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受
容
指
導
】

研
究
の
課
題

本
研
究
は
、「
異
化
の
詩
教
育
学
」
と
い
う
仮
説
的
な
理
論
の
継
続
研
究
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
前
稿
「
教
材
編
成
の
理
論
と
方
法
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
34
巻
）

で
提
案
し
た
教
材
類
型
の
中
で
、
時
間
型
の
詩
を
教
材
化
し
た
と
き
の
授
業
モ
デ
ル
を

取
り
上
げ
る
。
詩
の
世
界
に
は
、
現
実
の
時
間
意
識
、
時
間
感
覚
を
反
映
し
た
作
品
も

あ
る
が
、
現
実
の
時
間
意
識
、
時
間
感
覚
を
変
容
し
、
虚
構
の
時
間
を
創
出
し
て
い
る

作
品
も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
詩
教
材
を
「
時
間
の
変
容
・
生
成
」
と
い
う
観
点
か

ら
み
て
い
く
と
、「
展
開
」
型
、「
一
瞬
」
型
、「
永
遠
」
型
と
い
う
三
つ
の
類
型
が
み
ら

れ
る
。

「
展
開
」
型
の
詩
と
は
、
継
時
的
な
時
間
展
開
の
作
品
で
あ
る
。
詩
の
連
を
継
時
的

な
展
開
と
し
て
構
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。「
一
瞬
」
型
の
詩
と
は
、
現
実
の
時
間
を
止

め
、
一
瞬
の
濃
密
な
虚
構
の
時
間
を
作
り
だ
す
作
品
で
あ
る
。「
永
遠
」
型
の
詩
と
は
、

現
実
の
時
間
観
念
を
超
え
た
、
永
遠
の
虚
構
の
時
間
を
作
り
だ
す
作
品
で
あ
り
、「
時
間
」

型
の
詩
の
中
で
も
っ
と
も
異
化
作
用
の
つ
よ
い
作
品
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
三
つ
の
類
型
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
の
詩
教
材
と
、
詩

の
受
容
指
導
の
授
業
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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１
　
「
海
の
若
者
」
の
授
業

「
展
開
」
型
の
作
品
と
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
（『
佐
藤
春
夫
詩
集
』

一
九
二
六
）。
小
学
校
高
学
年
の
詩
教
材
で
あ
る
。

海
の
若
者
　
　
　
　
佐
藤
春
夫

①
　
若
者
は
海
で
生
ま
れ
た
。

②
　
風
を
孕は
ら

ん
だ
帆
の
乳
房
で
育
っ
た
。

③
　
す
ば
ら
し
く
巨お
お

き
く
な
っ
た
。

④
　
或あ

る
日
　
海
へ
出
て

⑤
　
彼
は
　
も
う
　
か
え
ら
な
い
。

⑥
　
も
し
か
す
る
と
あ
の
ど
っ
し
り
と
し
た
足
ど
り
で

⑦
　
海
へ
大
股
に
歩
み
込
ん
だ
の
だ
。

⑧
　
と
り
残
さ
れ
た
者
ど
も
は

⑨
　
泣
い
て
小
さ
な
墓
を
立
て
た
。

（
番
号
は
引
用
者
）

わ
ず
か
九
行
の
作
品
で
あ
る
が
、
時
間
の
展
開
に
よ
っ
て
構
成
し
、
一
人
の
若
者
の

一
生
を
簡
潔
な
文
体
で
語
り
尽
く
し
て
い
る
。
若
者
は
海
辺
で
生
ま
れ
、
育
ち
、
あ
る

日
、
海
へ
出
て
帰
ら
な
い
。
残
さ
れ
た
者
た
ち
は
小
さ
な
墓
を
立
て
た
、
と
い
う
壮
大

な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
十
行
足
ら
ず
の
行
数
で
、
若
者
の
劇
的
な
人
生
を
描
き
尽

く
し
て
い
る
。
時
間
の
継
時
的
な
展
開
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、「
展

開
」
型
の
典
型
的
な
詩
と
い
え
る
。

取
り
上
げ
る
授
業
は
、
文
芸
研
の
野
上
善
右
の
実
践
（
小
学
校
六
年
）
で
あ
る
。
授

業
者
は
、
こ
の
作
品
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、「
卒
業
を
間
近
に
ひ
か
え
た
子
ど
も
た
ち

に
、
こ
の
作
品
を
通
し
て
、
人
生
、
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
詩
の
中
の
若
者
の
「
巨
き
な
人
生
」
か
ら
、
人
生
と
か
生
き
方
に
つ
い

て
学
ば
せ
た
い
、
と
い
う
ね
ら
い
で
あ
る
。
一
人
の
海
の
若
者
の
人
生
を
描
い
た
作
品

な
の
で
、
的
確
な
ね
ら
い
と
い
え
る
。

こ
の
授
業
は
、
一
行
ず
つ
文
章
を
提
示
し
て
い
く
方
法
で
す
す
め
ら
れ
た
。
私
の
授

業
論
で
い
え
ば
、「
詩
と
出
会
い
な
が
ら
」
と
い
う
授
業
法
で
あ
る
。
ま
ず
、
題
名
を
板

書
し
、「
ど
ん
な
若
者
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
子
ど

も
た
ち
は
、「
海
で
力
仕
事
を
す
る
の
で
力
強
い
青
年
」「
が
っ
し
り
し
た
人
」「
海
の
よ

う
な
広
い
心
の
持
ち
主
」
と
答
え
た
。「
ど
ん
な
若
者
か
、
楽
し
み
だ
な
」
と
い
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
の
関
心
を
後
の
展
開
に
引
き
つ
け
る
導
入
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
以
下
の

よ
う
に
、
一
行
ず
つ
板
書
し
な
が
ら
、
若
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
と
っ
て
い
っ
た
。

①
「
若
者
は
海
で
生
ま
れ
た
。」

Ｔ
　
ど
ん
な
若
者
か
な
？

Ｃ
　
…
…
…
…
…
…
。
／
Ｃ
　
「
海
で
生
ま
れ
た
。」、
海
で
。

／
Ｃ
　
「
海
で
生

ま
れ
た
。」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ひ
っ
か
か
り
ま
す
。
／
Ｃ
　
そ
う
で
す
（
一
斉
に
）。

Ｔ
　
そ
う
ね
。「
海
で
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
カ
ギ
だ
ね
。「
海
で
」
と
は
？

Ｃ
　
海
の
近
く
で
…
。
／
Ｃ
　
漁
師
の
家
で
。
／
Ｃ
　
船
の
上
で
。

Ｔ
　
い
い
ぞ
。
詩
人
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
て
読
ん
で

も
ら
お
う
と
し
て
い
る
ん
だ
ね
。・

②
「
風
を
孕
ん
だ
帆
の
乳
房
で
育
っ
た
。」

Ｔ
　
次
は
？

（
１
）
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Ｃ
　
船
を
母
親
が
わ
り
に
育
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
い
つ
も
船
に
乗
っ
て
い
て
、
船
か
ら
育
て
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
す
。

Ｃ
　
帆
の
よ
う
に
お
母
さ
ん
の
乳
房
で
育
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｔ
　
そ
う
だ
ね
。
帆
は
、
母
親
の
乳
房
で
あ
り
帆
で
も
あ
る
わ
け
で
、
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
ダ
ブ
っ
て
見
え
る
と
こ
ろ
だ
ね
。

・

③
「
す
ば
ら
し
く
巨
き
く
な
っ
た
。」

Ｔ
　
こ
こ
の
ひ
っ
か
か
り
は
？

Ｃ
　
「
巨
き
く
な
っ
た
。」
の
「
巨
」
は
、
巨
人
の
巨
だ
か
ら
、
も
の
す
ご
く
大
き
く

見
え
ま
す
。
／
Ｃ
　
巨
と
い
う
字
を
大
と
く
ら
べ
る
と
、
体
も
心
も
大
き
く
な
っ

た
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｔ
　
「
巨
き
い
」
は
精
神
的
に
も
成
長
し
た
と
見
る
の
だ
ね
。
い
い
と
こ
ろ
に
気
づ

い
た
ね
。
さ
あ
、
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
て
、
若
者
の
姿
を
出
し
て
み
よ
う
。

Ｃ
　
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
自
分
で
何
で
も
し
て
、
精
神
的
に
も
何
で
も
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
若
者
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
わ
た
し
は
、
自
然
と
母
親
と
で
育
て
た
す
ば
ら
し
く
大
き
な
若
者
だ
と
思
い
ま

す
。

Ｔ
　
母
と
海
と
両
方
で
育
て
た
ん
だ
ね
。
す
ば
ら
し
く
立
派
な
若
者
に
成
長
し
た
ん

だ
ね
。

作
品
の
前
半
部
（
①
〜
③
）
か
ら
、
若
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
あ
げ
て
い
く
場
面
で

あ
る
。「
海
で
生
ま
れ
た
」「
帆
の
乳
房
で
育
っ
た
」「
巨
き
く
な
っ
た
」
と
い
う
比
喩
的

な
表
現
か
ら
、「
体
も
心
も
大
き
く
な
っ
た
」「
母
と
海
と
で
育
て
た
」
若
者
の
イ
メ
ー

ジ
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
時
間
の
展
開
に
即
し
た
構
成
か
ら
、
比
喩
的
な
表
現
の
効
果

を
豊
か
に
読
み
取
っ
て
い
る
。「
展
開
」
型
の
作
品
の
典
型
的
な
指
導
場
面
で
あ
る
。

次
に
、
④
〜
⑦
の
読
み
取
り
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
①
〜
③
で
作
り
あ
げ
た
若

者
像
が
、
こ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
、
と
い
う
関
心
で
も
っ
て
読
み
進
め

