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が
作
品
の
文
学
的
形
象
性
に
ど
う
影
響
す
る
か
と
い
う
論
議
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
思
想
が
表
面
に
顕
わ
れ
す
ぎ
る
こ
と
を

す
る
立
場
、

難
点
と
す
る
立
場
、
逆
に
思
想
小
説
と
し
て
高
く
評
価
す
る
立
場
、
自
身
の
学
説
を
対
象
化
・
戯
画
化
し
た
点
に
面
白
さ
を
求
め
よ
う
と

あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
議
論
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
新
し
い
読
み
の
可
能
性
も
提
起
さ
れ
つ
つ
あ
っ
て
、

稿
本
の
緻
密
な
比
較
研
究
が
木
越
治
氏
等
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
）
。

雨
物
語
』
こ
そ
は
傑
作
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
言
い
方
は
よ
く
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
『
春
雨
物
語
』
を
作
者
の
意
図

に
沿
っ
て
読
も
う
と
す
る
場
合
、
多
様
な
読
み
の
中
か
ら
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
び
出
し
、
あ
る
い
は
新
た
に
発
見
す
る
た
め
の

そ
の
手
掛
か
り
の
一
端
は
お
そ
ら
く
序
文
に
秘
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
だ
が
こ
こ
に
も
〈
多
様
な
読
み
〉
が
存
在
す
る
。
と
い
う
よ
り
従

来
の
注
釈
・
現
代
語
訳
に
は
序
文
の
文
章
構
造
を
解
明
す
る
に
説
得
性
を
も
つ
も
の
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
そ
れ
は
あ
る

春
雨
物
語
序
文
考
（
飯
倉
）

視
軸
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
春
雨
物
語
』
研
究
は
い
ま
百
家
争
鳴
的
状
況
を
現
出
し
て
い
る

多
様
な
読
み
を
許
す
こ
と
が
傑
作
の
条
件
だ
と
す
れ
ば
『
春

（
そ
の
一
方
で
作
品
論
の
先
行
し
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
反
省
も
あ
り
、
諸

『
春
雨
物
語
』
は
依
然
と
し
て
評
価
の
定
ま
ら
ぬ
作
品
集
で
あ
る
。

春

雨

物

語

序

文

考

秋
成
の
思
想
・
学
説
が
生
の
か
た
ち
で
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

飯

倉

洋
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よ
う
だ
。
し
か
し
「
春
雨
」
は
題
名
に
冠
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
序
文
に
お
け
る
「
春
雨
」
の
意
味
は
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
な
い
は
ず

で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
を
問
う
た
論
考
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

に
集
中
し
て
い
て
、

こ
の
序
文
が

「
春
雨
」

で
は
じ
ま
り
「
春
雨
」

で
終
わ
る
こ
と
の
意
味
は
、
従
来
あ
ま
り
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

『
春
雨
物
語
』
序
文
に
つ
い
て
の
言
及
は
き
わ
め
て
多
い
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は

「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
以
下
の
〈
物
語
論
〉

も
人
に
欺
か
れ
し
を
、

我
又
い
つ
は
り
と
し
ら
で
人
を
あ
ざ
む
く
。

ふ
み
と
お
し
い

序
の
書
き
手
も
秋
成
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
虚
構
の
人

後
述
す
る
よ
う
に
、
『
春
雨
物
語
』
の
虚
構

秋
成
が
序
文
を
草
し
た
の
は
疑
い
の
な
い
事
実
だ

程
度
致
し
方
が
な
い
。
こ
の
序
文
に
は
省
略
が
多
す
ぎ
て
、
ど
ん
な
に
忠
実
に
訳
出
し
て
も
、
ま
た
い
か
に
多
く
語
旬
の
用
例
を
探
し
出

し
て
も
、
ど
う
に
も
把
捉
し
が
た
い
文
脈
の
屈
折
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
問
題
と
し
て
、
従
来
の
序
文
解

釈
は
あ
ま
り
に
も
秋
成
自
身
の
文
学
活
動
と
結
び
つ
け
過
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
。

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
秋
成
が
そ
こ
で
自
己
の
文
学
的
立
場
を
表
明
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

は
序
文
か
ら
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
『
春
雨
物
語
』
各
篇
の
語
り
手
同
様
、

物
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
も
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

述
べ
て
き
た
ご
と
く
、
語
釈
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
だ
け
で
は
到
底
こ
の
序
文
は
理
解
で
き
な
い
。
我
々
は
序
文
に
見
ら
れ
る
文
脈
の
屈
折

が
秋
成
の
い
か
な
る
発
想
の
根
か
ら
生
じ
て
き
た
の
か
を
見
通
し
た
上
で
こ
れ
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

は
る
さ
め
け
ふ
幾
日
、
し
づ
か
に
て
お
も
し
ろ
、
れ
い
の
筆
研
と
う
出
た
れ
ど
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
い
ふ
べ
き
事
も
な
し
。
物
が

た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
は
う
ひ
事
也
。
さ
れ
ど
お
の
が
世
の
山
が
つ
め
き
た
る
に
は
、
何
を
か
か
た
り
出
ん
。
む
か
し
此
頃
の
事
ど
も

よ
し
や
よ
し
、

た
ゞ
か
す
る
人
も
あ
れ
ば
と
て
、
物
い
ひ
つ
ゞ
く
れ
ば
、
猶
春
さ
め
は
ふ
る

l
¥
o

寓
ご
と
か
た
り
つ
ゞ
け
て
、

（
富
岡
本
）
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春
雨
物
語
序
文
考
（
飯
倉
）

研
究
室
編
『
谷
川
家
蔵
上
田
秋
成
資
料
集
』
所
収
）
。

て
は
、
な
お
考
え
る
余
地
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
村
博
保
氏
は

