は
、
秋
成

の
中

に
は

「
私
」

を
否
定
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う
近
世
的
な
信
念
体
系
が
あ

っ
た
と
同
時

に
、

注
2

逆
に
積
極
的

に
個
我
を
主
張
せ
ん
と
す
る
意
識
も
あ

っ
た
と
説
か
れ
る
。

こ
の

よ
う
な
見
解
の
背
後

に
は
、

近
世
と

い
う
時
代
の
制
約
を
多
分
に
受

け
な
が
ら

も
、

な
お
近
代
人
的
な
思
惟
様
式
を
持
ち
、
自
我

に
目
覚
め
て

い
た
と

い
う
が

如
き
秋
成
観

が
あ

る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
否
定
的
に
用

い

ら

れ

た

「
私
」
の
概
念
を
十
分
吟
味
し
た
上

で

『
胆
大
小

心
録
』

の
記
事

を
再
考
す
れ

ば
、
筆
者

に
は
、
秋
成
が
〈
個
我

を
容
認
し
、
主

張
せ

ん
と
す
る
〉
意
味
に
お
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い
て

「
私
」
と

い
う
言
葉
を
用

い
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
従

っ
て
、

そ
こ
に
近

代

性
を
見

い
出
す

こ
と
も
で
き
な

い
。
そ

の
具
体
的
な
分
析
は
後
述
す

る
こ
と

に
す
る
が
、

さ
し
あ
た

っ
て
重
要
な
の
は
、
従
来
、
当
時

の
意
識
と
し

て
は
あ

ま
り

に
も
当
然

す
ぎ

る
が
故

に
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
こ
と

の
な
か

っ
た
、
秋
成

の
否
定
的
概
念
と
し

て
の

「
私
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

秋
成
が
否
定
的
概
念
と
し
て
明

い
た

「
私
」
は
便
宜

上
二

つ
に
大
別
し
て
考

え

る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
に
政
治

倫
理
上

の
問
題
と
し

て

の

「
私

」
で

あ

り
、
第

二
に
学
問
上
の
問

題
と
し

て
の

「
私
」

で
あ
る
。
政
治
倫
理
上
の
問

題

と
し

て
の

「
私
」
と
は
、
例
え
ば

「
王
臣
時
を
う
か
が
ひ
、
世
乱

る
ゝ
は
、
君

の
上
に
聖
仏
あ
り
と
民
思
ひ
て
、
上
を
あ
な
ど
り
、お

の
く

私
意
を
か
ま
ふ
」

(茶
痕
酔
言
。
但
し
傍
点

筆
者
。
以
下
引
用
文

の
傍
点
は
す

べ
て
筆
者

の
付
し

た
も
の
で
あ

る
。
)
と
か
、

「
崩
御

の
後
蝦
夷
が
私
し

て
後
宮

宝
の
皇
后
を
御

位

に
登
し
奉

る
」

(史
論
)
等

に
い
う

「
私
」

で
あ

る
。

こ
れ
は

「
天
下
を
と

つ
て
代

る
」

(胆
大
小
心
録
書

お
き

の
事

)
に
代
表
さ
れ
る
政
治

の
私
物
化
を

意
味
し
て
お
り
、

こ
の
場
合
、
前
提
さ
れ
て

い
る

「
公
」
に
相
当

す

る

も

の

は
、
不
可
侵
な
る

「
天
下
」

で
あ

る
。
次
に
、
学
問
上

の
問
題
と
し

て
の
「
私
」

と

は
、
簡
単

に
言
え
ば
、
文
献
解
釈
上

の
恣
意
的
な
は
か
ら

い
を
意
味
す
る
。

こ
の
場
合
、
政
治
倫
理
上
の

「
私
」
と
は
違

っ
て
、
何
が

「
公
」
に
相
当
す
る

も

の
と
し
て
前
提
さ
れ

て
い
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
は
じ
め

に
断
わ

っ
た
よ
う
に
、

こ
の
区
別
は
便
宜
的
な
も

の
で
あ

っ
て
、

「
私
」
を
為
す
時
、

そ
こ
に
悪
し
き
人
智
が
は
た
ら
く
と

い
う
こ
と
は

両
者

に

共
通
し
て

言
え
よ

う
。
筆
者

は
以
下

に
お

い
て
、
主

と
し

て
学
問
上

の
「
私
」
の
説
を
考
察
、
検
討

し

て
い
く

こ
と
に
よ
り
、

秋
成

の
思
想
の

核
心

へ
の
接
近
を

試
み
た

い
と
思

う
。

二

秋
成

は
自
ら

の
学
問
の
対
象

に
古
典
を
選
ん
だ
。
そ

こ
で
、
ま
ず
、
古
書

を

読
む
に
あ

た

っ
て
の
基
本
的
姿
勢
が
表
明
さ
れ
て
い
る
文
章

に
よ
り
、
秋
成

の

否
定
し
た

「
私
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。
秋

成
は

『史

論
』

に
、

陶
渕
明
云
ふ
、
書
を
読
み
て
し

ひ
て
解
き
得
ん
事
、
吾
は
求

め
ず
、
義
皇

一
画
を
引
き
し
始

に
解
説
あ
ら
ず
、
文
王
、

周
公
是
を
演

べ
て
交
象
を
な

し
、
孔
子
是

に
辞
を
繋
け
て
致
ら
し
む
に
倣
ひ
、
書
典

こ
と
ぐ

解
を

つ

 と
む
と
て
、

私
を
加

へ
い
に
し

へ
の
伝

へ
有
る
が
如
く

に
云
ふ
は
、

な
べ

て
さ
か
し
き
人

の
心
な
り
。
其
大
意
を
会
し
て
詳
な

る
事
を
索
め
ざ

れ
と

そ
、
弦
無
き
琴
を
か

い
さ
ぐ
り
て
趣
を
知
ら
れ
し
と
云
も
是
な
り

と
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
陶
渕
明
の
読
書

の
態
度
に
倣

っ
て
、
書

を
解
く

に

は
大
凡

の
意
味
を
把
え
れ
ば

そ
れ
で
十
分
だ
と
し
、

そ
れ
以
上

の
詮
索
解

釈
を

「
さ
か
し
き
人
」
の

「
私
」
と
し
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、

同

じ

く

『史
論
』
に

雨
伯
陽
茶

話
に
云

ふ
、

神
代

一
巻
不
レ
可
三
以
不
二
尊
重

一
、
然
遼
澗
奥
噸

弗

レ
究
而
可
也
、
人
欲

レ
求

二
其
的
確

一、
可

レ
謂
二
無
識

一　
、

完
に
知
ら

る