て
い
く
。
こ
の
授
業
方
法
に
は
後
の
展
開
を
予
測
す
る
楽
し
み
が
あ
る
。

④
「
或
る
日
　
海
へ
出
て
」
で
は
、「
或
る
日
」
が
「
何
か
特
別
な
日
」
の
よ
う
で
あ

り
、
嵐
と
か
難
破
と
か
で
船
が
沈
む
、
反
対
に
良
い
こ
と
の
あ
っ
た
日
と
い
う
よ
う
な

予
想
が
出
さ
れ
た
。
教
師
は
、「
そ
う
だ
な
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
若
者
を
殺
し
た
く
な

い
も
ん
ね
。
そ
の
皆
の
気
持
ち
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
次
の
⑤
行
に
す
す
も
う
」
と
行

っ
て
先
に
進
め
た
。

⑤
「
彼
は
　
も
う
　
帰
ら
な
い
」
で
は
、「
帰
ら
な
い
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
が
話
題

に
な
っ
た
。
若
者
が
死
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
は
一
致
し
た
が
、「
わ
か
ち

書
き
」
の
意
味
が
問
題
に
な
り
、「
分
か
ち
書
き
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
話
者
が

若
者
の
死
を
惜
し
ん
で
い
る
、
悲
し
ん
で
い
る
、
惜
し
ん
で
泣
き
な
が
ら
言
っ
て
い
る
、

と
い
う
よ
う
な
読
み
取
り
に
な
っ
た
。「
分
か
ち
書
き
」
の
表
現
法
か
ら
話
者
の
思
い
を

想
像
す
る
、
深
い
読
み
取
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
く
⑥
⑦
行
を
、
子
ど
も
た
ち
は
次

の
よ
う
に
読
ん
で
い
っ
た
。

⑥
「
も
し
か
す
る
と
あ
の
ど
っ
し
り
と
し
た
足
ど
り
で
」

⑦
「
海
へ
大
股
に
歩
み
込
ん
だ
の
だ
。」

Ｃ
　
「
も
し
か
す
る
と
…
」
と
書
い
て
あ
る
の
に
、「
…
の
だ
」
と
決
め
つ
け
た
よ
う

に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
／
Ｃ
　
そ
う
で
す
。

Ｔ
　
い
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
た
ね
。
こ
の
ち
が
い
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。

Ｃ
　
「
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
、
自
分
た
ち
が
そ
う
思
っ
て
い
る
感
じ
で
、「
歩
み
込

ん
だ
の
だ
」
と
い
う
の
は
、
自
分
が
、
そ
う
思
い
た
く
て
そ
う
い
っ
て
い
る
感
じ
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が
し
ま
す
。
／
Ｃ
　
賛
成
で
す
。

Ｔ
　
自
分
っ
て
だ
れ
？
　

Ｃ
　
話
者
で
す
。

Ｔ
　
そ
う
す
る
と
、
⑥
⑦
行
で
、
話
者
の
心
は
？

Ｃ
　
話
者
の
心
は
、
現
実
は
死
ん
だ
の
だ
け
れ
ど
も
、
死
ん
だ
と
思
い
た
く
な
い
、

と
い
う
二
つ
の
心
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

Ｔ
　
な
ぜ
だ
ろ
う
か
、
考
え
て
ほ
し
い
。

Ｃ
　
「
大
股
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
小
股
と
い
う
と
、
自
分
が
、
い
や
い
や
行
っ
て

い
る
よ
う
だ
け
ど
、「
大
股
で
」
と
い
う
と
自
分
か
ら
す
す
ん
で
と
い
う
気
が
し
ま

す
。

Ｃ
　
何
か
、
一
つ
の
決
意
が
あ
っ
た
か
ら
「
大
股
」
で
歩
み
こ
め
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
。

Ｃ
　
堂
々
と
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
「
歩
み
込
ん
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

わ
か
り
ま
す
。

Ｃ
　
「
ど
っ
し
り
と
し
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
自
信
を
持
っ
て
自
分
か
ら
進
ん
で

い
っ
た
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
こ
の
若
者
は
、
自
分
か
ら
、
自
信
を
も
っ
て
堂
々
と
進
ん
で
い
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
現
実
に
は
死
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
け
ど
、
そ
う
思
い
た
く
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｔ
　
そ
う
思
い
た
く
な
い
と
思
う
ほ
ど
の
…
。

Ｃ
　
若
者
…
。

こ
の
受
容
場
面
は
、
た
い
へ
ん
興
味
ぶ
か
い
。
表
現
の
細
部
ま
で
注
意
を
払
い
な
が

ら
、
て
い
ね
い
な
表
現
学
習
が
成
立
し
て
い
る
。「
或
る
日
　
海
へ
出
て
」
な
ど
の
「
分

か
ち
書
き
」
に
話
者
の
悲
し
み
を
読
み
取
り
、「
も
し
か
し
た
ら
…
の
だ
」
か
ら
、
自
分

か
ら
進
ん
で
、
堂
々
と
、
自
信
を
も
っ
て
、
と
い
う
若
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
と
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、「
現
実
は
死
ん
だ
の
だ
け
れ
ど
も
、
死
ん
だ
と
思
い
た
く
な
い
、
と
い

う
二
つ
の
心
」
を
読
み
取
る
子
ど
も
も
い
る
。「
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
」
は
、
文
芸
研
に

独
自
の
理
論
で
あ
る
。
こ
の
授
業
場
面
か
ら
は
、
こ
の
学
級
の
子
ど
も
た
ち
は
、
文
芸

学
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
」
と
い
う
考
え
方
を
す
で
に
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
表
現
を
手
が
か
り
に
豊
か
に
読
み
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
文
芸
研

に
特
徴
的
な
授
業
風
景
で
あ
る
。

授
業
は
こ
の
あ
と
、
最
後
の
二
行
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
ら
れ
た
。

⑧
「
と
り
残
さ
れ
た
者
ど
も
は
」

⑨
「
泣
い
て
小
さ
な
墓
を
立
て
た
。」

Ｔ
　
さ
て
、
ど
こ
に
手
が
か
り
を
求
め
ま
す
か
。

Ｃ
　
「
小
さ
い
墓
」
の
と
こ
ろ
を
「
大
き
な
墓
」
と
く
ら
べ
て
考
え
て
み
ま
す
。

Ｃ
　
賛
成
で
す
。

Ｔ
　
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

Ｃ
　
大
き
い
と
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
小
さ
い
と
心
が
こ
も
っ
た
と
い
う

か
、
ひ
っ
そ
り
と
残
し
た
感
じ
が
し
ま
す
。

Ｃ
　
小
さ
い
方
が
心
を
こ
め
て
い
る
感
じ
で
す
。

Ｔ
　
ど
こ
に
墓
を
立
て
た
と
考
え
た
ら
い
い
か
な
。

Ｃ
　
み
ん
な
の
心
の
中
に
…
。

子
ど
も
た
ち
は
、「
小
さ
い
墓
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
「
大
き
な
墓
」
と
対
比
し
て
、「
心

の
中
に
立
て
た
墓
」
と
読
み
と
っ
て
い
っ
た
。
対
比
・
類
比
と
い
う
比
較
の
方
法
は
、
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文
芸
研
の
基
礎
学
力
で
あ
り
、
こ
の
学
級
の
子
ど
も
た
ち
は
す
で
に
十
分
身
に
つ
け
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
実
践
を
通
し
て
文
芸
研
の
理
論
は
、
子
ど
も
た
ち
の
「
イ

メ
ー
ジ
を
生
成
す
る
力
」
を
十
分
引
き
だ
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
次
の
よ
う
な

「
お
わ
り
の
感
想
」
を
書
い
た
。

・
私
は
、
若
者
の
生
き
方
は
と
て
も
男
ら
し
く
す
て
き
な
生
き
方
だ
と
思
っ
た
。
自

分
の
意
志
を
も
ち
堂
々
と
海
へ
歩
み
込
ん
だ
か
ら
だ
。
私
は
、
た
だ
、
悔
い
の
な
い

人
生
で
い
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
若
者
の
人
生
を
み
て
、
自
信
を
も
っ
て
堂
々

と
生
き
て
い
く
こ
と
も
す
ば
ら
し
い
し
、
大
切
だ
と
思
っ
た
。（
立
山
な
つ
み
）

・
私
は
「
海
の
若
者
」
を
勉
強
し
て
、
人
々
の
心
の
中
に
生
き
る
こ
と
は
美
し
い
と

思
っ
た
。
キ
ュ
ー
リ
ー
夫
人
の
よ
う
に
世
界
中
に
名
を
あ
げ
た
人
も
す
ば
ら
し
い
け

ど
、
若
者
の
よ
う
に
有
名
に
な
ら
な
く
て
も
人
の
心
に
中
に
生
き
た
ら
同
じ
く
ら
い

ね
う
ち
が
あ
る
と
思
う
。（
吉
浦
由
美
）

こ
の
作
品
を
教
材
化
し
た
授
業
者
の
意
図
は
、「
卒
業
を
間
近
に
ひ
か
え
た
子
ど
も
た

ち
に
、
こ
の
作
品
を
通
し
て
、
人
生
、
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
い
」
と
い
う
こ

と
に
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
「
お
わ
り
の
感
想
」
を
み
る
と
、
そ
の
ね
ら
い
は
じ
ゅ

う
ぶ
ん
達
成
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
授
業
は
、「
展
開
」
型
の
詩
の
特
徴

を
生
か
し
た
豊
か
な
実
践
と
な
っ
て
い
る
。

２
　
「
イ
ナ
ゴ
」
の
授
業

「
一
瞬
」
型
の
詩
と
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
（
詩
集
『
て
ん
ぷ
ら
ぴ
り
ぴ
り
』

一
九
六
八
）。
小
学
校
高
学
年
の
代
表
的
な
教
材
で
あ
る
。

イ
ナ
ゴ
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

は
っ
ぱ
に
と
ま
っ
た

イ
ナ
ゴ
の
目
に

一
て
ん

も
え
て
い
る
夕
や
け

で
も
　
イ
ナ
ゴ
は

ぼ
く
し
か
見
て
い
な
い
の
だ

エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
ま
ま

い
つ
で
も
に
げ
ら
れ
る
し
せ
い
で
…
…

あ
あ
　
強
い
生
き
も
の
と

よ
わ
い
生
き
も
の
の
あ
い
だ
を

川
の
よ
う
に
流
れ
る

イ
ネ
の
に
お
い
！

こ
の
作
品
は
、
イ
ナ
ゴ
と
「
ぼ
く
」
の
一
瞬
の
対
立
世
界
を
描
い
て
い
る
。
話
者
は

「
ぼ
く
」
と
い
う
子
ど
も
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
、
ふ
つ
う
自
分
を