つ
づ
く
れ
ば
、
猶
春
さ
め
は
ふ
る

l
¥
」
（
春
雨
物
語
序
）
を
比
較
し
て
、

表
示
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

高
田
衛
氏
は
秋
成
の
一
号
で
あ
る
「
三
余
斎
」
の
「
三
余
」
が
「
冬
」
「
夜
」
「
雨
」
を
指
す
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、

閑
暇
と
無
聯
を
表
す
「
春
雨
」
を
序
に
う
た
う
の
は
、
先
の
〈
三
余
〉
と
脈
絡
し
て
お
り
、
『
徒
然
草
』
の
作
者
が
「
つ
れ
づ
れ
な
る

ま
ま
に
…
…
」
と
述
べ
る
の
と
同
じ
気
持
ち
で
あ
る
と
と
も
に
、

と
述
べ
た
。

び
の
呼
応
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、
あ
や
う
し
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
」
（
徒
然
草
）
と
「
物
い
ひ

〈
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
〉
と
書
い
た
と
き
の
そ
の
〈
も
の
ぐ
る
ほ
し
さ
〉
は
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
ぐ
る

ほ
し
さ
で
あ
る
が
、

こ
の
樹
裁
に
か
た
ら
れ
た
兼
好
の
言
葉
に
対
し
て
、
秋
成
は
春
雨
の
た
だ
な
ら
ぬ
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
し
た
。

と
述
べ
、
「
春
雨
」
が
秋
成
の
執
筆
時
の
意
識
を
象
徴
す
る
と
い
う
読
み
方
を
提
示
し
た
（
「
『
春
雨
物
語
』
の
序
」
「
日
本
文
学
」

五
年
十
月
号
）
。
ま
た
、

学
館
版
日
本
古
典
文
学
全
集
）
。
い
ず
れ
も
魅
力
的
な
説
で
あ
る
が
、

「
お
も
し
ろ
」

日
暮
聖
氏
は
高
田
氏
と
同
様
、

「
春
雨
」

こ
の
春
雨
に
誘
わ
れ
て
何

が
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い

一
九
八

こ
の
老
年
の
物
語
執
筆
に
お
け
る
売
文
〈
戦
業
〉
性
の
拒
否
を
も

こ
の
序
文
の
背
後
に
『
徒
然
草
』
序
段
が
窺
え
る
と
し
、

こ
の
序
文
の
中
で

（
鑑
賞
日
本
の
古
典
『
秋
成
集
』
）

そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
出
し
お
よ
び
結

「
猶
春
さ
め
は
ふ
る

l
¥
」
に
「
物
語
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
幻
想
を
象
徴
」
と
注
し
て
い
る
（
小

「
は
る
さ
め
け
ふ
幾
日
、
し
づ
か
に
て
お
も
し
ろ
」
と
い
う
書
き
出
し
は
、
和
歌
的
世
界
へ
の
導
入
と
し
て
び
っ
た
り
く
る
文
で
あ
る
。

は
霧
の
よ
う
に
こ
ま
や
か
な
降
る
や
降
ら
ぬ
の
雨
の
興
趣
を
端
的
に
表
出
し
た
言
葉
で
あ
る
。

か
詠
ぜ
ん
と
す
る
の
が
風
流
の
人
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
秋
成
自
身
が
〔
春
雨
梅
花
歌
文
巻
〕
と
仮
に
題
さ
れ
た
長
巻
（
文
化

五
年
二
月
成
立
）
の
最
初
に
あ
る
春
雨
の
連
詠
三
十
余
首
を
次
の
よ
う
な
契
機
で
詠
ん
で
い
る
の
だ
（
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学

春
さ
め
し
つ
か
に
ふ
り
て
お
も
し
ろ
、
雨
の
歌
軒
の
玉
水
と
か
そ
へ
も
せ
で
、
あ
し
た
、
れ
い
の
亜
檀
の
手
習
に
、
清
う
こ
そ
あ
ら
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る。 雪
」
は
自
己
憐
慾
の
呼
び
水
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

き
て
は
、
例
の
繰
言
す
な
ん

言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
は
『
春
雨
物
語
』
の
序
文
の
書
き
出
し
に
酷
似
し
て
い
る
。
同
じ
く
〔
春
雨
梅
花
歌
文
巻
〕

「
春
雨
」
を
詠
じ
た
二
十
六
首
の
連
詠
も
「
は
る
さ
め
こ
か
ら
ね
ど
、
け
ふ
も
ふ
る
、
物
い
ひ
残
し
た
る
こ
A

ち
す
れ
は
、
又
よ
み
け
る
」

と
い
う
前
書
を
持
つ
。
『
春
雨
物
語
』
と
同
時
期
に
認
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
文
章
が
物
語
る
の
は
、
『
春
雨
物
語
』
序
文
の
書
き
出
し
が
本

来
的
に
は
「
春
雨
」
を
う
た
う
風
雅
な
世
界
へ
の
導
入
部
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
春
雨
物
語
』
序
文

の
作
者
は
「
れ
い
の
筆
研
」
を
取
り
出
し
な
が
ら
も
「
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、

に
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
が
、
「
い
ふ
べ
き
事
も
な
し
」
と
は
〈
眼
前
の

な
い
〉
あ
る
い
は
〈
眼
前
の
「
春
雨
」
に
誘
わ
れ
て
述
べ
た
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
な
い
〉
と
「
春
雨
」
に
関
わ
ら
せ
て
解
す
べ
き

だ
と
思
う
。
風
雅
な
世
界
を
前
に
し
な
が
ら
、

と
こ
ろ
で
、

そ
こ
に
入
っ
て
行
け
な
い
、
あ
る
い
は
背
を
向
け
て
し
ま
う
人
間
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の