ま
じ
き
を
あ
な
ぐ
り
求
む
る
は
愚
学
也
。
其
人
必
ず
私
を
専
ら
と
し
て

古
伝
と
唱

ふ
る
を
、
前

に
う
ち
か
し

こ
み
て
聴
く
雅
き
人

こ
そ
あ
れ
、
あ

ま
ね
く
是
を
う
な
つ
か

ん
や
は
。

と
、
雨
森
芳
洲

の
言
説
に
同
意
し
神
代
不

可
知
論
を
唱
え
て
い
る
。

こ
の
説
を

知

っ
た
時
、
彼

は

「
是
は
き

こ
え
た
」
と
大

い
に
納
得
、
共
ハ鳴
し
、

「
し
ら
ぬ

事

に
私
は
く
は
え
ぬ
」

こ
と
に
し
た
と

い
う

(胆
大
小
心
録
五
)
。

「
し
ら
ぬ

こ
と
」
を
強

い
て
解

こ
う
と
す
る
と

「
私
に
煩
ふ
」

こ
と
に
な
る
の
は
、
万
葉
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集

の
歌

の
解
釈
に
お

い
て
も
言
え
る
。

此
集
を
よ
む
人
た
ゞ
　

一
歌
ひ
と
言
を
も
解
き
え
ん
と
て
は
、
是
は
此

字

の
誰
り
な
り
な
ど
、
お

の
が
私
ご

ゝ
う
に
力
を
入
れ
て
補

ひ
わ
ざ
す
る

を
さ

て
見

れ
ば
、
詞

の
す
ぢ
や
う
く

に
聞
え
た
る
の
み
に
、
よ
き
歌
に

改
ま
る
に
も
あ
ら
ず
、
多
く
は
鶏
肋

と
か

の
例

に
て
、
味
も
無
き
者
を
我

読

み
得
た
り
と
誇

り
た
る
は
、
世

の
し
れ
人
と
云
ふ
類
に
こ
そ

(史
論
)

彼
の
万
葉
注
釈
書

「金
砂
』
八
に
も

「解
き
わ
づ
ら
へ
ば
私
を
矯

、
才
学
の

人

の
煩
ひ
也
」
と
み
え
、

あ
く
ま

で

「
私
」
の
弊
を
説

い
て
い
る
。
以
上

の
諸

説
に
よ
り
、
学
問
上
の

「
私
」

の
否
定

の
意
味

す
る
と

こ
ろ
が
大
凡

明
ら
か
に

な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、

「
私
」
を
為

す
の
が

「
才
学
の
人
」

で
あ
る

と

い
う

こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

「
才
」
と

「
智
」

に
関
し
て
秋
成

は
、

「
才
は
花
な
れ
ば
も
ろ
く
ち
り
、
実

は
智
に
て
利

益
あ
る
か
ら
、
人
を
損
害
す
る
な
り
。
西
土

に
て
も
智
者

と
云

は

必
悪
臣
な
り
。
」

(胆
大
小
心
録

一
五
七
)
と
述

べ
、

又

「
智
者
才
子
ほ
ど
わ

た
く
し
多
し
」

(異
本
胆
大
小
心
録
)
と
言
う
如
く
、
決
し

て
い
い
意
味
で
は

把
え
て
い
な

い
。

確
か

に

「
才

の
清
、
智

の
濁
」

(茶
痕
酔

言
)
と

い
う
表
現

に
典
型
的
な
よ
う
に
、

「才
」
を
好
み

「智
」
を
嫌

っ
て

い
た
と

い
う
面
は
あ

る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ

「
才
智
」
が
世

に
弊
害
を
与
え
る
と

い
う
認
識

が
あ

っ
た

こ
と
は
、

「中
古
以
来
文
才
進
み
、
智
略
瞼
き
は
即
国
家
美
を
倍
す

の
弊
な
り
」

(安
安
言
)
と
述

べ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
秋
成

の
学
問
観

を
示
す
代
表
的
な
見
解

は

『
神
代
が
た
り
』

に

み
え
る
。

す

べ
て
学
文
と

い
ふ
業

は

い
つ
く

の
国

に
て
も
精
細

に
あ
ら
ぬ
は
自
然

の

理
也
。
よ
く
行
く

べ
き
に
あ
ら
ず
。
行
き
合
す
は
人
の
智

の
工
な
リ

右

の
学
問
観
か
ら
、
秋
成

の
否
定
し
た

「
私
」

の
概
念
を
考
え

て

み

よ

う
。

「
私
」
と
は

「
才
学

の
人
」

の
な
す
さ
か
し
ら
と
し
て
規
定

さ

れ

た
。

し

か

し
、

そ
れ
が
な
に
ゆ
え
に
否
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か

っ
た
の
か
と

い
う

こ
と
の

論
理
的
説
明
は
付

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

も
し

「
自
然

の
理
」
な
る

思
想
的
根
拠
が
大
前
提
と
し

て
秋
成

に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

「
私
」
と
は
、

こ

の

「
自
然

の
理
」
に
背
反
す
る
も
の
で
あ

っ
た
訳

で
あ
る
。

「
知
ら
ぬ

こ
と
」

や

「
解
き
得
ぬ

こ
と
」

が
あ

る
の
は
、

秋
成

に
と

っ
て
、

人
智

の
限
界

で
あ
る

と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

「
自
然
」
な
あ
り
方
と
言
う

べ
き

な
の
だ
。
図
式
的

に
言
え
ば
、
秋
成

の
学
問

に
お
け
る

「公
」
対

「
私
」
は
、

「
自
然
」
対

「
人

智
」
と

い
う
関
係

に
置
き
換
え
ら
れ
よ
う
。

三

 

次
に
、

こ
れ
ま

で
考
察
し
て
き
た

「
自
然
」
に
背
反
す
る

「
私
」

の
否
定
と

い
う
秋
成

の
基
本
的
命
題
が
、
彼

の
諸
学
説
に
お

い
て
、
具
体
的

に
ど

の
よ
う

に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て

い
く
と
と
も
に
、

さ
し
あ
た
り

「
才
学

の
人
」

の
さ
か
し
ら
と
規
定
さ
れ
た

「
私
」

の
概
念
に

つ
い
て
も
更
な
る
分
析

を
試
み

て
い
き
た

い
と
思
う
。

ま
ず
、
本
居
宜
長

と
の
国
語
音
韻
論
争
を
取
り
あ
げ

て
み
よ
う
。
論

争
の
全

容
は

「
呵
刈
葭
』
前
篇

に
あ
た
る

「
上
田
秋
成
論
難
同
弁
」

に
よ

っ
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
論
争
の
成
立
経
緯
、
内
容
、
今
日
的
意