「
強
い
生
き
も
の
」
と
自
覚
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、

イ
ナ
ゴ
と
い
う
「
よ
わ
い
生
き
も
の
」
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、「
強
い
生
き
も
の
」
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
慣
習
的
な
考
え
方

（
価
値
観
）
を
反
転
さ
せ
る
、
す
ぐ
れ
た
「
思
想
」
型
の
作
品
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
特
徴
的
な
点
は
、「
ぼ
く
」
と
い
う
話
者
と
、
イ
ナ
ゴ
と
の
緊
張

（
２
）
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関
係
が
、「
一
瞬
の
時
間
」
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
エ
ン
ジ
ン
を
か

け
た
ま
ま
／
い
つ
で
も
に
げ
ら
れ
る
し
せ
い
で
…
…
」、「
川
の
よ
う
に
流
れ
る
／
イ
ネ

の
に
お
い
！
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
は
、
一
瞬
の
時
間
を
停
止
さ
せ
て
生
ま
れ
た
、
濃

密
な
虚
構
の
空
間
で
あ
る
。

取
り
上
げ
る
授
業
例
は
、
西
郷
竹
彦
の
実
践
（
小
学
校
六
年
）
で
あ
る
。
私
自
身
、

共
同
研
究
者
と
し
て
参
加
し
た
実
験
授
業
で
あ
り
、「
矛
盾
」
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し

た
実
践
で
あ
っ
た
。「
矛
盾
」
は
文
芸
研
の
基
本
的
な
認
識
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

授
業
者
は
、
ま
ず
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
。
イ
ナ
ゴ
は
「
稲
子
」
と
書
き
、

稲
の
子
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
イ
ネ
を
食
べ
る
害
虫
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
人
間
と

イ
ナ
ゴ
の
関
係
は
「
強
い
生
き
も
の
」
と
「
よ
わ
い
生
き
も
の
」
の
関
係
で
あ
る
こ
と
、

殺
し
、
殺
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
。
こ
の
確
認
は
た
く
み
な
布
石
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
後
の
授
業
展
開
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。

次
に
、
こ
の
詩
の
表
現
方
法
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
比
喩
、
倒
置
法
、
視
点

な
ど
で
あ
る
。
西
郷
の
授
業
の
特
徴
は
、
詩
の
方
法
や
詩
の
技
法
を
切
り
口
と
し
て
、

作
品
の
深
い
思
想
に
迫
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
授
業
で
も
、「
も
え
て
い
る
夕
や

け
」「
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
ま
ま
」
な
ど
の
比
喩
、「
い
つ
で
も
に
げ
ら
れ
る
し
せ
い
で

…
」
の
倒
置
法
、
そ
し
て
、
視
点
に
つ
い
て
の
指
導
が
な
さ
れ
た
。
視
点
の
学
習
は
文

芸
研
に
独
自
の
学
習
で
あ
る
。

﹇
視
点
﹈

Ｔ
　
「
ぼ
く
」
と
「
イ
ナ
ゴ
」、
ど
っ
ち
が
見
て
い
る
方
で
、
ど
っ
ち
が
見
ら
れ
て
い

る
方
か
な
？
　
こ
の
詩
の
視
点
は
？
　
Ｃ
　
ぼ
く
。

Ｔ
　
「
ぼ
く
」
が
見
て
い
る
方
で
、
イ
ナ
ゴ
は
　
　
Ｃ
　
見
ら
れ
て
い
る
方
。

Ｔ
　
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
ね
（「
ぼ
く
」
と
「
イ
ナ
ゴ
」
を
指
し
な
が
ら
）、「
ぼ
く
」

の
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
か
な
？
　
わ
か
ら
な
い
か
な
？
　

Ｃ
　
わ
か
る
。

Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
見
ら
れ
て
い
る
方
（
イ
ナ
ゴ
）
の
気
持
ち
は
わ
か
る
か
な
？

Ｃ
　
わ
か
ら
な
い
。

Ｔ
　
わ
か
ら
な
い
ね
。
こ
こ
は
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

西
郷
文
芸
学
は
、
詩
の
表
現
分
析
に
お
い
て
も
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
が
、
中
で
も

「
視
点
論
」
は
西
郷
文
芸
学
の
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
。
文
芸
研
で
は
、
作
品
の
「
視
点
」

を
、
次
の
よ
う
な
図
式
で
指
導
す
る
。

（
気
持
ち
）

（
様
子
）

視
点
人
物
（
見
て
い
る
方
）

わ
か
る
　
　
　
わ
か
ら
な
い

対
象
人
物
（
見
ら
れ
て
い
る
方
）

わ
か
ら
な
い
　
わ
か
る

と
い
う
図
式
で
あ
る
。
視
点
人
物
と
対
象
人
物
の
関
係
を
図
式
化
し
た
表
で
あ
る
。

こ
の
図
式
に
よ
っ
て
、
人
物
の
「
気
持
ち
」
と
「
様
子
」
を
、
視
点
の
構
造
に
よ
っ
て

読
み
分
け
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
主
観
的
な
読
み
取
り
に
な
ら
な
い
た
め
の

有
力
な
理
論
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
と
、
イ
ナ
ゴ
は
、
な
ぜ
、「
ぼ
く
し
か
見
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ

と
が
問
題
と
な
っ
た
。
イ
ナ
ゴ
は
、
ぼ
く
を
敵
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
イ

ナ
ゴ
の
目
に
「
一
て
ん
／
も
え
て
い
る
夕
や
け
」
が
映
っ
て
い
る
の
に
、
イ
ナ
ゴ
は
そ

の
美
し
い
夕
や
け
を
見
て
い
な
く
て
、「
ぼ
く
し
か
見
て
い
な
い
」。
だ
か
ら
、「
ぼ
く
し

か
見
て
い
な
い
の
だ
」
と
、
文
末
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
く
。
そ

の
と
き
の
「
ぼ
く
」
の
気
持
ち
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

（
３
）

（
４
）

（
５
）
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﹇「
ぼ
く
」
の
気
持
ち
﹈

Ｔ
　
「
ぼ
く
」
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
な
ん
で
し
ょ
う
ね
？
　
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て

る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
。
ち
ょ
っ
と
話
し
合
っ
て
み
て
。
ど
ん
な
気
持
ち
な
ん
だ

ろ
う
？

Ｃ
　
（
話
し
合
い
の
あ
と
、
発
表
）

Ｃ
　
さ
み
し
い
。
わ
け
は
、「
ぼ
く
」
は
イ
ナ
ゴ
に
美
し
い
夕
や
け
を
見
て
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。

Ｃ
　
さ
み
し
い
。「
も
え
て
い
る
夕
や
け
を
見
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
も
、

「
で
も
イ
ナ
ゴ
は
／
ぼ
く
し
か
見
て
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
文
が
強
調
し

て
あ
っ
て
、
イ
ナ
ゴ
は
敵
ど
う
し
の
「
ぼ
く
し
か
見
て
い
な
い
」
か
ら
。

Ｃ
　
悲
し
い
。
わ
け
は
、
イ
ナ
ゴ
と
ぼ
く
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
弱
い
立
場
と
強

い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
強
い
立
場
に
あ
る
自
分
し
か
見
て
い
な
い
の
で
、

も
え
て
い
る
夕
や
け
を
見
て
ほ
し
い
な
あ
と
感
じ
て
、
悲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

先
の
図
式
を
ふ
ま
え
た
発
問
で
あ
る
。
視
点
人
物
（
見
て
い
る
方
）
の
「
気
持
ち
」

は
「
わ
か
る
」
と
い
う
視
点
論
を
ふ
ま
え
た
授
業
場
面
で
あ
る
。
視
点
人
物
「
ぼ
く
」

の
気
持
ち
は
、
さ
み
し
い
、
悲
し
い
、
と
い
う
気
持
ち
だ
と
い
う
。
そ
の
理
由
を
考
え

て
い
く
と
、「
イ
ネ
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
」
イ
ナ
ゴ
と
ぼ
く
の
関
係
に
行
き
つ
き
、
と

も
に
イ
ネ
を
た
べ
て
い
る
の
に
、「
強
い
生
き
も
の
」
と
「
よ
わ
い
生
き
も
の
」
に
引
き

裂
か
れ
て
い
る
関
係
が
、
子
ど
も
た
ち
の
関
心
を
と
ら
え
た
。
導
入
時
の
説
明
が
伏
線

と
な
っ
て
生
き
て
い
る
。
一
時
間
目
の
授
業
（
た
し
か
め
よ
み
）
は
、
こ
こ
で
終
わ
る
。

担
任
（
報
告
者
）
の
堀
浩
一
は
、
こ
の
授
業
場
面
に
つ
い
て
、「
す
ご
い
展
開
に
な
っ

て
き
た
。
三
連
の
指
導
か
ら
、
も
う
『
ま
と
め
よ
み
』
に
入
っ
て
い
る
。
イ
ネ
を
は
さ

ん
で
の
人
間
と
イ
ナ
ゴ
の
関
係
、
ど
ち
ら
も
イ
ネ
を
食
べ
て
い
る
か
ら
こ
そ
殺
し
殺
さ

れ
る
関
係
に
な
る
。
な
ん
と
い
う
矛
盾
な
の
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
矛
盾
が
、
こ
の
詩
の
中

か
ら
見
出
せ
る
と
は
、
私
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。
二
時
間
目
、
西
郷
先
生
は
、
子
ど

も
た
ち
を
こ
の
矛
盾
を
は
ら
む
関
係
に
相
対
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち

は
、
こ
の
矛
盾
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
、
ど
う
い
う
思
い
を
も
つ
の
か
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
二
時
間
目
の
「
ま
と
め
よ
み
」
は
、「
矛
盾
」「
美
」
と
い
う
二
つ
に
キ
ー

ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
一
気
に
思
想
的
な
レ
ベ
ル
の
学
習
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

﹇
矛
盾
の
発
見
﹈

Ｔ
　
イ
ネ
が
、
人
間
と
イ
ナ
ゴ
と
を
ど
う
し
て
い
る
の
。
は
な
し
て
い
る
の
？
　
結

ん
で
い
る
の
？

Ｃ
　
結
ん
で
い
る
。
／
Ｃ
　
引
き
さ
い
て
い
る
。
／
Ｃ
　
対
比
。

Ｔ
　
一
つ
の
も
の
の
中
に
対
比
が
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
を
何
と
い
う
か
知
っ
て

る
？

Ｃ
　
…
…
。

Ｔ
　
こ
れ
は
難
し
い
言
葉
だ
け
ど
、
大
事
な
言
葉
だ
か
ら
ね
。（「
矛
盾
」
と
板
書
）

Ｃ
　
あ
あ
、
矛
盾
。

・

Ｔ
　
結
び
つ
け
な
が
ら
、
引
き
さ
い
て
い
る
ん
だ
ね
。
そ
れ
が
イ
ネ
な
ん
だ
ね
。
そ

う
す
る
と
、
川
が
両
方
を
結
ん
で
い
る
と
同
時
に
引
き
さ
い
て
い
る
。
ど
う
い
う

気
持
ち
が
し
て
き
た
？
　
こ
う
い
う
関
係
を
見
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
う
か
、

ノ
ー
ト
に
書
い
て
み
て
、
一
、
二
行
で
い
い
で
す
よ
。

Ｃ
　
同
じ
生
き
物
と
し
て
、
悲
し
い
、
さ
び
し
い
と
思
う
。

Ｃ
　
ど
う
し
て
、
そ
う
い
う
関
係
、
間
柄
が
で
き
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
と
思
い
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ま
し
た
。
／
Ｃ
　
両
方
か
わ
い
そ
う
と
思
い
ま
し
た
。

Ｃ
　
イ
ナ
ゴ
に
心
が
通
じ
る
な
ら
、「
ぼ
く
」
の
心
と
い
う
の
を
教
え
て
あ
げ
た
い
。

・

Ｔ
　
「
イ
ネ
の
に
お
い
！
」
と
感
嘆
符
が
つ
い
て
い
ま
す
ね
。「
イ
ネ
の
に
お
い
！
」、

ど
ん
な
に
お
い
だ
ろ
う
ね
。
こ
の
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
「
イ
ネ
の
に
お
い
」
を
ど

う
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
な
あ
。
君
た
ち
は
、
こ
の
「
イ
ネ
の
に
お
い
」

を
ど
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
。
ち
ょ
っ
と
話
し
合
っ
て
ご
ら
ん
。

Ｃ
　
「
ぼ
く
」
は
、
さ
み
し
い
と
か
悲
し
い
と
い
う
気
持
ち
な
ん
だ
け
ど
、
そ
う
い

う
気
持
ち
が
イ
ナ
ゴ
に
伝
え
ら
れ
な
い
の
で
、
複
雑
な
に
お
い
と
い
う
感
じ
が
し

ま
す
。

Ｃ
　
イ
ネ
の
に
お
い
は
、
す
ご
く
複
雑
で
、
最
後
に
感
嘆
符
が
つ
い
て
い
る
の
は
、

「
ぼ
く
」
が
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
感
じ
を
強
め
て
い
る

と
思
い
ま
し
た
。

Ｃ
　
「
ぼ
く
」
と
イ
ナ
ゴ
の
間
に
「
川
の
よ
う
に
流
れ
る
」「
イ
ネ
の
に
お
い
」
と
い

う
の
だ
か
ら
、
さ
び
し
い
、
悲
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
、
最
後
の
感
嘆
符
は
、「
ぼ

く
」
の
気
持
ち
が
イ
ナ
ゴ
に
通
じ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
感
じ
で
つ
い
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

・

Ｔ
　
複
雑
な
に
お
い
と
い
っ
て
た
け
ど
、
そ
う
い
う
矛
盾
す
る
こ
と
を
、
同
時
に
こ

の
「
イ
ネ
の
に
お
い
！
」
に
感
じ
る
わ
け
ね
。
そ
う
い
う
感
じ
を
、
矛
盾
を
一
つ

に
と
け
あ
わ
せ
た
深
い
味
わ
い
と
い
い
ま
す
。（「
矛
盾
を
一
つ
に
と
け
あ
わ
せ
た

深
い
味
わ
い
・
お
も
し
ろ
さ
」
と
板
書
）
そ
れ
を
、
美
と
い
う
ん
で
す
ね
。
詩
と

い
う
の
は
、
こ
と
ば
の
芸
術
で
す
。
こ
と
ば
の
芸
術
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
心

の
真
実
が
こ
こ
に
あ
る
か
ら
で
す
。（「
詩
―
こ
と
ば
の
芸
術
―
真
実
・
美
」
と
板
書
）

子
ど
も
た
ち
の
関
心
を
、「
矛
盾
」
の
一
点
に
引
き
つ
け
た
、
み
ご
と
な
授
業
場
面
で

あ
る
。「
イ
ナ
ゴ
」
の
実
践
で
、「
矛
盾
＝
美
」
の
構
造
を
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
こ
ま
で

と
ら
え
た
授
業
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
。
あ
る
子
ど
も
は
、
次
の
よ
う
な
「
お
わ
り
の

感
想
」
を
書
い
た
。

「
も
ど
か
し
く
て
し
か
た
な
い
」

六
年
二
組
　
森
田
有
美

た
ま
た
ま
、
強
い
立
場
に
生
ま
れ
て
き
た
だ
け
、
た
ま
た
ま
よ
わ
い
立
場
に
生
ま

れ
た
だ
け
の
ち
が
い
な
の
に
…
…
美
し
い
も
の
は
、
強
い
立
場
、
よ
わ
い
立
場
、
関

係
な
し
に
両
方
が
な
か
よ
く
味
わ
う
の
が
一
番
い
い
に
き
ま
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
、

そ
う
う
ま
く
は
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
イ
ナ
ゴ
」
の
詩
の
「
ぼ
く
」
も
、
い
っ
し
ょ
に
、

美
し
い
夕
や
け
を
イ
ナ
ゴ
と
み
た
か
っ
た
だ
ろ
う
に
、
け
い
か
い
さ
れ
て
、
そ
う
は

い
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
「
ぼ
く
」
が
イ
ナ
ゴ
を
殺
す
の
で
は
な
い
の
に
、
本
能
で
そ

う
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
、
本
能
に
な
る
ぐ
ら
い
、
人
間
に
、
害
だ

か
ら
と
殺
さ
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

稲
の
た
め
に
結
ば
れ
て
、
稲
の
た
め
に
引
き
さ
か
れ
て
…
と
て
も
複
雑
で
も
ど
か

し
い
。
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
矛
盾
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
今
の
私
が
思
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
に
か
ん
た
ん
に
す
ま
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な

い
。
そ
の
美
が
本
当
に
も
ど
か
し
く
て
し
か
た
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
私
は
、
強
い
立

場
、
そ
し
て
ま
わ
り
も
強
い
立
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
の
が
、
た
え
き
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
詩
を
と
お
し
て
、
強
い
立
場
、
よ
わ
い
立
場
の
結
ば
れ
て
い
な
が
ら
引

き
さ
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
矛
盾
を
ひ
と
つ
に
と

け
あ
わ
せ
た
味
わ
い
、
お
も
し
ろ
さ
、
美
…
も
ど
か
し
く
て
し
か
た
な
い
。
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こ
の
感
想
文
に
つ
い
て
、
こ
の
授
業
を
め
ぐ
る
座
談
会
で
、
鶴
田
清
司
は
、「
矛
盾
の

本
質
を
み
ご
と
に
と
ら
え
た
感
想
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
の
「
お

わ
り
の
感
想
」
を
み
る
と
、「
み
ん
な
い
っ
し
ょ
の
生
物
な
の
に
」「
い
っ
し
ょ
に
夕
や

け
を
見
れ
た
ら
」
と
い
っ
た
題
を
つ
け
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
感
想
に
は
、「
矛
盾
」

と
い
う
新
し
い
世
界
に
ふ
れ
た
こ
と
の
驚
き
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

こ
の
授
業
の
ね
ら
い
は
、
み
て
き
た
よ
う
に
、「
矛
盾
」
と
い
う
考
え
方
を
使
っ
て
、

こ
の
詩
の
美
の
構
造
を
と
ら
え
る
、
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
矛
盾
」
の
発
見
に

お
い
て
、
こ
の
作
品
に
設
定
さ
れ
た
時
間
の
特
徴
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
私
が
注
目
す
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
点
で
あ
る
。

作
者
は
、
話
者
「
ぼ
く
」
と
イ
ナ
ゴ
の
間
の
緊
張
関
係
を
、
一
瞬
の
時
間
と
空
間
に

お
い
て
創
造
し
て
い
る
。
イ
ナ
ゴ
の
目
に
「
も
え
て
い
る
夕
や
け
」
も
、
イ
ナ
ゴ
の

「
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
ま
ま
」
の
「
し
せ
い
」
も
、
そ
し
て
、「
川
の
よ
う
に
流
れ
る
／

イ
ネ
の
に
お
い
」
も
、
一
瞬
の
時
間
の
生
み
出
し
た
緊
迫
し
た
場
面
で
あ
る
。
時
間
は

止
ま
り
、
イ
ネ
の
に
お
い
だ
け
が
両
者
の
間
を
流
れ
る
。
一
瞬
を
と
ら
え
た
虚
構
の
時

間
・
空
間
で
あ
る
。
作
者
の
ま
ど
・
み
ち
お
は
、「
イ
ネ
の
に
お
い
！
」
の
フ
レ
ー
ズ
に

「
自
然
の
息
づ
か
い
」
を
感
じ
と
っ
て
ほ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
授
業
も
「
イ
ネ