そ
う
い
う
屈
折
し
た
文
脈
は
『
藤
簑
冊
子
』
巻
五
「
聴
雪
」
に
も
見
出
さ
れ
る
。

…
今
は
目
こ
そ
疎
け
れ
、
足
こ
そ
な
え
た
れ
、

き
も
あ
ら
ね
ば
」

で
あ
る
。 ね、

風
雅
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
降

に
収
め
ら
れ
る

い
ふ
べ
き
事
も
な
」
い
。
従
来
の
注
釈
・
論
考
は
こ
の
部
分

こ
の
降
雪
に
物
ば
か
り
は
い
は
ん
と
て
、
紙
す
ゞ
り
と
う
出
た
れ
ど
、
ゆ
び
は
、
亀

の
ご
と
に
か
ゞ
ま
り
て
、
筆
あ
ゆ
ま
す
べ
き
も
あ
ら
ね
ば
、
お
き
火
か
い
ま
さ
ぐ
り
つ
A

、

こ
の
場
合
、
ま
さ
に
物
理
的
な
事
情
で
筆
を
執
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
『
春
雨
物
語
』
序
と
は
状
況
が
や
や
違
う
が
、
「
筆
あ
ゆ
ま
す
べ

を
境
に
話
が
身
辺
の
事
に
移
っ
て
い
く
点
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

「
春
雨
」

こ
し
か
た
を
忍
び
、
今
を
も
う
ち
な
げ

一
旦
措
定
さ
れ
た
和
歌
的
世
界
が
散
文
的
世
界
へ
と
変
換
す
る
構
図
が
こ

こ
に
は
窺
え
る
し
、
「
雪
」
を
観
念
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
現
実
的
感
覚
で
把
握
す
る
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

に
つ
い
て
は
特
に
こ
れ
と
い
っ
て
言
表
す
る
こ
と
も

50 



学」 説
の
方
法

春
雨
物
語
序
文
考
（
飯
倉
）

（
体
裁
）

「
春
雨
物
語
に
お
け
る
秋
成
の
意
図
」
「
立
命
館
文

「
山
が
つ
め
き
た
る
」
者
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
序
文
の
書
き
手
が

「
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、

い
ふ
べ
き
事
も
な
し
」

と
は
「
聴
雪
」

に
見
ら
れ
た
ご
と
く
風
雅
な
世
界
を
前
に
立
ち
止
ま
っ
た
者
の
つ
ぶ
や

雨
は
は
る
さ
め
ぞ
お
も
し
ろ
と
云
ふ
。
花
の
父
母
の
や
う
に
い
へ
ど
、
う
た
て
嵐
の
さ
そ
ふ
散
り
が
た
に
は
何
と
か
云
。
蛙
の
妻
よ

ぶ
と
聞
人
も
あ
り
し
が
、
お
ほ
か
た
は
、
雨
も
よ
の
声
と
て
、
衣
と
き
洗
ふ
を
と
め
ら
が
憎
し
と
う
ら
め
る
も
の
を
、
沢
田
に
水
た

く
は
へ
ま
く
す
る
里
々
に
は
、
か
し
ま
し
も
の
と
も
い
は
で
、

こ
の
発
想
は
い
か
に
も
散
文
的
発
想
で
あ
る
。

よ
う
と
す
る
志
向
性
の
あ
る
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
春
雨
物
語
』
序
文
の
語
り
出
し
も
か
か
る
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い

の
で
あ
る
。

き
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
秋
成
の
中
に
定
型
的
な
風
雅
の
意
識
を
相
対
化
し

だ
が
そ
の
立
ち
止
ま
り
は
指
が
か
じ
か
む
と
い
う
よ
う
な
物
理
的
な
事
情
で
は
な
か
っ
た
。

が
、
そ
の
前
に
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
は
う
ひ
事
也
」
と
い
う
問
題
の
文
章
が
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
こ
の
部
分
の
解
釈
に
は
諸

説
あ
っ
て
、

そ
の
主
な
も
の
を
示
せ
ば
、
〈
物
語
め
い
た
書
き
ぶ
り
は
、
初
心
者
の
す
る
こ
と
（
暗
に
雨
月
を
さ
す
か
）
〉
（
重
友
毅
説
、

日
本
評
論
社
版
『
秋
成
』
な
ど
）
、
〈
擬
古
文
体
の
小
説
は
初
め
て
だ
〉
（
中
村
幸
彦
説
、
積
善
社
版
『
校
註
春
雨
物
語
』
な
ど
）
、
〈
演
義
小

初
め
て
の
事
で
あ
る
〉

成
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
春
雨
」

（
『
藤
箋
冊
子
』
巻
五
「
枕
の
硯
」
〈
十
春
〉
の
う
ち
「
春
雨
」
）

（
堺
光
一
説
、

を
真
似
て
書
く
の
は
、

一
四
六
号
）
と
い
う
具
合
で
定
説
が
な
い
。
た
だ
先
述
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
秋
成
の
実
際
の
文
学
活
動
を
考
慮

の
興
趣
が
和
歌
的
世
界
に
お
け
る
約
束
に
過
ぎ
ず
、
実
生
活
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
受
け
取
り
か
た
の
あ
る
こ
と
を
、
秋
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分
に
と
っ
て
「
う
ひ
事
」
で
あ
る
—
ー
こ
の
論
理
は
一
見
飛
躍
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

筆
を
し
ま
え
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
は
〈
物
語
の
よ
う
な
形
式
を
真
似
て
書
い
て
み
る
こ
と
〉
と
字
義
通
り
解
し
て
お
く
。
そ
の
具
体
的
な
在

り
方
は
序
文
の
後
半
で
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
「
う
ひ
事
」
は
〈
初
め
て
の
事
〉
で
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
私
は
特
に
新
見
を