義
等

に

つ
い
て
は
諸
先

学

の
研
究

に
譲
り
、

こ
こ
で
は
音
韻
論
争
そ
の
も

の
よ
り
、

そ
の
背
景
に
あ
る

秋
成

の
思
惟
構
造
に
照
明
を
あ

て
て
ゆ
き
た

い
。

「
上
田
秋
成
論
難
同
弁
」

は

全
十
六
条
か
ら
成

る
。
論

争
は
上
代
に
お
け
る

「
ん
」
音
の
存
在

の
有
無
、
半

濁
龍
置
不

正
等
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
が
、

そ
の
口
火
は
第

二
条
か
ら
切
ら
れ

る
。
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函

古

の
人
の
言
語
に
ん

の
音
な
し

と
い
ふ
は
、

私
の
甚
し
き
物

也
。
神

風

を
加
牟
加
是
と
読

へ
し
と
教

へ
む
に
云

々

う宣

私

の
甚
し
き
と

は
何
事
そ
や
、
古

の
例
証
に
も
よ
ら
ず
、
理
も
な
き
事

を
、
己
か
ま

ゝ
に
定
め

て
い
は
む
こ
そ
私
な
ら
め

(下
略
)

両
者
が
論
争

の
発
端

に
お
い
て
、
相
互

に
相
手

の
説
を

「
私
」
と

い
う
同
じ
言

葉

で
批
判
し
て

い
る
の
は
暗
示
的

で
、
逆

に
両
者

の
拠

っ
て
立

つ
思
想
的
基
盤

の
相
違
を

そ
こ
に
窺

う
こ
と
が

で
き
る
。

そ
れ
が
明
瞭

に
顕
わ
れ
て
い
る
例
と

し

て
第
八
条
の
や
り
と

り
を
挙
げ
て
み
る
。
秋
成
が

所
詮
書

に
依

り
て
眼
は
千
歳
を
わ
た
れ
共
、
耳
は
是
に
従
ふ
こ
と
あ
た
は

す
、
さ
る
を
書

に
依

て
説
を
立
、
文
字

ひ
と

つ
く

の
正
し
く
、
御
国

の

言

に
あ
た
れ
る
や
否
や
を
し
ら
す
、
字

の
み
に
付

て
自
然

の
音
を
不
正
と

し
も

い
ふ
は
如
可
、
彼
悉
曇
家
に
は
う
と
む
と

の
中
間
に
ん
の
句
あ
る
を

不
正
と
は
い
は
ざ
る
由
也
、

由
て
思
ふ
に
、
言
霊

の
う

へ
の
事
は

口
舌
に

随
ひ
て
定
む

べ
し
、

口
舌

に
随
ひ
て
定

む
る
を
私
意
臆
説
な
と
云
は
、
返

て
漢
土
魂

の
字
学
者
と
か

い
ふ

へ
き
も
の
ぞ
、
音
声

の
委
し
き

は
悉
曇
家

に
過
た
る
は
な
し
、
彼
を
以

て
漢
土
又
御
国

の
音
句
を
説
ん
も
悉
く
に
は

当
る

へ
か
ら
す
、
其
悉
ク
に
あ
た
ら
ぬ
か
自
然

に
こ
そ
あ
ら
め

と
主
張
す
る
の
に
対
し

て
、
宣
長
は

さ
て
難
者

の
、書

に
よ
り

て
眼
は
千
歳

に
わ
た
れ
共

、
耳
は
是

に
従
ふ

こ
と

あ
た
は
ず
と

い

へ
る
、
ま

こ
と
に
耳
は
千
歳

の
上
に
わ
た
り
て
上
古

の
音

(
マ
マ
)

を
聞

こ
と
あ
た
は
す
と

い

へ
と
も
、
幸

に
仮
字
と

い
ふ
物
有
あ
れ
ば
、

眼

を
以
て
是
を
得

べ
し
、
抑
眼
の
得

る
所

は
耳

の
聞
所

に
及
は

す

と

い

へ

共

、
上
古

の
音
今
耳
に
聞

べ
き
由
な
け
れ
ば
、
仮
字

に
よ
り

て
得
る
よ
り

外

の
術

な
し

(中
略
)
然

る
に
今
難
者
仮
字

を
信
せ
ず
し

て
、

た

ゝ
己
か

口
舌
を
以

て
上
古

の
音
を
定

め
む
と
す
る
は
私
の
甚
し
き
物
な
り

と
論
駁
、
秋
成

の
発
想
を
頭
か
ら
否
定
し

て
い
る
。
確
か
に
、
国

語
学
的
見
地

か
ら
言
え
ば
、
秋
成

の
説

は
論
ず
る
に
足
る
も

の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
「
私
」

の
否
定

の
根
拠
た
る

「
公
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題

に
な
る
と
、
右

の
条

の
や

り
と
り
が
示
唆
す

る
と

こ
ろ
は
大

き

い
。
音
韻

に
つ
い
て
考

え
る
と
き
、
秋
成

は
〈
実
際
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
発
音
V
か
ら
出
発
し
、
宣
長

は
〈
文
献
に
あ

ら
わ
れ
た
文
字

(仮
字
)
〉
か
ら
出
発
す
る
。
秋
成

の
経
験

に
即
し
た
素
朴
な

発
想
は
、
音
韻
変

遷
の
事
実
を

無
視
し
た
も

の
と
批
判

さ
れ
て
も
仕

方

が

な

い
。
し
か
し
、
筆
者

は
、
先
に
見

た
秋
成

の
学
問
観
が

こ
こ
に
如
実

に
反
映
し

て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た

い
。
秋
成

に
と

っ
て
こ
の
音
韻
論
争
は
、
根
本

の
と

こ
ろ
で

「
私
」
と

い
う
問

題
に
大
き
く
関

わ

っ
て
い
る
。
宣
長

が
文
献
主
義
を

規
範
意
識

(公

)
に
、
秋
成

の
説
を

「
私
」
と
し

て
排
斥
し

た
の
に
対
し
、

秋

成

の
宣
長
批
判
は
何

を
根
拠
と
し

て
い
る
の
か
。
傍
点
を
付
し

た
部
分

に
注

目

す
れ
ば
、

そ
れ
は
や
は
り

「
自
然
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
秋
成

の
考
え
た
と
こ

ろ
の

「
自
然
」
な
言
語
現
象
と

い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

例
え
ば

「
ん
」
音

に

つ
い
て
、

○
御
国
の
単

に
出

る
言

に
は
、
ん
の
音
有

へ
き

に
あ
ら
す
と
い
は
む

に
、
御

国
に
も
上
よ
り

の
連
声
に
随
ひ
て
、
自
然

に
ん

の
音
あ

る
を
其

に
然
る

べ

き
字
を
仮
わ
づ
ら
ひ

て
、
牟
爾
毛
等

の
音

の
方
弗
た
る
を

用
ひ
て
、
其
唱

る
に
は
活
用
し

て
詠
嘆

せ
し
な
ら
む
と
は
、
ひ
た
す
ら

に
思
は
る

、
也
、

(第

二
条
)

○
さ
る
を

一
字

に
て
は

一
定

の
字

な
き
故

に
、
武
牟
舞
等

の
音
を
仮
て
、
其

活
用
に
は
上
よ
り
の
連
声
に
て
自
然

の
開

口
に
随
ひ
、
む
共
ん
共
呼

べ
き

也
。

そ
れ
を
悉
ク
に
か

と
の
み
唱

へ
む
に
は
、
開

口
の
妙
用
、

文
字
の
た

め
に
活
動
す
る

こ
と
あ
た
は
す

(
第
三
条
)