の
に
お
い
」
で
締
め
括
ら
れ
て
い
た
。

３
　
「
石
」
の
授
業

「
永
遠
」
型
の
詩
と
は
、
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
（
詩
集
『
絶
景
』
一
九
四
〇
）。
小

学
校
高
学
年
、
中
学
校
の
教
材
で
あ
る
。

石
　
　
　
　
　
草
野
心
平

雨
に
濡
れ
て
。

独
り
。

石
が
い
る
。

億
年
を
蔵
し
て
。

に
ぶ
い
ひ
か
り
の
。

も
や
の
な
か
に
。

「
億
年
を
蔵
し
て
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
「
永
遠
の
時
間
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
石
は
、「
独
り
。
／
石
が
い
る
。」
と
、
擬
人
化

に
よ
っ
て
、
億
年
と
い
う
長
い
時
間
（
超
時
間
）
を
生
き
ぬ
い
て
き
た
人
物
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
背
後
に
は
も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
人
生
（
現
実
の
時
間
）
が

対
比
さ
れ
て
い
る
。
石
こ
ろ
を
題
材
と
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
石
の
イ
メ
ー
ジ
は
た
だ

の
石
こ
ろ
で
は
な
く
、「
億
年
を
蔵
し
て
。」
と
い
う
虚
構
の
時
間
に
よ
っ
て
大
き
く
価

値
づ
け
ら
れ
た
石
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
石
の
超
時
間
的
な
存
在
感
を
テ
ー
マ
と

し
た
「
存
在
」
型
の
作
品
で
も
あ
る
。

取
り
上
げ
る
授
業
例
は
、
西
郷
竹
彦
の
実
践
（
小
学
校
六
年
）
で
あ
る
。
美
と
真
実
、

典
型
と
い
う
文
芸
研
の
思
想
を
テ
ー
マ
と
し
た
実
践
で
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、
導
入
に
お
い
て
、
ま
ず
題
材
の
石
の
様
子
が
問
題
と
な
っ
た
。「
雨
に

濡
れ
て
。
／
独
り
。」
は
、
石
を
人
間
の
よ
う
に
み
た
て
た
擬
人
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
あ
と
、「
ど
ん
な
感
じ
？
」
と
問
う
と
、
子
ど
も
た
ち
は
「
か
わ
い
そ
う
」「
さ
み

し
そ
う
」
と
い
う
よ
う
な
感
想
を
述
べ
た
。
そ
の
後
、
以
下
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）
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﹇
億
年
を
蔵
し
て
。﹈

Ｔ
　
こ
の
漢
字
（
蔵
）、
知
っ
て
る
？
「
く
ら
」
ね
。「
く
ら
」
だ
け
ど
、「
ぞ
う
し

て
」
と
読
み
ま
す
。「
億
年
を
蔵
し
て
」（
し
ま
い
こ
ん
で
）
と
い
う
の
で
す
。「
蔵
」

だ
か
ら
、
こ
の
石
の
中
に
は
何
億
年
と
い
う
歴
史
を
し
ま
い
こ
ん
で
い
る
。
こ
こ

に
一
個
の
石
が
あ
る
と
し
ま
す
。
道
端
に
転
が
っ
て
い
る
そ
の
石
が
、
何
億
年
と

い
う
歴
史
を
し
ま
い
こ
ん
で
い
る
ん
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
た
こ
と
の
あ
る

人
？
　

Ｃ
　
（
挙
手
な
し
）

Ｔ
　
と
こ
ろ
が
、
草
野
心
平
さ
ん
は
、「
あ
、
こ
の
石
に
は
何
億
年
と
い
う
歴
史
が
あ

る
。
何
億
年
と
い
う
歴
史
を
し
ま
い
こ
ん
で
い
る
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
に
考
え
る

の
で
す
。

・

﹇
作
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
﹈

Ｔ
　
ち
ょ
っ
と
詩
を
み
て
く
だ
さ
い
。「
億
年
を
蔵
し
て
」「
石
が
」「
い
る
」。
こ
れ

だ
け
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
す
。
だ
け
ど
、
み
ん
な
は
、
実
際

に
石
を
見
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
こ
と
あ
る
？

Ｃ
　
な
い
。

Ｔ
　
な
い
で
す
ね
。
こ
う
い
う
人
、
こ
う
い
う
考
え
方
、
ど
う
思
う
？

Ｃ
　
心
が
豊
か
な
人
と
い
う
か
、
心
が
広
い
人
と
い
う
か
、
も
の
ご
と
を
よ
く
理
解

す
る
人
。

C

石
に
な
っ
た
気
持
ち
に
な
れ
る
人
。

Ｃ
　
石
を
自
分
に
た
と
え
て
、
様
子
や
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
の
で
、

す
ば
ら
し
い
人
だ
と
思
っ
た
。

Ｃ
　
石
に
な
り
き
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
す
ご
い
と
思
う
。

Ｔ
　
こ
の
あ
と
に
、
も
う
二
行
あ
る
の
で
す
。

に
ぶ
い
ひ
か
り
の
。

も
や
の
な
か
に
。

Ｔ
　
こ
の
石
と
い
う
の
は
、
も
や
ー
と
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
、
境
目
が
は
っ
き
り

し
な
い
、
ど
こ
ま
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
こ
う
い
う
世
界
の
ま
ん
中
（
中
心
）

に
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
授
業
は
、
作
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

て
い
る
。「
億
年
を
蔵
し
て
」「
独
り
」「
石
が
い
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
、
そ
の
よ
う
な

も
の
の
見
方
に
、
子
ど
も
た
ち
は
驚
い
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
詩
に
流
れ
る
時
間

が
、
自
分
た
ち
の
常
識
的
な
時
間
意
識
、
時
間
感
覚
と
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
驚
き
を
も
っ
て
実
感
し
て
い
く
。
導
入
段
階
で
の
「
か
わ
い
そ
う
」「
さ
み
し
い
」

と
い
う
石
に
対
す
る
同
情
的
な
感
想
が
、
作
者
の
も
の
の
見
方
に
対
す
る
「
す
ば
ら
し

い
」「
す
ご
い
」
と
い
う
感
想
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
ま
で
が
、
文
芸
研
方
式
の

「
た
し
か
め
よ
み
」
で
あ
る
。

こ
の
後
、「
ま
と
め
よ
み
」
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
。

﹇
た
だ
の
石
だ
け
ど
価
値
が
あ
る
﹈

Ｔ
　
こ
の
「
石
」
は
、
さ
っ
き
み
ん
な
も
言
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
、
宝
石
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
り
ふ
れ
た
、
た
だ
の
石
こ
ろ
で
す
。
で
も
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん

で
く
る
と
、
こ
の
石
、
ど
ん
な
感
じ
が
し
て
く
る
？

Ｃ
　
み
ん
な
が
知
ら
な
い
歴
史
を
い
っ
ぱ
い
知
っ
て
い
る
、
す
ご
い
石
。

Ｃ
　
す
ご
い
。

Ｃ
　
め
ず
ら
し
い
。
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Ｃ
　
た
だ
の
石
じ
ゃ
な
く
て
、
価
値
の
あ
る
石
に
見
え
て
き
た
。

Ｃ
　
長
い
歴
史
を
も
っ
た
偉
い
石
。

Ｔ
　
な
る
ほ
ど
ね
え
。「
石
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
へ
ん
の
た
だ
の
石
こ
ろ
で
す
。
別

に
宝
石
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
の
石
な
ん
だ
け
ど
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
億
年
の

歴
史
を
し
ま
い
こ
ん
で
い
る
ん
だ
と
見
る
と
、
何
か
長
い
歴
史
を
生
き
て
き
た
、

す
ご
い
、
め
ず
ら
し
い
、
価
値
の
あ
る
、
偉
い
と
い
う
感
じ
に
な
り
ま
す
。
た
だ

の
石
だ
け
ど
価
値
が
あ
る
。
普
通
そ
う
い
う
こ
と
、
あ
る
か
な
？

Ｃ
　
な
い
。

Ｔ
　
そ
う
い
う
の
、
何
と
い
う
の
か
な
？

Ｃ
　
矛
盾
だ
と
思
い
ま
す
。

・

﹇
美
と
真
実
﹈

Ｔ
　
こ
の
石
は
た
だ
の
石
だ
け
ど
、
あ
る
考
え
方
を
す
る
と
、
す
ご
い
な
あ
、
価
値

が
あ
る
な
あ
と
思
え
て
く
る
。
こ
う
い
う
の
が
、
つ
ま
り
、
お
も
し
ろ
い
と
い
う

の
で
す
。
六
年
生
だ
か
ら
、
む
ず
し
い
言
葉
で
い
う
と
、
こ
れ
を
「
美
」
と
い
う
の

で
す
。
き
れ
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
石
こ
ろ
は
た
だ
の
石
こ
ろ
で
す
が
、
え

ら
い
、
価
値
の
あ
る
も
の
に
見
え
て
く
る
。
そ
れ
を
お
も
し
ろ
い
と
い
う
の
で
す
。

お
も
し
ろ
い
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
石
だ
か
ら
、
何
億
年
と
い
う
歴
史
を
も
っ
て
生

き
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
。
言
わ
れ
て
み
る
と
、
そ
の
と
お
り
だ
、
と
い
う

こ
と
を
「
真
」
と
い
う
の
で
す
。
す
ば
ら
し
い
詩
と
い
う
の
は
、「
な
る
ほ
ど
そ
う

だ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
か
も
「
お
も
し
ろ
い
」
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。

・

﹇
典
型
化
﹈

Ｔ
　
考
え
て
み
る
と
、
石
こ
ろ
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
ね
。
み
な
さ
ん
の
命
だ
っ
て
、
ず

ー
っ
と
長
い
過
去
か
ら
つ
な
が
っ
て
き
て
今
こ
こ
に
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら

ま
た
ず
ー
っ
と
未
来
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

Ｔ
　
こ
の
詩
は
、
た
だ
石
こ
ろ
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

人
間
、
自
分
と
い
う
も
の
に
置
き
か
え
て
み
て
も
い
い
の
で
す
。
た
だ
の
人
間
だ

け
ど
、
遠
い
長
い
命
の
歴
史
を
ず
っ
と
つ
な
げ
て
き
て
、
こ
こ
に
い
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
か
ら
も
、
も
し
か
し
た
ら
、
ず
ー
っ
と
未
来
に
向
け
て
つ
な
が
っ
て
い
く
ん

だ
、
と
考
え
る
と
、
自
分
の
命
が
か
け
が
え
な
の
な
い
、
と
て
も
尊
い
も
の
だ
と

い
う
感
じ
が
し
て
き
ま
す
ね
。

文
芸
研
の
「
ま
と
め
よ
み
」
で
は
、
詩
の
世
界
の
美
の
構
造
、
思
想
、
典
型
な
ど
が

指
導
さ
れ
る
が
、
こ
の
授
業
で
は
そ
の
す
べ
て
を
取
り
入
れ
て
い
る
。「
ま
と
め
よ
み
」

に
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
石
に
対
し
て
「
す
ご
い
石
」「
価
値
の
あ
る
石
」「
偉
い

石
」
と
い
っ
た
評
価
を
与
え
て
い
る
。
導
入
段
階
で
の
「
か
わ
い
そ
う
」「
さ
み
し
い
」

と
い
っ
た
同
情
的
な
感
想
は
、
全
く
影
を
ひ
そ
め
た
。

最
後
は
「
典
型
化
」
の
場
面
で
あ
っ
た
。「
石
の
命
」
を
「
子
ど
も
た
ち
の
命
」
に
重

ね
て
説
明
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
文
学
の
世
界
を
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
現
実
に
対

応
さ
せ
る
「
典
型
化
」（
典
型
読
み
）
は
、
文
芸
研
に
独
自
の
授
業
理
論
で
あ
る
。

こ
の
授
業
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
「
お
わ
り
の
感
想
」
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

・
今
日
の
授
業
で
、
そ
こ
に
あ
る
た
だ
の
石
こ
ろ
で
も
、
億
年
と
い
う
長
い
長
い
歴

史
を
通
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
中
に
生
き
て
い
て
、
す
ご
い
な
あ
と
思
い

ま
し
た
。
日
ご
ろ
価
値
が
な
い
と
思
う
も
の
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

価
値
が
あ
る
と
わ
か
り
ま
し
た
。
今
日
勉
強
し
た
こ
と
を
役
立
て
た
い
で
す
。（

涼
子
）
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・
今
日
西
郷
先
生
に
「
石
」
の
詩
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
、
す
ご
い
な
あ
と
思
い
ま

し
た
。
た
だ
一
つ
の
石
こ
ろ
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
石
こ
ろ
、
そ
れ
を
見
て
少
し
見
方

を
変
え
る
だ
け
で
、
石
を
人
に
た
と
え
た
り
、
私
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
え

て
、
す
ご
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。（
陽
子
）

こ
の
感
想
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、「
石
」
に
対
す
る
見
方
の
変
容
だ
け
で
な
く
、
作
者

の
も
の
の
見
方
に
対
す
る
驚
き
を
実
感
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

授
業
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
私
の
い
う
「
見
方
の
詩
教
育
」
の
成
立
し
た
、
典

型
的
な
受
容
反
応
と
み
ら
れ
る
。「
教
材
を
教
え
る
」
だ
け
で
な
く
、「
教
材
で
、
新
し

い
見
方
を
発
見
し
て
い
く
」
詩
の
す
ぐ
れ
た
実
践
例
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
石
の
存

在
感
を
、「
永
遠
の
時
間
」
と
い
う
虚
構
の
時
間
で
と
ら
え
た
詩
で
あ
り
、
取
り
上
げ
た

授
業
は
、
そ
の
特
徴
を
う
ま
く
生
か
し
た
実
践
で
あ
っ
た
。

４
　
「
大
阿
蘇
」
の
授
業

詩
の
世
界
に
は
、「
一
瞬
」
と
「
永
遠
」
の
時
間
を
重
ね
た
作
品
も
あ
る
。
次
の
よ
う

な
詩
（
詩
集
『
春
の
岬
』
一
九
二
五
）
で
あ
る
。
中
学
校
の
代
表
的
な
教
材
で
あ
る
。

大
阿
蘇
　
　
　
　
三
好
達
治

雨
の
中
に
馬
が
た
っ
て
ゐ
る

一
頭
二
頭
子
馬
を
ま
じ
へ
た
馬
の
群
れ
が
　
雨
の
中
に
た
つ
て
ゐ
る

雨
は
蕭
々
と
降
つ
て
ゐ
る

馬
は
草
を
た
べ
て
ゐ
る

尻
尾
も
背
中
も
た
て
が
み
も
　
ぐ
つ
し
よ
り
と
濡
れ
そ
ぼ
っ
て

彼
ら
は
草
を
た
べ
て
ゐ
る

草
を
た
べ
て
ゐ
る

あ
る
も
の
は
ま
た
草
も
た
べ
ず
に
　
き
よ
と
ん
と
し
て
う
な
じ
を
垂
れ
て
た
つ
て
ゐ
る

雨
は
降
つ
て
ゐ
る
　
蕭
々
と
降
つ
て
ゐ
る

山
は
煙
を
あ
げ
て
ゐ
る

中
岳
の
頂
か
ら
　
う
す
ら
黄
ろ
い
　
重
つ
苦
し
い
噴
煙
が
濛
々
と
あ
が
つ
て
ゐ
る

空
い
ち
め
ん
の
雨
雲
と

や
が
て
そ
れ
は
け
じ
め
も
な
し
に
つ
づ
い
て
ゐ
る

馬
は
草
を
食
べ
て
ゐ
る

艸
千
里
浜
の
と
あ
る
丘
の

雨
に
洗
は
れ
た
青
草
を
　
彼
ら
は
い
つ
し
ん
に
た
べ
て
ゐ
る

た
べ
て
ゐ
る

彼
ら
は
そ
こ
に
み
ん
な
静
か
に
た
っ
て
ゐ
る

ぐ
つ
し
よ
り
と
雨
に
濡
れ
て
　
い
つ
ま
で
も
ひ
と
つ
と
こ
ろ
に
　
彼
ら
は
静
か
に
た

つ
て
ゐ
る
　
　

も
し
も
百
年
が
　
こ
の
一
瞬
に
た
つ
た
と
し
て
も
　
何
の
不
思
議
も
な
い
だ
ら
う

雨
が
降
つ
て
ゐ
る
　
雨
が
降
つ
て
ゐ
る

雨
は
蕭
々
と
降
つ
て
ゐ
る

こ
の
作
品
も
ま
た
、
時
間
を
主
題
と
し
た
詩
で
あ
る
。「
時
間
」
型
の
分
類
で
い
え
ば
、

「
永
遠
」
型
の
作
品
で
あ
る
が
、「
一
瞬
が
永
遠
」
と
い
う
主
題
を
表
す
詩
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
村
野
四
郎
は
「
時
間
的
観
念
を
忘
失
さ
せ
る
よ
う

な
」「
茫
漠
感
と
静
寂
感
」
を
主
題
と
み
て
い
る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
批
評
で
あ
る
。

（
10
）
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こ
の
詩
は
中
学
校
の
代
表
的
な
教
材
な
の
で
、
先
行
実
践
は
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、

新
し
い
観
点
か
ら
の
実
践
を
取
り
上
げ
た
い
。
文
芸
研
の
麻
生
信
子
の
実
践
（
中
学
三

年
）
で
あ
る
。
麻
生
の
実
践
は
、「
一
瞬
に
し
て
永
遠
、
永
遠
に
し
て
一
瞬
」
と
い
う
美

の
構
造
を
主
題
と
し
た
実
践
で
あ
る
。
麻
生
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

眼
前
に
展
開
し
て
い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
現
在
の
阿
蘇
の
情
景
で
あ
る
。

話
者
の
目
と
心
に
見
え
る
情
景
を
、
読
者
も
一
緒
に
見
て
い
く
。
眼
前
に
展
開
す
る

大
阿
蘇
の
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
な
が
ら
、
読
者
は
こ
の
一
瞬
の
情
景
が
太
古
か
ら

現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
と
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
世
界
で
あ
る
こ
と
を
読

み
と
る
の
で
あ
る
。
／
「
〜
て
ゐ
る
」
と
い
う
現
在
進
行
形
の
文
末
、
句
読
点
に
く

ぎ
ら
れ
な
い
で
ず
っ
と
続
い
て
流
れ
て
い
く
表
現
。
こ
れ
が
、
眼
前
の
一
瞬
の
情
景

を
永
遠
に
つ
づ
か
せ
る
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
る
。「
も
し
も
百
年
が
　
こ
の
一

瞬
に
た
つ
た
と
し
て
も
　
何
の
不
思
議
も
な
い
だ
ら
う
」
と
い
う
話
者
の
感
慨
が
、

文
末
表
現
に
よ
っ
て
す
ん
な
り
と
読
者
の
心
に
入
っ
て
く
る
。
一
瞬
に
し
て
永
遠
、

永
遠
に
し
て
一
瞬
。
こ
の
美
の
構
造
を
ぜ
ひ
と
も
子
ど
も
に
わ
か
ら
せ
た
い
も
の
で

あ
る
。

こ
の
教
材
解
釈
は
、「
現
実
を
ふ
ま
え
て
現
実
を
こ
え
る
」
と
い
う
文
芸
研
の
虚
構
論

と
、
矛
盾
の
中
に
美
の
構
造
を
み
て
い
く
美
の
教
育
論
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
虚
構
の
時
間
と
美
の
構
造
の
学
習
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。