「
う
ひ
事
」

こ
の
書
き
手
は
「
れ
い
の
筆
研
」
と
あ
る
よ
う
に

と
言
う
書
き
手
の
本
来
の
立
場
は
「
物
が
た
り
」
と
対
立
す
る
和
歌
的
世
界
に
あ

次
の
「
さ
れ
ど
お
の
が
世
の
山
が
つ
め
き
た
る
に
は
、
何
を
か
か
た
り
出
ん
」
の
「
さ
れ
ど
」
は
「
う
ひ
事
な
り
」
を
承
け
て
い
る
と

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

も
た
な
い
。
た
だ
、
「
ま
ね
び
」
と
言
い

る
。
そ
こ
で
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
を
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

書
く
こ
と
を
習
慣
に
し
て
い
る
人
間
で
あ
っ
た
。
「
春
雨
」

の
感
興
を
う
た
う
気
に
は
な
れ
な
い
が
、

何
か
を
綴
ろ
う
と
す
る
意
志
は
あ

「
い
ふ
べ
き
事
」

が
な
い
な
ら
そ
こ
で

「
思
ひ
め
ぐ
ら
」

し
て
も
「
い
ふ
べ
き
事
」

の
構
造
」
松
尾
靖
秋
編
『
近
世
文
学
論
孜

の
降
り
続
く
情
景
か
ら
序
文
が
書
き
出
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
、

こ
の
序
文
の
虚
構
性
（
修
辞
性
）
を
証
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

た
と
え

ば
〈
擬
古
文
体
の
小
説
を
書
く
の
は
初
め
て
の
事
で
あ
る
〉
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
、
〈
秋
成
は
『
春
雨
物
語
』
以
前
に
擬
古
文
体
の
小
説

を
書
い
て
い
る
〉
と
批
判
し
た
り
、
逆
に
そ
の
批
判
を
予
想
し
て
、
〈
秋
成
は
前
作
を
無
視
し
て
い
る
〉
と
か
〈
雨
月
物
語
は
意
識
に
お
い

て
い
な
い
〉
と
か
言
う
の
は
、
私
に
は
有
効
な
議
論
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
問
題
は
こ
の
文
を
前
後
の
文
脈
に
い
か
に
有
機
的
に
連
関

さ
せ
て
読
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

は
な
い
。
で
は
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
で
も
や
っ
て
み
よ
う
か
。
た
だ
そ
れ
は
自

研
究
と
資
料
』
所
収
）
。

そ
も
そ
も
数
次
に
わ
た
る
改
稿
過
程
に
お
い
て
、

つ
ね
に
「
春
雨
」

い
わ
ゆ
る
伝
達
を
目
的
と
す
る
平
叙
文
と
し
て
つ
づ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」

こ
と
を
強
調
し
て
い
る

に
入
れ
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
春
雨
物
語
』
各
編
の
語
り
手
が
秋
成
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
春
雨

物
語
』
序
文
の
書
き
手
も
現
実
の
秋
成
自
身
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
が
、
中
村
博
保
氏
も
「
こ
の
序
文
は
、

そ
ら

（
「
春
雨
物
語
序
と
寓
ご
と
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者
と
変
わ
ら
な
い
。

書
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
。
従
来
こ
の
部
分
の
解
釈
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
っ
た
。

ま
ね
び
）
」
に
比
重
を
お
い
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
〈
物
語
の
さ
ま
真
似
て
み
る
の
は
初
め
て
の
事
、
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
の

よ
う
に
あ
っ
て
甲
斐
な
き
者
、
ど
の
よ
う
な
事
が
し
る
せ
よ
う
〉
（
中
村
博
保
『
全
集
』
現
代
語
訳
）
の
ご
と
く
に
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す

る
と
、
も
と
よ
り
「
い
ふ
べ
き
事
も
な
」
い
こ
の
序
文
の
書
き
手
に
は
い
よ
い
よ
書
く
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
無
論
、

辞
で
あ
っ
て
文
字
通
り
受
け
取
る
必
要
は
な
い
と
い
う
反
論
も
出
て
こ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
に
あ
る
「
い
ふ
べ
き
事
も
な
し
」
と

は
明
ら
か
に
書
く
能
力
を
前
提
と
し
た
言
い
方
で
あ
る
か
ら
、

す
る
（
な
お
高
田
衛
氏
は
『
鑑
賞
』
で
〈
私
の
よ
う
な
山
が
つ
め
い
た
者
に
は
、
他
に
何
事
を
か
書
く
こ
と
が
で
き
よ
う
〉
と
解
し
て
い

問
題
は
「
お
の
が
世
の
山
が
つ
め
き
た
る
」
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
秋
成
の
実
生
活
と
関
わ
ら
せ
る
解
釈
（
八
こ
の
語
は
、
本
書

が
作
者
晩
年
の
窮
迫
時
代
に
成
っ
た
こ
と
を
、
み
づ
か
ら
語
る
も
の
と
見
ら
れ
る
＞
と
す
る
重
友
毅
氏
の
説
な
ど
）
が
見
ら
れ
る
が
今
そ

れ
は
問
題
に
し
な
い
。
大
勢
を
占
め
る
の
は
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
を
「
物
が
た
り
ざ
ま
」
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
と
解
す
る
も
の
で
、

「
物
が
た
り
ざ
ま
」
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
〈
非
文
化
的
な
生
活
に
あ
る
〉
（
中
村
幸
彦
『
校
註
春
雨
物
語
』
）
、
あ
る
い
は
〈
教
養
な
き
己
〉

（
中
村
博
保
『
全
集
』
頭
注
）
な
ど
と
注
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
非
文
化
的
生
活
者
や
無
教
養
人
が
「
れ
い
の
筆
研
」
を
取
り
出
す
と
い
う

の
は
や
や
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
も
し
、

の
風
趣
を
前
に
「
い
ふ
べ
き
事
」
も
な
い

そ
れ
は
、
「
さ
れ
ど
」

を

「
物
が
た
り
ざ
ま
（
の

こ
こ
で
〈
ど
の
よ
う
な
事
が
し
る
せ
よ
う
〉
と
い
う
の
は
論
理
的
に
矛
盾

こ
れ
も
謙
辞
だ
と
言
う
の
な
ら
随
分
見
え
透
い
た
謙
辞
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
謙