等

の
言
述
が
み
え
る
。
秋
成
は

「
ん
」
が
人
間

の
発
す
る
ご
く
自
然
な
音
と
し
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て
上
代

に
も
存
在
し
た
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

半
濁
音

に
つ
い
て
は
、

そ
の
正
不
正
が
議
論
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、

一
層
注

目
さ
れ
る
。
先
引
し
た
如
く
、
秋
成
は

「
字
の
み
に
付

て
自
然
の
音
を
不
正
と

し
も

い
ふ
は
如
何
」

(第

八
条
)
と
述

べ
て

い
る
。
宣
長
が

「皇
国

の
音
声
言

語
の
万
国

に
す
く
れ
て
正
し
き
」

(第
十
四
条
)
と
断
言
し
、
皇
国
清
音
絶
対

主
義
を
唱
え
る
の
に
決
し

て
賛
同
し
え
な
か

っ
た
。
清

音
で
あ
れ

濁

音

で

あ

れ
、
発
音
さ
れ
た
音
は

「自
然

の
音
」
で
あ
り
、

こ
れ

に
正
不
正
を
持
ち

こ
ん

で
論
じ
よ
う
と
す
る
宣
長

の
規
範
意
識

こ
そ
、
秋
成

に
と

っ
て
は

「自
然
」

に

背

反
す

る

「
私
」
に
他

な
ら
な
か

っ
た
。

○

一
大
世

界
九
臓

の
如
く
区
別
分

置
し
た
る
物
な
れ
ば
、

一
旦
他
国
を
掠
略

得
た
り
と
も
、
終

に
吾
有
に
非
れ
ば
、
亦
離
れ
て
自
然

の
分
置

に
復
る

べ

し

(安
安

言
)

○
海
を
さ
か

い
、
山
を

へ
だ

て
、
衣
服
、
食
味
、
言
語
す

べ
て
分
別
也
。

こ

れ
を
し
た
が

へ
り
と
も
不
朽

の
事

と
も

思
は
れ
ず

(胆
大
小
心
録
)