授
業
（
全
三
時
間
）
の
〔
１
時
限
〕
の
「
は
じ
め
の
感
想
」
で
は
、
生
徒
た
ち
は
、

「
さ
び
し
い
、
静
か
だ
、
暗
い
、
ゆ
っ
く
り
時
が
流
れ
て
い
く
、
広
大
だ
」
と
い
う
よ
う

な
感
想
を
も
っ
た
。
初
発
の
す
な
お
な
感
想
と
思
わ
れ
る
が
、「
馬
」
に
目
を
止
め
て
い

る
生
徒
は
皆
無
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
初
発
の
感
想
段
階
で
は
、「
馬
」
に
全
く
関
心
が

向
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、「
表
現
上
で
気
づ
い
た
こ
と
」
の
班
ご
と
の
調
べ
学
習
で
は
、
生
徒
た
ち
は
以

下
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
・
句
読
点
が
な
い
　
・
長
い
一
連
の
詩
　
・
馬

が
途
中
か
ら
「
彼
ら
」
と
人
格
化
さ
れ
て
い
る
　
・
20
行
目
に
話
者
の
思
い
が
出
て
い

る
　
・
雨
と
馬
の
こ
と
が
く
ど
く
ど
書
か
れ
て
い
る
　
・
真
中
に
山
の
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
　
・
題
名
が
「
阿
蘇
」
で
は
な
く
「
大
阿
蘇
」
と
「
大
」
が
つ
い
て
い
る
　
・

長
い
行
、
短
い
行
が
入
り
乱
れ
て
い
る
」。

い
ず
れ
も
こ
の
詩
の
表
現
上
の
特
徴
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
。
最
後
の
感
想
に
対
し

て
は
、
詩
の
形
が
雨
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
一
字
分
五
ミ
リ
で

ノ
ー
ト
に
線
を
引
か
せ
て
、
確
か
め
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。（〔
２
時
限
〕
は
、
美
の
構

造
を
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
に
、「
〜
で
あ
る
と
同
時
に
〜
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
進

め
た
、
と
あ
る
が
、
授
業
記
録
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。）

〔
３
時
限
〕
は
、
い
よ
い
よ
、「
馬
の
姿
」
に
焦
点
を
当
て
る
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の

授
業
で
あ
る
。
授
業
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

﹇「
馬
」
に
注
目
す
る
と
﹈

Ｔ
　
「
馬
」
が
「
大
阿
蘇
」
の
「
大
」
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
。「
馬
」
の
描
き
方

を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
詩
を
三
つ
に
分
け
て
ご
ら
ん
。

Ｐ
　
（
１
〜
９
／
10
〜
13
／
14
〜
22
、
に
分
け
る
。）

Ｔ
　
馬
が
出
て
く
る
の
は
、
１
〜
９
と
14
〜
22
で
す
ね
。
前
半
の
馬
と
後
半
の
馬
を

く
ら
べ
て
ご
ら
ん
。

Ｐ
　
前
半
の
馬
は
、
話
者
が
近
く
か
ら
見
て
い
る
け
ど
、
後
半
の
馬
は
遠
く
か
ら
見

て
い
る
。

Ｐ
　
前
半
の
馬
は
一
頭
一
頭
ち
が
う
。
一
頭
一
頭
別
々
の
こ
と
を
し
て
い
る
け
ど
、

（
12
）

（
11
）

（
13
）
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後
半
の
馬
は
み
な
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
。

Ｔ
　
前
半
の
馬
と
後
半
の
馬
は
別
々
の
馬
？

Ｐ
　
同
じ
馬
。

Ｔ
　
そ
う
な
ら
、「
前
半
で
は
〜
な
の
に
、
後
半
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
の
方

が
い
い
と
思
う
よ
。
聞
い
て
い
る
と
、
別
の
馬
の
よ
う
に
思
え
る
か
ら
。

Ｐ
　
前
半
で
は
勝
手
と
い
う
か
、
別
々
の
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、

後
半
で
は
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。

Ｐ
　
私
も
同
じ
で
、
前
半
で
は
思
い
思
い
に
、
た
と
え
ば
「
一
頭
二
頭
子
馬
を
ま
じ

へ
た
馬
の
群
れ
」
と
か
「
あ
る
も
の
は
ま
た
草
も
食
べ
ず
に
　
き
よ
と
ん
と
し
て

い
た
」
と
か
で
、
思
い
思
い
に
草
原
で
生
活
し
て
い
る
の
に
、
後
半
で
は
ま
と
ま
っ

て
い
ま
す
。

Ｔ
　
ま
と
ま
つ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
？

Ｐ
　
「
い
つ
し
ん
に
」
と
か
で
す
。

Ｔ
　
「
み
ん
な
静
か
に
」
と
か
「
ひ
と
つ
と
こ
ろ
に
」
と
か
で
も
、
ま
と
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

Ｐ
　
前
半
は
暗
い
と
い
う
か
、
一
頭
二
頭
が
自
分
の
し
た
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
、

孤
独
の
よ
う
な
感
じ
な
ん
だ
け
ど
、
後
半
に
な
る
と
、
明
る
い
。
み
ん
な
集
ま
っ

て
、
静
か
な
ん
だ
け
ど
、
満
足
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。

Ｔ
　
一
時
間
目
に
雨
の
形
を
線
を
引
い
て
み
た
ね
。
そ
し
て
、
馬
の
呼
称
を
書
い
て

み
た
ね
。
あ
れ
を
参
考
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
か
。

Ｐ
　
前
半
は
、「
馬
」「
馬
」
と
、
別
々
の
馬
が
書
い
て
あ
っ
て
、「
彼
ら
」
は
一
回
し

か
出
て
こ
な
い
け
ど
、
後
半
は
、「
彼
ら
」「
彼
ら
」
と
ま
と
ま
っ
た
姿
が
書
い
て

あ
る
と
思
い
ま
す
。

Ｐ
　
「
馬
」
の
こ
と
を
「
彼
ら
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
馬
を
尊
敬
し
て
い
る
よ
う

だ
。

Ｔ
　
話
者
に
と
っ
て
、
ど
う
し
て
馬
の
姿
が
そ
ん
な
に
感
動
的
な
ん
で
し
ょ
う
。

Ｐ
　
馬
を
一
頭
一
頭
み
る
と
、
自
由
に
、
し
た
い
よ
う
に
、
思
い
思
い
に
生
き
て
い

る
。
そ
れ
を
遠
く
か
ら
じ
っ
と
眺
め
て
み
る
と
、
ま
と
ま
っ
て
仲
良
く
生
き
て
い

る
、
と
い
う
の
は
と
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

Ｔ
　
調
和
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
同
じ
表
情
、
同
じ
行
動
を
し
て
い
る
か
ら
ま
と
ま

っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
思
い
思
い
の
表
情
、
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て
い
て
、

そ
れ
が
全
体
と
し
て
調
和
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

・

﹇「
大
」
と
は
何
か
﹈

Ｔ
　
で
も
、
ま
だ
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
。
こ
ん
な
馬
の
姿
が
「
大
阿
蘇
」
の
「
大
」

に
つ
な
が
る
か
な
？

Ｐ
　
「
大
」
と
い
う
の
は
、
す
ば
ら
し
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

Ｔ
　
な
る
ほ
ど
、「
大
人
物
」
と
か
「
大
物
」
と
か
言
い
ま
す
ね
。

Ｐ
　
り
っ
ぱ
。
／
す
ば
ら
し
い
。
／
理
想
。

Ｔ
　
そ
う
。「
大
」
は
「
大
き
い
」
の
他
に
、「
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
も
、

辞
書
に
ち
ゃ
ん
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
馬
の
姿
は
ど
う
で
す

か
。

Ｐ
　
す
ば
ら
し
い
。
／
感
動
的
。
／
美
し
い
。

Ｔ
　
艸
千
里
浜
か
ら
中
岳
、
そ
し
て
艸
千
里
浜
へ
と
広
が
っ
て
い
く
空
間
の
雄
大
さ

も
「
大
」
で
あ
る
し
、
太
古
か
ら
現
在
、
未
来
へ
と
長
く
長
く
流
れ
て
い
く
悠
久

の
時
間
の
流
れ
も
「
大
」
で
す
ね
。
で
も
、「
大
」
は
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
大
自

然
の
懐
深
く
抱
か
れ
て
生
き
る
馬
た
ち
の
自
由
で
の
び
の
び
し
た
思
い
思
い
の
表

情
、
し
ぐ
さ
。
で
も
そ
れ
を
全
体
的
に
み
る
と
、
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
静
か
に
調
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和
し
て
生
き
て
い
る
。
充
足
し
た
、
満
ち
足
り
た
命
と
で
も
言
い
た
い
ね
。
そ
の

内
容
が
や
っ
ぱ
り
「
大
」
な
ん
で
す
ね
。

こ
の
場
面
で
は
、「
馬
」
の
様
子
を
大
き
く
取
り
あ
げ
て
い
る
。「
馬
」
は
、
初
発
の

感
想
で
は
生
徒
た
ち
の
関
心
を
引
く
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
面
で
は
、

「
馬
」
と
「
大
」
は
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
、
を
考
え
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

生
徒
た
ち
は
、
追
求
し
て
い
く
う
ち
に
、
前
半
の
馬
の
様
子
と
後
半
の
馬
の
様
子
は
、

全
く
違
う
の
に
「
調
和
」
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
て
い
く
。

こ
れ
ま
で
の
授
業
研
究
で
は
、
多
く
の
場
合
、「
悠
久
の
時
間
」
と
「
広
大
な
空
間
」

か
ら
、「
一
瞬
が
永
遠
」
と
い
う
主
題
を
と
ら
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

「
馬
」
の
様
子
（
と
く
に
前
半
と
後
半
の
対
比
と
「
調
和
」）
に
焦
点
を
あ
て
て
、「
大
阿

蘇
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
く
実
践
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
の
実
践
で
あ