そ
の
点
日
暮

氏
は
〈
風
流
を
解
せ
ぬ
者
〉
と
と
っ
て
無
心
の
立
場
に
立
つ
秋
成
の
姿
勢
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
（
前
掲
論
文
）
。
こ
れ
は
大
変
示
唆
的

な
読
み
で
あ
る
。
た
だ
し
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
を
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
と
拮
抗
す
る
と
み
る
点
で
は
、
日
暮
氏
も
従
来
の
論

私
は
「
山
が
つ
め
き
た
る
」

る）。

を
序
文
の
語
り
出
し
に
呼
応
さ
せ
て
解
釈
し
た
い
。
「
春
雨
」

、
、
、

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
は
う
ひ
事
」

だ
が
、

、、

わ
た
し
の
よ
う
な
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
も
の
に
は
他
に
何
を
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る。

ら
ず
に
今
度
は
私
が
人
を
欺
く
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

（
高
田
衛
『
鑑
賞
』
現
代
語
訳
）

昔
の
事
、

こ
の
頃
の
事
、
古
い
記
録
や
ら
、
新
し
い
伝
聞
や
ら
を
す
っ
か
り
事
実
と
思
い
込
ま
さ
れ
て
、

た
だ
し
日
暮
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

そ
れ
が
偽
り
で
あ
る
と
知

こ
の
一
文
は
、
序
者
が
信
じ
て
き
た
も
の
を
ま
た
人
に
伝
え
結
果
と
し
て
人
を
だ
ま
す
と
い
う
意

一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

「
む
か
し
此
頃
の
事
ど
も
も
人
に
欺
か
れ
し
を
、

我
又
い
つ
は
り
と
し
ら
で
人
を
あ
ざ
む
く
」

は
諸
注
ほ
ほ
同
様
の
解
釈
を
下
し
て
い

四

か
ら
序
文
の
書
き
手
は
い
わ
ゆ
る
〈
寓
言
論
〉
を
展
開
し
て
ゆ
く
。

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

は
従
来
の
解
釈
と
は
正
反
対
に

「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
に
ふ
さ
わ
し
い
自
己

状
態
が
す
な
わ
ち
「
お
の
が
世
の
山
が
つ
め
き
た
る
」
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
は
人
物
そ
の
も
の

を
規
定
す
る
表
現
で
は
な
く
、
本
来
文
化
的
で
教
養
も
あ
り
も
ち
ろ
ん
風
流
も
解
す
る
（
す
な
わ
ち
和
歌
的
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
）
人
間

が
、
い
ま
（
一
時
的
に
）
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

じ
め
て
〈
不
遇
〉
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
合
わ
さ
っ
て
こ
よ
う
。
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
状
態
で
は
和
歌
を
詠
む
よ
う
な
気
持
ち
に
は
な
れ

な
し‘ヽ

だ
が
筆
を
棄
て
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ぬ
、

わ
け
だ
か
ら
、
「
お
の
が
世
の
山
が
つ
め
き
た
る
」

そ
ん
な
自
分
が
書
き
う
る
の
は
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
の
他
に
は
な
い
と
い
う

以
上
を
踏
ま
え
て
冒
頭
か
ら
意
味
を
繋
い
で
行
け
ば
、
〈
静
か
に
降
り
続
く
春
雨
に
、

普
段
な
ら
歌
の
ひ
と
つ
も
詠
も
う
け
れ
ど
、
ど

う
も
風
流
心
は
起
き
な
い
模
様
だ
、
や
っ
て
み
た
事
は
な
い
が
ひ
と
つ
物
語
の
ま
ね
ご
と
で
も
や
っ
て
み
る
か
、
今
の
無
風
流
な
私
に
は

他
に
何
も
語
れ
ま
い
か
ら
〉
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
和
歌
的
世
界
か
ら
散
文
的
世
界
へ
の
転
換
が
企
図
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ

そ
こ
に
は
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で
あ
ろ
う
。

「
い
つ
は
り
と
し
ら
で
」

の
冒
頭
に
次
の
ご
と
く
あ
る
。 「

物
語
」

山
重
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に

る
」
（
『
幻
妖
の
文
学

『
春
雨
物
語
』

の

「
各
篇
の
結
び
を
み
れ
ば
、

多
く
が
伝
聞
的
な
い
し
伝
承
的
語
り
形
式
に
な
っ
て
い

あ
る
迷
路
を
表
現
し
て
い
く
。

か
、
他
人
の
著
作
に
だ
ま
さ
れ
て
き
た
序
者
が
今
度
は
自
分
で
人
を
だ
ま
す
書
物
を
書
く
と
い
う
意
か
の
二
様
に
と
れ
る
。

は
後
者
を
と
り
、

日
暮
氏
自
身

そ
の
場
合
論
理
的
矛
盾
を
生
ず
る
「
い
つ
は
り
と
し
ら
で
」
の
一
句
に
重
要
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
し
ら
で
〉
と
表
さ
れ
る
こ
と
で
、

書
く
こ
と
が

II

あ
ざ
む
き
II

の
行
為
で
あ
る
と
と
も
に

II

ま
こ
と
II

い
う
意
味
を
ふ
く
み
こ
む
も
の
と
な
る
。
対
立
す
る
語
の
間
を
振
幅
し
、
論
理
的
な
矛
盾
を
抱
え
こ
み
、
書
く
と
い
う
行
為
の
間
に

と
。
『
春
雨
物
語
』
の
各
篇
が
秋
成
の
創
作
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
実
際
に
展
開
さ
れ
る
『
春
雨
物
語
』
の
叙
述
形
式