と

い
う
如
く
国
の
存
在
を
相
対
的
に
認
識
し

て
い
た
秋
成
に
と

っ
て
、
自
国

の

発
音

の
み
を
正
し

い
と
す

る
主
張
は
到
底
容
認
し

え
ぬ

「
私
」
で
あ

っ
た
。

「
才
学

の
人
」

の
さ
か
し
ら
で
あ
る

「
私
」

の
最
も
忌
む
べ
き
様
相
は
、

こ

の
よ
う
に

「自
然

の
理
」
に
対

す
る

「
人
為

の
理
」
と
し

て
あ
ら
わ
れ

る
。
秋

成

の

「
私
」
の
否
定
と

は
、
究
極
的
な
意
味

に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
人
為
的

規
範

の
否
定

で
あ

っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

四

「
自
然
」

に
背
反
す
る

「
私
」
=
人
為
的
規
範
の
否
定

は
、
秋
成

の
国

語
学

的
著
作

『
霊
語
通
』
仮
字
篇
に
お
い
て

一
層
明
瞭

な
形

で
あ
ら
わ
れ
て
く

る
。

秋
成

は

こ
の
著
作

に
お

い
て

「契
沖

の
説

に
も
又
定
家
仮
名
遣

に
も
拘
は
る
べ

注
8

か
ら
ず

と
す
る

一
種

の
仮
名
遣
否
定
論
」
を
展
開
す
る
の
だ
が
、

そ
の
学

説
の

基

調
は
要
す

る
に

「法

則
」
11

「
私
」
と

い
う
主
張
で
あ

る
。
そ
の
学

説
の
内

注
10

容
は

「
言
語
文
字

の
研
究
の

一
つ
た
る
帰
納
法

を
無
視
し
た
も

の
」

と
評
さ
れ

て
致
仕
方

な
く
、
同
時

代
に
お
い
て
さ
え
ほ
と
ん
ど

顧
み
ら
れ
な
か

っ
た
が
、

そ
れ
だ
け
に
秋
成
学
問

の
性
格
を
解
明
す
る
重
要
な
鍵
を
隠
し
て

い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。

秋
成

は
ま
ず

「
仮
名

用
ひ
と
云
法
則
は
後

に
未

熟
者

の
私
に
立
し
者

に
て
、

御
国

の
言
語
の
妙
用
を
お
し
た
は
む
る
も

の
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」

と
結
論

づ
け

た

「或
御

説
」
を
冒
頭
に
掲
げ
、

こ
れ
に
賛

同
す
る
立
場
か
ら
論

を
進
め

て
い

く
。
す
な
わ
ち
、
「
す

べ
て
法
則
は
国

々
の
便
宜

に
つ
き

て
立
た
る
人
巧
の
私
物
」

つ
と
め

で
あ
り
、
仮
名

の
法
則
も
ま
た

「
才
識

の
士

の
力
行
た
る
」
結
果
作
ら
れ
た
も

の
だ
か
ら
、

「
古
書

の
中

に
お
き

て
大
凡
違
な
」
く
見
え
る
が

「
猶
局
外
よ
り

見

れ
ば
致
ら
ぬ
所

の
隈
々
有
」

る
。
そ
れ
は
法
則
が

「
元
来
自
然

の
事
理
に
あ

ら
ざ
」

る
か
ら

で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
言
語
現
象

に
関
す
る
様

々
な
議
論
は
所

詮

「
局
中

の
義
論
」
に
す
ぎ
ず
、

「
し
ば

ら
く
無
法
に
か

へ
り
て
、
自
然

の
妙

用
を
さ
と
」
る

べ
き
だ
と
も
主
張
す
る
。
言

語
が

「
自
然
」

の
も

の
で
あ
る
以

上
、

そ
の
中
に
規
範
を
持
ち
込
ん
だ
り
、
人
智

で
解
釈
し

つ
く

そ
う
と
す

べ
き

で
は
な

い
と

い
う
論
理

で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
法
則

の
意
義
を
め
ぐ

っ
て
秋
成
は
次
の
如
く
言
う
。

今
や
万
葉
巻

の
書
を
よ
み
て
も
、
国
語
を
学

ば
ぬ
儒
士

の
言
語
と

一
画
を

え
ひ
か
ぬ
童
僕

の
口
に
出

る
と
は
、
法
則

に
由
ず
し

て
義
も
通
じ
用
を
な

せ
る
を
思

へ
ば
、
未
熟
な
る
今
古

の
法
則
に
自
然

の
言
語

の
妙
用
を
推
拗

む
る
こ
そ
有
け
れ

こ
の
よ
う

に
法
則

の
実
際
的
効
用
を
否
定
し
な
が
ら
、
彼

は
法
則
を
完
全

に
否
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定
す
る
わ

け
で
も
な

い
。
実

は
そ
の
存
在

意
義
を
認
め

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

に
縛
ら
れ
、
自
由

の
風
を
失
う

こ
と
を
恐
れ
た
。
た
と
え
ば
、

霜

に
思

へ
ら
く
、
何
等

の
道

に
も
技
芸
に
も
、
法
則
な
く
て
は
有

べ
か
ら

ず
、
其
法
則

一
旦
成

て
後

は
、
是
に
由
を
識
者
と
す
る
か
ら
、

そ
の
識
者

は
此
法
則

の
局
中

に
在

て
論
義
す
れ
ば
、
い
か
ほ
ど
眼
識
を
博
む
る
と
も
、

自
然

の
妙
用

に
は
違
ふ

べ
し
、
学
者
力
め
て
義
論

を
ま
う
け
、

後
進
を
ま

ど
は
す
に
い
た
る
、

と
言

い
、

ま
た
、

或
人
の
山
水
を
絵
が
く
論
に
、
酪
厩
園
有
法

之
極

帰
二
於

無

法

一
と

い
へ
る

は
、

ひ
と
り
画
法

の
み
な
ら
ず
、
万
芸
皆
然
る

べ
し
、音
韻
言
語

の
学

も
、

一
旦
法
則
に
入
て
、
然
後
は
其

局
を
出

て
こ
そ
自
然

の
理
義
は
覚
る
べ
け

れ
、

且
自
然

の
妙
用
を
あ
き
ら
め
て
後

は
、
復
有
法

に
入

て
事
を
し
る
す

べ
き
は
、
人
み
な
是
を
推

い
た

ゞ
け
ば
、
お

の
つ
か
ら
言
通
は
す
る
便
宜

と
な
る
故
も
あ
れ
ば
也

と
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
則
は
そ
れ
な
り
に
必
要
だ
が
、

そ
れ
が

「
人

巧
の
私
物
」

で
あ
る
限
り
、

そ
こ
に
と
ど
ま

っ
て
い
て
は

「自
然

の
理
義
」
を

覚
る
こ
と
が

で
き
な

い
。
法
則
と

は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も

の
に
す
ぎ
ず
、
む

し
ろ
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
こ
そ
肝
要
だ
と
言
う
。

我
も
仮

に
古
則
に
依

り
て
事

は
記
せ
ど
も
、
本

は
無
法
と
心
に
置
き

て
、

さ
て
有
法

に
従
ふ
は
芸
技

の
威
儀

に
備
ふ
る
の
み
。
万
芸
す

べ
て
法
無
く

て
は
見
聞

に
耐

へ
ず
、

働
て
自
然

に
私
し
て
容
止
威
儀
を

つ
と
め
、
法
式

を
備

へ
て
、
是

に
依
る
を
事

と
す

(史
論
)

右
も
や
は
り
同
趣
旨

の
主
張
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
殊

に
注
目
す

べ
き
は
、
便
宜

的

に

「有
法

に
従

ふ
」

こ
と
が

「
自
然

に
私
」
す
る
こ
と
だ
と

い
う
明
言
で
あ

る
。
筆
者
は
こ
れ
ま

で
秋
成

に
お
け
る

「
自
然
」
対

「
私
」

の
関
係
を
分
析
的

に
論
じ
て
き
た
が
、

こ
の

「自
然

に
私
し
て
」
と

い
う

一
句
は
、
ま
さ

に
秋
成

の
意
識
の
中

に

「
自
然
」
対

「
私
」

の
対

立
が
確
在
し

て
い
る
こ
と
を

明
白

に

示
し
て

い
る
。

規
範
否
定
の
論
理

は
、
歌
論
に
お
け
る
式
目
批
判
に
も
貫
か
れ

て
い
る
。
秋

成

は
上
古

の
歌
を
、

そ
の
か
み
は
人

の
心
す
な
ほ
に
て
、
云
出

る
言
も
あ
か
ら
さ
ま
に
心
ま
め

ま
め
く

し
く
、

姿
し
ら
べ
も
ゆ
た
け
く
て
、
男
は
ま
す
ら
雄
だ
ち
、
を

み
な
も
を
と
め
さ
び
し
て
、
後

の
世

の
こ
ま
や
か

に
さ
か
し
き
手

ぶ
り
に

は
た
が

へ
り
き

(金
砂

一
)

と
讃
美
し
た
。
そ
の
よ
う
な
歌
を
詠

む
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
古
人
が

「万

の

物
天

つ
ち
の
お
の
つ
か
ら
に

つ
き
て
詠
」

(金
砂

一
)
ず

る
か
ら
、

換
言
す
れ

ば
自
然

の
ま
ま
に
歌
う
か
ら

で
あ
る
。
し
か
る
に
、

後
世
、
技
巧
を
知
る
と
と

も

に
歌
は

「
さ
か
し
き
手

ぶ
り
」
に
な
る
。
さ
ら
に
季
感
季
語
等
を
定
め
て
法

則
に
縛
る
結
果
、
自
由
さ
を
失

い
、
ま
こ

こ
ろ
の
な

い
歌

に
な

っ
て
し
ま
う
と

も
言

っ
て
い
る
。

一
と
せ
を
四
段

に
切
た
ち
、
又
十
二
月

に
き
ざ
み
な
し

つ
つ
、
其
境

こ
え

さ
せ
じ
と
、
関

の
戸
さ
し
か
た
め
た
ら
ん
は
、

い
と
も
心
せ
ば
く
、
天

つ

ち

に
も
た
が

へ
る
さ
か
し
わ
ざ
な
り
け
り
。
天

に
も
道

あ
り
て
、

四
の
時

々
の
寒
暑
温
涼

の
う

つ
り
ゆ
く
、
是
に
育
て
ら
れ
お
ひ
た

つ
物

の
、
お

の

れ
　

は
さ
る
法
に
や
繋

が
れ
お
ら
ん
、
文
書
歌
よ
む
人
ば
か
り
、
私
ご

ゝ
う
な
る
者
は
あ
ら
じ
か
し
と
そ
思
ふ
は
い
か

に

(
金
砂

一
)

こ
れ
ら
の
約
束

の
設
定
は

「天

つ
ち

に
も
た
が

へ
る
さ
か
し
わ
ざ
」

で
あ
り
、

才
学

の
人
の

「
私
ご

ゝ
ろ
」

で
あ

る
と

い
う
批
判
だ
が
、

「
史
論
』
に
、
更

に

敷
術
し
て
述

べ
る
。

文
か
き
歌

よ
み

て
は
、
法
無
き

い
に
し

へ
の
事
用
ひ
ま
じ
く
云
ふ
と
も
、
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物
皆

お
く
れ
さ

い
た

つ
あ

り
さ
ま
を
、今

の
う

つ
つ
に
見
ず

て
や
あ
ら
ん
、

法

は
芸
技

の
威
儀
な
れ
ば
、
道

々
に
法

な
く

て
は
あ
る

べ
か
ら
ず
と

い

へ

ど
も
、
又
其
法
に
繋

が
れ

て
居
く
づ
ま
り
た
ら
ん
、
か
た
は
ら
目

に
は

い

と
を
か
し
き
し
れ
人
と
や
あ
さ
む

べ
き
、
李
笠
翁

の
絵
を
論
ぜ
し

に
、
有

法

の
極

は
必
ず
無
法

に
帰

る
と

い
ひ
し
そ
、
心
あ
る
人

の
論
定
な

る
、
し

か
れ
ば
始
よ
り
法
な
く

て
は
、
道

々
の
し

る
べ
た
ど
く

し
け
れ
ば
、
先

づ
法
に
入
り

て
是
を
心
に
お
き

て
援
、

ふ
た
た
び
局
外
に
出

で

ゝ
こ
そ
、

万
の
わ
ざ
は
ま
あ
ー

し
か
ら
ね

長
き
を
引
用
し
た

の
は
、
李
笠

翁
の
画
伝

を
引
き
、
究
極
的
に

「無
法
」
を
よ

注

11

し
と
す
る
右

の
論
が
、
先

に
み
た
仮
名
法

則
批
判
と
全
く
同

一
の
論
理
、
文
脈

で
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

以
上
述

べ
て
き
た
と

こ
ろ
か
ら
、
さ
か
し
ら
と
し

て
の
人
為
的

規
範

こ
そ
が
、

秋
成

が
最
も
否
定
し
た
か

っ
た

「
私
」

で
あ

っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の

「
私
」

の

否
定

の
根
拠
と
し
て
、

「
自
然
」

に
し
た
が
う
と

い
う
思
想
的
基
盤
が
あ

っ
た

こ
と

が
、

ほ
ぼ
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。

五

最
後
に
、

「
胆
大
小
心
録
』
に
お
け
る

「
私
」

の
肯
定

と
い
う
問
題
を
検
討

し

て
お

こ
う
。
既
に
述

べ
た
よ
う
に
、
秋
成

の

「
私
」
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、

む
し
ろ

こ
の

「
私
」

の
肯
定
が
注

目
さ
れ
、
秋
成

の
〈
個
我
主
張

の
意
識
〉

の

根
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
秋
成

が

「
私
」

に
対

し
て
肯
定
的
発
言
を

て
い
る
の
は

『
胆
大
小
心
録
』
の

当
該

記
事

以
外

に

な
く
、

そ
の
唯

一
の
説

も
、
実

は

「
私
」

の
肯
定

と
呼
ぶ
に
は
適
し
く
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
本

文
を
掲
げ
よ
う
。

○
仮
名
つ
か
ひ
は
な
か

っ
た
事

を
書
き
あ
ら
は
し
て
魚
臣
が
木

に
ゑ
ら
せ
し

也
。
江
戸
の
春
海

の
翁
は
、

「
と
か
く

に
学
問

に
私
め
さ
る
よ
」
と
言
ひ

こ
せ
し
か
ば
、
答

へ
云
ふ
。

「
わ
た
く
し
と
は
才
能

の
別
名
也
、
発
が
舜

に
天
下
を
ゆ
づ
り
し
は
よ
き
私
也
。
蕩
が

「網

の
三
隅
を

の
ぞ
き
て
、

一

隅
を
え
ん
」
と
云

ひ
し
は
、

私
の
始
な
り
。
周
が
天
下
を
治
め
て
、
姫
氏

は
四
十
二
国
を
立

て
、
股
の
跡

は
宋

哺
国
を
立

て
し

は
、
聖
人
も
私
を
せ

ら
れ
し
也
。
此
私
が
名
目
と
な
り
て
、
奪
ふ
て
代

る
を
禅
位
と

い
ふ
よ
。

書
典
を
と
く
事

は
有
る
ま
じ
き
業
な
れ
ど
、
世
久
し
く
な
り

て
は
、

言
語

た
が
ひ
、
文
字

に
も
仮
借

転
注
な
ど
云
ひ
て
、

た
と

へ
や
ら
何

や
ら
を

い

ふ
て
と
く
事
じ
や
が
、
そ
れ
は
よ
し
、
此
便
り
に
我
が
思
は
く
を
く

は

へ

て
か
し
こ
げ
也
。
陶
渕
明
云
ふ
。

「
書
は
其

い
ふ
所

の
大
意
を
よ
み
得
た

る

に
て
、
其
蝕

は
し
れ
ぬ
事

は
其
儘
に
し
て
お
け
」
と

い
ひ
し
。
絃

の
か

け
た
ら
ぬ
琴
を
か

い
な
で

ゝ
、

「
趣
を

の
み
知

り
て
遊
び
し
」

と
云

ふ
と

同
談
也
。
此

こ
と
わ
り
よ
し
」
。

(下
略
)

(胆
大
小
心
録
四
)

○

(前
略
)
又
師
が

い
ひ
し
事

に
も
肯
ぜ
ら
れ
ぬ
事
ど
も
あ
り
て
、
本
か

へ

り

て
見

た
れ
ば
、
大
か
た
に
心
得
ら
る

ゝ
や
う
な
る
が
、
猶
し

れ
ぬ
事
は
、

陶
渕
明
の
お
し
や

つ
た
に

つ
き
さ
し
お
き
ぬ
。
或
人
云
ふ
。

「
し

い
て
し

れ
ぬ
事
を
し
ら
ん
と
す
る
は
か

へ
り
て
無
識
じ
や
」
と
そ
。
是

は
聞
え
た

と
お
も

ふ
て
、
し
ら
ぬ
事

に
私
は
く
は

へ
ぬ
也
。

(中
略
)
独
学
孤
随
と

い

へ
ど
、
其
始
は
師

の
教

へ
に

つ
き
て
、
後

々
は
独
学
で
な
け
れ
ば
と
思
ふ

よ
り
、
私
と
も

い
へ
、
何
と
も

い
へ
、
独
窓

の
も
と
に
眼
を
い
た
め

て
考

へ
て
見
れ
ば
、
ど
う
や
ら
知
れ
ぬ
事
も
六
七
分
は
し
れ

た
ぞ
。
(同
、
五
)

傍
点
を
付
し
た
部
分

が

「
私
」

の
肯
定

と
と
れ
る
発
言
で
あ

る
。

こ
れ
ら
は

春
海

の
批
判
に
対

す
る
居
直
り
的
発
言
と
も
目
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
ま
ず
確