が
、
他
人
の
記
録
伝
聞
を
そ
の
ま
ま
語
り
伝
え
る
形
式
で
あ
る
か
、

上
田
秋
成
』
）
。

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が

の
行
為
で
も
あ
り
う
る
と

み
ず
か
ら
創
作
し
て
語
る
形
式
で
あ
る
か
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
森

と
い
う
形
式
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
賀
茂
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
「
総
論
」

ま

こ

と

ふ

み

ま

こ

と

そ

ら

ご

と

か
A

る
ふ
み
を
物
語
と
名
づ
け
た
る
事
は
、
実
の
録
の
ご
と
く
に
は
あ
ら
で
、
世
の
人
の
か
た
り
伝
へ
来
し
事
を
、
真
言
寓
言
を
も

か

き

つ

め

こ

A

ろ

あ

と

問
ず
其
か
き
た
る
ま
に
ー
＼
書
集
た
る
て
ふ
意
に
て
、
今
云
む
か
し
ー
＼
の
例
な
し
物
が
た
り
に
同
じ

は
右
の
「
真
言
寓
言
を
も
問
ず
」
に
対
応
す
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
我
々

『
春
雨
物
語
』
序
文
の

は
こ
の
序
文
が
あ
く
ま
で
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
手
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
序
者

と
は
、
や
は
り
序
の
書
き
手
が

は
こ
こ
で
物
語
の
形
式
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

意
識
的
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
伝
え
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ま
他
人
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
と
考
え
る
べ
き

し
た
が
っ
て
、
「
人
を
あ
ざ
む
く
」

と
こ
ろ
で
富
岡
本
の
「
海
賊
」
の
末
尾
に
は
「
是
は
我
欺
か
れ
て
又
人
を
あ
ざ
む
く
也
」
の
言
が
あ
っ
て
、

こ
れ
が
序
文
の
「
：
・
人
に
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欺
か
れ
し
を
、
我
又
い
つ
は
り
と
し
ら
で
人
を
あ
ざ
む
く
」
に
呼
応
し
て
い
る
こ
と
は
諸
家
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
「
海
賊
」
は
実

際
に
は
出
会
う
は
ず
の
な
い
紀
貫
之
と
文
室
秋
津
を
対
面
さ
せ
る
趣
向
の
物
語
で
あ
る
が
、

ひ
の
両
人
を
會
せ
し
め
た
こ
と
へ
の
言
靡
」
（
重
友
毅
氏
前
掲
書
）

が
こ
の
作
品
で
は
自
ら
史
実
の
改
変
を
行
っ
た
こ
と
の
表
明
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

即
し
て
解
釈
す
る
な
ら
、

こ
こ
も
や
は
り
「
海
賊
」
の
書
き
手
が
「
海
賊
」
に
書
か
れ
た
よ
う
な
内
容
の
話
を
何
か
で
知
っ
て
、

そ
の
ま
ま
信
じ
て
人
に
伝
え
た
結
果
「
人
を
あ
ざ
む
く
」
こ
と
に
な
っ
た
と
と
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
〈
こ
れ
は
私
が
か
つ
て
事

実
と
だ
ま
さ
れ
た
話
だ
が
、

そ
れ
を
こ
う
し
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
人
を
欺
く
こ
と
に
な
っ
た
〉
と
。
も
ち
ろ
ん
読
者
は
「
海
賊
」

が
創
作
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

を
し
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

と
は
〈
偽
り
を
語
り
伝
え
る
〉
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
二
度
ま
で
も
書
き
手
に
語
ら
せ
た
こ
と
に
な
る
。

だ
が
人
を
偽
り
欺
く
こ
と
は
、

「
よ
し
や
よ
し
」

で
推
測
さ
れ
る
。

の
効
用
を
説
く
こ
と
も
な
い
。
彼
の
物
語
執
筆
の
動
機
は
主
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、

き
な
い
者
（
山
が
つ
め
き
た
る
者
）
の
や
む
を
え
な
い
方
向
転
換
だ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
秋
成
は
そ
の
よ
う
に
序
者

の
立
場
を
規
定
し
た
。
そ
う
い
う
立
場
の
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
序
の
書
き
手
は
次
に
弁
解
的
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
寓
ご
と
か
た
り
つ
ゞ
け
て
、

た
と
え
結
果
で
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
の
序
者
に
は
う
し
ろ
め
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
続
く

こ
こ
に
も
序
者
の
立
場
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。
彼
は
積
極
的
に
物
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
物
語

た
だ
和
歌
的
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
で

ふ
み
と
お
し
い
た
ゞ
か
す
る
人
も
あ
れ
ば
と
て
」
も
従
来
様
々
に
論
議
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
が
書
き
手
の
自
己
弁
護
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
。
人
を
偽
り
欺
く
こ
と
に
う
し
ろ
め
た
さ
を
覚
え
て
い
る
初
心
の
物

語
作
者
は
、
自
分
よ
り
は
る
か
に
嘘
つ
き
の
人
（
々
）
を
挙
げ
る
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
「
寓
ご
と
」

と
は
何
か
、
「
ふ
み
」
と
は
何
か
、
「
お
し
い
た
ゞ
か
す
る
人
」
と
は
本
居
宣
長
を
指
す
か
否
か
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
こ
れ
ま
で
盛
ん
に

つ
ま
り
秋
成
は
富
岡
本
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
「
物
が
た
り
ざ
ま
」

そ
れ
な
の
に
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
は
、
書
き
手
が
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」

の
解
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
右
の
言
は
「
時
代
違

他
人
の
著
作
に
欺
か
れ
て
き
た
秋
成

そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
文
脈
に

そ
れ
を
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露
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