認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
春
海

と
秋
成

の
い
う

「
私
」

の
語
義
に
相

違
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が
な

い
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
春
海
が

「
と
か
く
に
学
問

に
私
め
さ
る
よ
」
と

批
判
し
た

の
は
、
「
霊
語
通
」

に
向
け
て
だ

が
、
「
霊
語
通

」
と

は
智
者
の
「
私
」

を
排
斥
す
る

こ
と
を

一
貫
し

て
主
張
し
た
著
作
だ

っ
た
。
少
な
く
と
も
、

こ
の

場
合
、

二
人

の

「
私
」

の
語
義
は
異
な

っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ

ば

な

ら

な

い
。

こ
れ
は
、
例

の

「
呵
刈
葭
」
音
韻
論
争
と
同
じ
事
情
で
、
規
範

・
法
則
を

「公
」
と
す
る
立
場

に
拠

る
か
、
逆
に

「
私
」
と
し

て
否
定

す
る
立
場
に
立

つ

か
と

い
う
思
想
的
基
盤

の
相
違

に
還
元
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
春
海
は

前
者
、
秋
成
は
後
者

で
あ

る
。
と

こ
ろ
で
、
秋
成
は

こ
の
発
想

の
相
違
を
よ
く

知

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「
わ
た
く
し

は
才
能

の
別
名

也
」
以
下

の
彼

の
応

答

は
、
そ

の
た
め
に
あ
ら
た
め

て

「
私
」
を
定
義
し
な
お
し
て
み
せ
た
も

の
と

解
釈

で
き
る
。

「
才
能
」
と

い
う
言
葉
が
決
し

て
よ

い
意
味
で
用

い
ら
れ

て
い

な

い
こ
と
は
、
前
述

の
秋
成

の
才
智
観
か
ら
明
ら
か
だ
し
、

「天
下
を
ゆ
づ
」

る
と

い
う

「
よ
き
私
」
も
、
結
果
と
し
て
よ
か

っ
た
だ
け
の
こ
と

で
あ
り
、

そ

の
よ
う
な
私
案
自
体
は
決
し

て
肯
定
し
て

い
な
い
。
か
え

っ
て
、
聖
人

の
「
私
」

が
名
目
と
な

っ
て
禅
譲
殺
伐

の
革
命

思
想

が
生
ま
れ
た
と
言
う
。

『
胆
大
小
心

録

』
の
異
本
、

「書

お
き

の
事
」

に
は
、

「発
が
舜

に
ゆ
づ
り
、
又
萬

に
ゆ
つ

る
も

よ
い
事
な
が
ら
私
也
。
」
と
あ
り
、

や
は
り

「
私
」
自
体

は
否
定
的
概
念

で
あ

る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
以
下
に
続
く
言
述
も
、
秋
成

の

「
私
」

の
否
定

の
命

題
に
全
く
即
し
た
主

張
で
あ
る
こ
と
は
説
明
を
要
す
ま

い
。

「書

お
き

の

事
」

で
は
、

「
私
」
の
例

と
し

て
孔
子

の
儒
教
倫
理
を
挙
げ
、

「東
家

の
久
兵

衛
ど
の
も
聖
教
を
立
て
、
自
然

の
人
情

に
た
が
ふ

べ
し
」
と
述

べ
て
い
る
が
、

結

局
こ
こ
で
言
及
さ
れ

て
い
る

「
私
」
と
は
、

「自
然
」

に
背
反
す
る

「
私
」

の
否
定
と

い
う
秋
成

の
基
本
的
立
場

に
矛
盾
し
な

い
も

の
と
言
え
る
。

も

っ
と
も
秋
成

に
は
学
問
が
そ
れ
自
身

の
う
ち
に

「
私
」

(秋
成

の
語
義

に

お
け
る
)
を
内
包
し
た
も

の
で
あ
る
と

い
う
認
識
は
あ

っ
た
ろ
う
。
法
則
を
便

宜
的

に
な
ら
認
め
る
と

い
う
発
言
か
ら
も
そ
れ
は
窺

え
る
。
し
か
し
、

そ
の
認

識
を
短
絡
的

に
肯
定
と
決
め

つ
け
る
の
は
早
計
に
す
ぎ
よ
う
。

「
わ
た
く
し
と

は
才
能

の
別
名
也
」
と

い
い
、

「わ

た
く
し
せ
ぬ
人
、
智
者

に
も
才
士

に
も
な

し
」

(書
お
き

の
事
)
と

い
う
表
現
は
、

そ
の
認
識
の
表

明
で
あ
る
と
と
も

に
、

そ
れ
ゆ
え
に

「
私
」

の
排
斥
が
課
題
と
な
る
秋
成

の
立
場
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ

る
。

秋
成
は
春
海
の
用

い
た

「
私
」
と
い
う
語
を
と
ら
え
、

こ
れ
を
主
題
化

す
る

こ
と
に
よ

っ
て
学
問

の
あ
り
方
を
論
じ
、

「
私
」
と

い
う
語
を
安
易
に
用
い
た

春
海

の
批
判

の
言
を
空
虚
な
も

の
に
し
て
し
ま

っ
た
。

「
私
と
も

い

へ
、
何
と

も

い

へ
」
と

い
う
秋
成

の
言
葉
は
、

こ
れ
ま
た
決
し
て

「
私
」

の
肯
定
な
ど
で

は
な
く
、
空
虚
化
し

た
春
海

の

「
私
」
を
承
け

て
応
え
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
春
海

へ
の
反
論
と
し
て
効
果
的

で
あ

っ
た
。

な
お
、

こ
こ
で
看
過

で
き
な

い
の
は
、
秋
成
の
独
学
主
義

の
表

明

で

あ

ろ

う
。
独
学
を
標
榜
し
、

こ
れ
を

「
私
と
も

い

へ
、
何

と
も

い

へ
」
と
結
ん
で
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
〈
個
我

の
主
張
〉

な
る
説
も
当
然

予
想

さ
れ

る
。
し
か
し
、

「其
始

は
師

の
教

へ
に

つ
き

て
、
後
々
は
独
学

で
な
け
れ
ば
」
と

い
う
論
法

は
、

先

に
挙
げ
た

コ

旦
法
則

に
入

て
、
然
後

は
其
局
を
出

て
こ
そ
、
自
然

の
理
義

は
覚
る
べ
け
れ
」

(
霊
語
通
)
と

い
う
有
法
無
法

の
論
と
全
く
同

一
の
論
法
だ

と

い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
独
学
主
義
の
根
拠
と
な

っ
て

い
る
の
は
〈
個
〉
の
意

識
と

い
う
よ
り
も
、

「自
然
」
を
求

め
る
態
度
だ
と
言

っ
た
方
が
妥
当

で
は
あ

る
ま

い
か
。

以
上
の
分
析
か
ら
、

い
わ
ゆ
る

「
私
」

の
肯
定

の
説
が
〈
個
我

の
主
張
〉
を

意
味
し
て

い
る
も

の
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
実
は

「
私
」
と

い
う

語
が
肯
定
的

概
念
で
さ
え
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。
念

の
た
め
申
し
添

え
て

お
く
な
ら
ば
、
秋
成

の
小
説
観
が
、
個
性

を
尊
重
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
既
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に
先
学