れ
に
せ
よ
、
「
け
ふ
は
ふ
り
晴
れ
た
れ
ば
、

歌
は
い
つ
は
り
言
な
り
け
る
」

よ
み
け
る
」

す
。
「
い
に
し
へ
人
は
萬
の
物
天
っ
ち
の
お
の
づ
か
ら
に
つ
き
て
詠
ぜ
し
也
」
（
『
金
砂
』

ぶ
り
を
賞
揚
し
て
や
ま
ぬ
秋
成
は
、
こ
こ
で
テ
ー
マ
主
義
的
な
和
歌
を
も
の
し
た
こ
と
に
一
種
の
照
れ
を
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず

の
言
葉
が
観
念
と
し
て
の
「
春
雨
」
を
最
も
端
的
な
形
で
暴

一
）
と
、
古
代
人
の
天
地
自
然
に
随
っ
た
歌
い

の
前
書
を
も
つ

「
春
雨
」
連
詠
二
十
六
首
の
末
尾
に

五

く
べ
き
か
を
思
い
詰
め
て
い
た
書
き
手
に
何
の
関
わ
り
も
な
く
「
春
雨
」
は
降
り
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

る
境
遇
に
陥
り
、

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、

そ
れ
で
も
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
書
く
意
欲
を
満
た
す
た
め
に
散
文
的
世
界
へ
入
ろ
う
と
摸
索
し
て
い
る
文
章
だ
と
解
釈
す

そ
の
際
彼
は
な
ぜ
物
語
を
書
く
こ
と
で
人
を
偽
り
欺
く
こ
と
に
う
し
ろ
め
た
さ
を
覚
え
る
の
か
。

和
歌
的
世
界
と
は
美
の
理
念
が
規
範
化
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
題
詠
は
歌
題
の
本
意
を
ふ
ま
え
る
と
い
う
限
定
の
下
に
行
わ

れ
る
虚
構
の
営
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
誰
し
も
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
秋
成
は
あ
え
て
そ
れ
を
言
挙
げ
す
る
人

間
だ
っ
た
ら
し
い
。
前
引
〔
春
雨
梅
花
歌
文
巻
〕

の
「
は
る
さ
め
こ
か
ら
ね
ど
、
け
ふ
も
ふ
る
、
物
い
ひ
残
し
た
る
こ
A

ち
す
れ
は
、
又

「
け
ふ
は
ふ
り
晴
れ
た
れ
ば
、
歌
は
い
つ
は
り
言
な
り
け
る
」
と
記

叙
上
の
ご
と
く
読
ん
で
く
れ
ば
、
『
春
雨
物
語
』
序
文
は
、

も
と
も
と
風
雅
な
和
歌
的
世
界
に
在
っ
た
人
物
が
一
時
的
に
風
雅
な
ら
ざ

れ
、
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」

を
実
行
に
移
し
た
時
、

論
議
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
序
文
の
流
れ
の
中
で
考
え
る
と
き
最
も
重
要
な
の
は
、

こ
こ
で
初
め
て
序
者
が
物
語
執
筆
に
向
け
て
動
き
出

そ
れ
に
続
く
「
物
い
ひ
つ
ゞ
く
れ
ば
、
猶
春
さ
め
は
ふ
る

l
¥
」
で
序
は
閉
じ
ら
れ
る
。
書
く
こ
と
へ
の
手
掛
か
り
が
よ
う
や
く
得
ら

す
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ふ
と
顔
を
あ
げ
る
と
、
再
び
「
春
雨
」
が
現
前
し
て
い
た
。
否
、

い
か
に
書
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て
書
く
意
識
を
揺
さ
ぶ
る
問
題
に
浮
上
し
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
け
ふ
は
ふ
り
晴
れ
た
れ
ば
、

春
雨
は
一
向
に
や
む
気
配
も
な
く
降
り
続
い
て
い
る
。

そ
れ
と
同
時
に
興
味
深
い
の
は
、

こ
の
連
詠
が
『
春
雨
物
語
』
序
文
と
ほ
ぽ
同
じ
よ
う
な
書
き
出
し
に
な
る
前
書
き
を
も
ち
な
が
ら
、

そ
れ
と
全
く
逆
の
方
向
へ
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
序
文
の
書
き
手
は
春
雨
を
前
に
し
て
に
筆
と
硯
を
取
り
出

し
な
が
ら
「
思
い
め
ぐ
ら
す
に
い
ふ
べ
き
こ
と
も
な
」
＜
、

そ
の
結
果
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
を
試
み
ん
と
す
る
が
、
皮
肉
に
も

一
方
「
春
雨
」
を
詠
ず
る
者
は
「
物
い
ひ
残
し
た
る
こ
A

ち
す
れ
ば
」
興
に
乗
っ

て
次
々
に
歌
を
詠
み
、
気
付
け
ば
雨
は
や
み
空
は
す
っ
か
り
晴
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
い
つ
は
り
と
し
ら
で
」
と
言
い
、
後
者
は
「
い
つ

は
り
言
な
り
け
る
」
と
言
う
。
ま
さ
し
く
両
者
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

歌
は
い
つ
は
り
言
な
り
け
る
」
と
い
う
と
き
、
秋
成
は
春
雨
の
非
在
に
和
歌
の
虚
構
性
を

寓
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
「
春
雨
」
連
詠
の
た
め
に
必
要
な
の
は
雨
が
降
り
続
く
こ
と
で
は
な
く
、
和
歌
的
輿

趣
を
観
念
的
に
保
ち
続
け
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
序
文
の
書
き
手
は
実
体
と
し
て
の
春
雨
に
い
わ
ば
圧
倒
さ

れ
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
物
語
を
書
こ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
春
雨
を
自
在
に
操
っ
て
三
十
一
文
字
に
形
象
化
す
る
技
巧

よ
り
も
、
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
形
式
が
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
身
に
は
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
彼
に
は
い