に
よ

っ
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
扱

っ
て
い
る

「
私
」

の
説

は
こ

の
領

域
外

の
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
秋
成

の
小
説
観
に
お
け
る

個

性
の
尊
重

の
論
拠
を
、

『
胆
大
小
心
録
』
の
記
事

に
求
め
る

こ
と
だ
け
は
無

理
だ
と
言
え
よ
う
。

お

わ

り

に

以
上
述

べ
て
き
た

こ
と
を
ま
と
め

る
と
、

1
、
秋
成

に
お
け
る

「
私
」
は
否
定
的
概
念

で
あ
る
。

2
、

「
私
」
と
は
人
智
あ

る
い
は
人
智
に
よ
る
規
範

で
あ
る
。

3
、

「
私
」
を
否
定
す
る
根
拠

(公

)
に
あ
た

る
も

の
は

「自
然
」

で
あ
る
。

の
三
点
に
要
約
さ
れ

る
。

残
さ
れ
た
大
き
な
課

題
は
、

そ
れ

で
は
秋
成

に
お
け

る
「
自
然

」
と
は
何
か
、

ま
た

「
自
然
」

を
基
盤
と
す
る
思
想
が
、
当
時

の
い
か
な
る
思
潮
の
影
響
下

に

形
成
さ
れ
た
か
と

い
う
問

題
で
あ

る
。
既
に
真
渕
国
学
や
、
そ
れ
に
影
響
を
与

え
た
老
荘
思
想
と
の
関
連

な
ど
が
説
か
れ
て

い
る
が
、
秋
成

の
い
う

「
自
然
」

の
概
念
が

い
ま
ひ
と

つ
明
確

で
な

い
た
め
に
、
か
な
り
論
じ
に
く

い
テ
ー

マ
に

な

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
、
筆
者

の
考
え
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
秋

成

は

「
自
然
」

の
概
念
に
相
当
す

る
意
味
あ

い
で

「
あ
め

つ
ち
」
と
か
「
天
理
」

と

い
う
語
を
用

い
て

い
る
。
そ
の
使

い
方
は

一
面
か
ら
見
れ
ば
無
定
見

と
も

言

え
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
片

づ
け
ら
れ
な

い
も

の
が
あ

る
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う

に
厄
介

で
は
あ
る
が
、
放

置
で
き

な
い
根
本
的
問
題
を
考
察
し

て
い
く
う
え
で

の
、
予
備
的
段
階

に
本
稿
は
位
置
す
る
。
先
学
諸
賢

の
御
教
え
を
乞
う
。

注

1
、
番
号
は

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本
に
従

っ
た
。

2
、
中
村
博
保

「上
田
秋
成
の
思
想
と
文
体
」
一
口

(
「日
本
文
学
」
昭
37

・
3
、
8
)

3
、

こ
の
考
え
方
は
、
宋
儒
の

「天
理
の
公
、
人
欲
の
私
」
に
通
じ
る
儒
教
的
な
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

4
、
こ
の
芳
洲
の
言
説

(
「橘
窓
茶
話
」
下
)
は
、
秋
成
の
度
々
引
用
す
る
も
の
で
、
「
日
の
神
論
争
」

に
お
け
る
宣
長
批
判
の

一
論
撫
に
も
な
っ
た
。

5
、
文
献
に
私
意
を
加
え
る
の
を
戒
め
る
の
は
、
古
文
辞
学
派
等
、
当
代
の
文
献
主
義
者
に
共
遍
の
認

識
で
あ
っ
た
。た
と
え
ば
荻
生
祖
篠
は
、「書
籍
の
儘
済
し
候
而
我
意
を
少
も
雑
え
不

レ申
候
得
ぱ
古

人
の
意
は
明
に
候
」
(祖
裸
先
生
答
問
書
)
と
述

べ
る
。
し
か
し
秋
成
の
場
合
、
祖
裸
の
よ
う
に

「古

人
の
意
」
を
求
め
る
た
め
に
私
意
を
排
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「古
人
の
意
」
を
究

め
る
こ
と
自
体
に
限
界
が
あ
る
と
表
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
秋
成
の
学
問
に
迫
力
を
欠
く
原

因
と
見
ら
れ
る
の
か
、
彼
の
学
問
は

「あ
そ
び
」

「な
ぐ
さ
み
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
秋
成
に
は
古
書

一
般
に
対
す
る
懐
疑
精
神
が
実
は
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
村
上
天
皇
時

代
の
回
禄
の
際
、大
方
の
古
書
は
敢
扶
焼
亡
し
、
そ
の
後
は
恋
意
的
な
補
完
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
ら
、

現
存
す
る
古
書
は
ほ
と
ん
ど
原
形
を
留
め
て
い
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る

(安
安
言
、金
砂
、
史
論
、

胆
大
小
心
録
)
。
秋
成
が
古
典
研
究
に
手
を
染
め
な
が
ら
も
、
古
書
の
中
に
何
か
を
求
め
よ
う
と
す

る
執
着
に
乏
し
か
っ
た
の
は
、
か
か
る
合
理
的
な
考
え
方
に
基
い
て
い
る
。

6
、
福
永
静
哉

「
秋
成
と
宣
長
の
論
争
」

(
「女
子
大
国
文
」
第
三

一
号
〉
、
高
田
衛

「
「呵
刈
葭
」

論
争
の
形
成
遇
程
試
考
」

(
「上
田
秋
成
年
譜
考
説
」
所
収
)
、
大
久
保
正
執
筆

「本
居
宣
長
全
集
」

(筑
摩
書
房
版
)
第
八
巻
所
収

「
呵
刈
葭
」
解
麺
。

7
、
秋
成
は
ハ
行
転
呼
音
を
半
濁
音
と
呼
び
、
宣
長
も
そ
の
誤
用
を
指
摘
し

つ
っ
、
秋
成
の
用
法
に
従

っ
て
論
争
し
て
い
る
。

8
、
橋
本
進
吉

「上
田
秋
成
の
霊
語
通
と
徳
川
宗
武
の
仮
名
遣
説
」

(
「文
字
及
び
仮
名
遣
の
研
究
」

所
収
)

9
、
仮
名
法
則
私
法
論
は
秋
成
の
持
説
で
あ
り
、

「冠
辞
考
続
紹
」

「檜
の
杣
」

「
史
論
』
等
に
繰
り

返
し
説
か
れ
る
。

10
、
木
枝
増

一

「仮
字
遣
研
究
史
」
、
第
六
章

「異
流
仮
名
遣
」
。

11
、
秋
成
は
仏
教
の
本
義
を

「有
を
棄
て
無
に
帰
す
覚
悟
を
修
す
」
(史
論
)
こ
と
だ
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
有
法
無
法
の
論
に
通
じ
る
。

附
記

本
稿
催
、
昭
和
五
十
五
年
度
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
を
基
に
し
て

成

っ
た
。
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