ま
虚
構
の
世
界
を
彫
琢
す
る
力
は
な
い
。
あ
る
の
は
虚
実
な
い
ま
ぜ
の
記
録
や
巷
談
を
語
り
伝
え
る
こ
と
へ
の
興
味
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
虚
構
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
伝
達
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
伝
達
の
内
容
に
関
し
て
責
任
を
負
う
必
要
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

彼
は
物
語
作
者
と
し
て
は
初
心
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
は
や
や
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
。
用
心
深
く
「
い
つ
は
り
」
も
あ
り
う
る
と
予

防
線
を
張
っ
た
の
が
「
む
か
し
此
頃
の
事
ど
も
も
人
に
欺
か
れ
し
を
」
以
下
の
文
章
で
あ
ろ
う
。
彼
が
物
語
の
虚
構
性
に
こ
だ
わ
る
文
章

を
書
い
た
の
は
、
和
歌
的
世
界
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
意
識
に
の
ぽ
ら
な
か
っ
た
「
い
つ
は
り
」
の
問
題
が
、
和
歌
的
世
界
を
出
て
は
じ
め

そ
し
て
よ
う
や
く
序
者
が
散
文
の
世
界
に
転
じ
得
よ
う
か
と
い
う
時
に
再
び
「
春
雨
」
で
あ
っ
た
。
降
り
続
く
春
雨
が
な
ん
と
な
ま
な

ま
し
さ
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
こ
と
か
。
前
引
の
連
詠
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
歌
は
い
つ
は
り
言
な
り
け
る
」
が
和
歌
的
理
念
と
し
て
の
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「
春
雨
」
を
鮮
烈
に
示
し
得
た
の
と
は
実
に
対
照
的
に
、
「
猶
春
雨
は
ふ
る

l
¥
」
は
実
体
と
し
て
の
「
春
雨
」
を
見
事
に
表
現
し
た
。

こ
う
し
て
我
々
は
『
春
雨
物
語
』
の
題
名
の
意
味
を
考
察
す
る
段
階
に
い
た
っ
た
。
「
春
雨
」

う
な
単
な
る
背
景
で
は
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
ろ
天
保
元
年
自
序
を
有
す
高
井
蘭
山
の
随
筆
『
春
雨
輝
』
（
旧
版
日
本
随
筆
大
成
第
三
期
五
巻
所
収
）

の
序
文
は
「
春
の
雨
い
と
し
け

l
＼
し
く
あ
や
に
く
降
り
て
徒
然
な
る
折
ふ
し
」
で
始
ま
り
、
た
ま
た
ま
集
ま
っ
た
懇
意
の
三
四
人
が
茶

一
同
閉
口
す
る
う
ち
に
座
客
の
一
人
日
く
、
今
日
語
り
合
っ
た
故
事
を
写
し
て
与
え
る
に
し
か
ず
と
。
さ
て
標
号
は
何
と
す
べ
き
か
と
言

え
ば
客
が
答
え
て
日
く
、
「
唯
今
日
の
事
を
有
の
ま
ま
に
春
雨
輝
と
い
は
ん
に
し
か
ず
」

で
あ
る
。
だ
が
『
春
雨
物
語
』
の
場
合
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。

と
し
て
「
よ
し
や
よ
し
」
と
自
得
し
、
「
寓
ご
と
」
を

た
。
よ
う
や
く
視
界
が
開
け
て
き
た
、

「
春
雨
」
が
降
り
続
く
。
物
語
る
人
と
降
り
し
き
る
春
雨
は
溶
け
合
う
こ
と
な
く
、

考
え
て
く
る
と
『
春
雨
物
語
』
と
は
、
絶
好
の
風
流
の
対
象
で
あ
る
「
春
雨
」
の
な
か
を
敢
え
て
す
る
「
物
語
」
と
い
う
意
味
を
担
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
風
雅
の
世
界
の
な
か
で
「
山
が
つ
め
き
た
る
」
者
の
語
る
物
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
そ
れ
は
秋
成
自
身
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
ま
ず
は
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
み
る
こ
と
が
、
序
文
を
文
脈
に

即
し
て
理
解
す
る
助
け
と
な
ろ
う
。

は
、
自
説
を
作
品
中
に
投
げ
こ
ん
だ
こ
と
の
意
味
と
も
絡
ん
で
『
春
雨
物
語
』
の
評
価
に
重
要
な
視
座
を
提
供
す
る
は
ず
で
あ
る
。

春
雨
物
語
序
文
考
（
飯
倉
）

そ
ん
な
感
じ
に
な
っ
た
と
き
、

そ
う

あ
ら
た
め
て
序
者
の
風
雅
な
ら
ざ
る
境
遇
を
笑
う
か
の
よ
う
に

「
ふ
み
」
と
し
て
読
ま
せ
る
輩
よ
り
は
ま
し
だ
と

「
物
い
ひ
つ
ゞ
く
」
る
の
だ
っ

『
春
雨
物
語
』
の
序
者
は
見
て
き
た
ご
と
く
、
書
く
こ
と
に
非
常
な
屈
託
を
抱
き
つ
つ
筆
を
進
め
て
い
た
。

を
嗜
み
つ
つ
故
事
雑
談
に
打
ち
興
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、

そ
の
よ
う
な
次
元
で
「
春
雨
」
が
題
名
に
採
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
む

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

一
人
の
旅
客
が
訪
れ
、
蘭
山
に
近
著
を
賜
り
た
い
と
乞
う
。
に
わ
か
の
こ
と
に
て

と
。
こ
れ
で
「
春
雨
」
の
題
名
の
由
来
は
明
白

そ
の
屈
託
を
振
り
切
ろ
う

拮
抗
す
る
関
係
を
保
ち
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

秋
成
が
造
型
し
た
語
り
手
と
秋
成
自
身
と
が
ど
う
関
わ
る
か
は
次
の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ

が
語
り
手
を
静
か
に
つ
つ
む
と
い
う
よ
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