る
。
麻
生
は
、
こ
の
実
践
の
最
後
に
、
一
人
の
生
徒
の
「
お
わ
り
の
感
想
」
を
引
い
て

い
る
。僕

の
初
め
の
感
想
は
、
静
か
な
感
じ
が
す
る
な
あ
、
ぐ
ら
い
の
感
想
で
し
た
。
そ

の
感
想
が
、
こ
の
詩
に
か
く
さ
れ
た
こ
と
を
学
ん
で
い
る
う
ち
に
、
ど
ん
ど
ん
ふ
く

ら
ん
で
、
つ
い
に
は
感
動
す
る
ほ
ど
の
詩
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
感

動
と
は
、
詩
の
様
子
を
文
図
に
し
て
み
る
と
そ
の
図
は
な
ん
と
山
の
形
と
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
前
半
の
馬
の
様
子
と
後
半
の
馬
の
様
子
を
読
み
く
ら
べ
て
み
る
と
、

ま
た
お
ど
ろ
く
こ
と
に
、
今
ま
で
な
ん
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
部
分
が
、
み
つ
か

り
ま
し
た
。
前
半
の
文
で
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
、
別
々
、
思
い
思
い
、
お
の
お
の
」
と
い

う
感
じ
で
、
後
半
は
そ
れ
と
対
比
し
て
、「
い
っ
し
ん
、
彼
ら
、
み
ん
な
、
ひ
と
つ
と

こ
ろ
に
、
集
ま
っ
て
い
る
、
統
一
、
調
和
」
と
い
う
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て

大
阿
蘇
の
「
大
」
と
は
、
空
間
、
永
遠
、
思
い
思
い
に
生
き
な
が
な
が
ら
調
和
の
あ

る
統
一
と
い
う
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
詩
が
雨
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
ま
し
た
。
初
め
の
感
想
と
お
わ
り
の
感
想
の
ち
が
い
は
、
と
て
も
す
ご
く
な
り

ま
し
た
。

「
大
阿
蘇
」
の
学
習
で
学
ん
だ
こ
と
を
要
約
し
た
感
想
文
で
あ
る
。
と
く
に
目
に
つ

く
の
は
、
馬
の
様
子
の
変
化
を
て
い
ね
い
に
読
み
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

「
大
阿
蘇
」
の
「
大
」
は
、「
空
間
、
永
遠
」、
馬
の
姿
の
「
統
一
・
調
和
」
を
す
べ
て
ふ

く
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
発
見
に
、
こ
の
生
徒
は
驚
き
を
示
し
て
い
る
。
は
じ
め

と
お
わ
り
の
感
想
の
差
異
が
、
こ
の
授
業
の
成
果
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
授

業
の
ね
ら
い
を
、
正
確
に
と
ら
え
た
感
想
文
で
あ
る
。

な
お
、
文
芸
研
で
は
、
こ
の
実
践
以
後
、
西
郷
竹
彦
よ
っ
て
、
さ
ら
に
全
く
新
し
い

角
度
か
ら
の
実
験
授
業
が
試
み
ら
れ
た
。「
平
等
的
・
差
別
的
」
と
い
う
新
し
い
考
え
方

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
を
使
っ
た
実
践
で
あ
る
。
私
も
共
同
研
究
者
と
し
て
立
ち
会
っ
た
実
践

で
あ
っ
た
が
、「
一
瞬
が
永
遠
」
と
い
う
「
時
間
」
型
の
特
徴
を
生
か
し
た
、
全
く
新
し

い
「
思
想
」
型
の
実
践
で
あ
る
。

研
究
の
ま
と
め

以
上
、
本
稿
で
は
、「
時
間
」
型
の
詩
の
受
容
指
導
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
取
り

あ
げ
て
き
た
詩
教
材
は
、
人
（
海
の
若
者
）
・
モ
ノ
（
イ
ナ
ゴ
、
石
）
・
コ
ト
（
大
阿

蘇
）
で
あ
っ
た
。
題
材
は
、
人
・
モ
ノ
・
コ
ト
で
あ
っ
て
も
、
詩
の
世
界
に
お
い
て
、

虚
構
の
時
間
を
生
成
・
表
現
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
詩
人
に
よ
っ
て
生

成
・
表
現
さ
れ
た
虚
構
の
時
間
は
、
題
材
の
人
・
モ
ノ
・
コ
ト
の
存
在
感
や
思
想
性
を

（
14
）
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大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
。
受
容
指
導
の
典
型
的
な
授
業
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
そ

の
点
を
実
践
的
に
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

従
来
の
詩
の
教
材
研
究
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
な
虚
構
の
時
間
に
あ
ま

り
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
。
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
な
作
品
も
、
一
般
に
は
主
題
と
表

現
と
い
う
要
素
で
分
析
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
見
て
き
た
よ
う
な
詩
の
世
界
は
、
豊

か
な
虚
構
の
時
間
を
生
成
・
表
現
し
た
世
界
で
も
あ
る
。
授
業
モ
デ
ル
の
分
析
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
時
間
」
型
の
分
類
で
い
え
ば
、
同
じ
よ
う
な
時
間

構
造
を
も
っ
た
作
品
の
「
つ
づ
け
読
み
」
に
よ
っ
て
、
時
間
を
虚
構
化
し
て
い
く
虚
構

の
方
法
、
詩
の
方
法
を
、
類
型
と
し
て
学
習
＝
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
を
類
型

的
に
み
て
い
く
教
材
論
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
野
上
善
右
「『
海
の
若
者
』（
佐
藤
春
夫
）
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
小
学
校
中
学
年
』

明
治
図
書
　
一
九
八
二
　
所
収
。
飯
塚
市
東
小
学
校
六
年
を
対
象
と
し
た
授
業
で
あ
る
。

（
２
）
た
と
え
ば
、
学
習
指
導
書
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。「
主
題
ー
ぼ
く
は
、
イ
ナ

ゴ
の
目
に
燃
え
る
夕
焼
け
を
見
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ナ
ゴ
は
、
い
つ
で
も
逃
げ
ら
れ
る
姿

勢
で
ぼ
く
だ
け
を
見
て
い
る
の
だ
。
イ
ナ
ゴ
に
と
っ
て
ぼ
く
は
敵
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
か
。

美
し
い
夕
焼
け
を
共
有
す
る
こ
と
も
な
く
、
お
た
が
い
を
へ
だ
て
る
よ
う
に
イ
ネ
の
に
お
い

が
川
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。
大
き
な
自
然
の
中
の
、
強
い
も
の
と
弱
い
も
の
と
、
生
き
る

と
い
う
現
実
の
何
と
き
び
し
く
、
悲
し
い
こ
と
か
。」（「
教
材
研
究
・
イ
ナ
ゴ
」『
新
版
国
語

６
年
上
教
師
用
指
導
書
』
教
育
出
版
　
一
九
九
二
　
一
六
〇
頁
。）

（
３
）
堀
浩
一
「
ま
ど
み
ち
お
『
イ
ナ
ゴ
』
の
授
業
」『
文
芸
教
育
』
56
号
　
明
治
図
書

一
九
九
一
、
所
収
。
岩
国
市
立
中
洋
小
学
校
六
年
を
対
象
と
し
た
、
西
郷
の
研
究
授
業
で
あ

り
、
学
級
担
任
の
堀
浩
一
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
西
郷
に
は
、「
詩
『
い
な

ご
』
の
授
業
」『
西
郷
竹
彦
文
芸
教
育
著
作
集
14

文
芸
の
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
七
七
、

と
い
う
授
業
記
録
も
あ
る
。
文
芸
研
の
授
業
と
し
て
は
、
ほ
か
に
、
五
十
嵐
和
子
「『
イ
ナ

ゴ
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小
学
校
高
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
が
あ

る
。

（
４
）「
矛
盾
」
は
、
文
芸
研
の
「
関
連
・
系
統
指
導
案
」
で
は
、
中
学
・
高
校
で
指
導
す
べ
き
認

識
方
法
で
あ
る
（
西
郷
竹
彦
「
国
語
科
教
育
の
関
連
・
系
統
指
導
」『
国
語
教
育
事
典
』
明

治
図
書
　
一
九
八
九
　
四
三
頁
）。
こ
の
実
践
で
は
小
学
校
六
年
生
を
対
象
と
し
て
指
導
さ

れ
て
い
る
。

（
５
）
西
郷
文
芸
学
の
視
点
論
に
つ
い
て
は
、
足
立
悦
男
「
視
点
論
の
意
義
と
構
造
」『
西

郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
を
参
照
。

（
６
）
鶴
田
清
司
は
、
こ
の
感
想
文
に
つ
い
て
、「
有
美
さ
ん
の
『
も
ど
か
し
く
て
し
か
た
な
い
』

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
矛
盾
と
い
う
こ
と
を
と
ら
え
た
感
想
で
す
ね
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い

か
ら
、
も
ど
か
し
く
て
な
ら
な
い
。
矛
盾
の
本
質
を
み
ご
と
に
と
ら
え
た
感
想
だ
と
思
う
。

こ
の
感
想
文
に
は
感
動
し
ま
し
た
」
と
、
述
べ
て
い
る
（
座
談
会
「『
イ
ナ
ゴ
』
の
授
業
か

ら
何
を
学
ぶ
か
」『
文
芸
教
育
』
56

明
治
図
書
　
一
九
九
一
　
一
〇
七
頁
）。

（
７
）
こ
の
実
践
を
私
は
、
文
芸
研
の
「
美
の
授
業
」
の
最
初
の
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

（「
西
郷
美
学
は
授
業
を
ど
う
変
え
る
か
」『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
九

三
、
を
参
照
）。

（
８
）
作
者
は
、
自
作
「
イ
ナ
ゴ
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ボ
ク
は
強
者
の

余
裕
で
、
イ
ナ
ゴ
を
つ
か
ま
え
る
の
も
忘
れ
て
そ
の
勲
章
（
夕
焼
け
）
に
見
と
れ
て
い
ま
す

が
、
自
分
に
つ
き
さ
さ
っ
た
イ
ナ
ゴ
の
全
神
経
の
凄
ま
じ
さ
に
気
づ
い
て
息
を
の
ん
で
い
ま

す
。
そ
こ
へ
流
れ
こ
む
の
で
す
ね
、
イ
ネ
の
匂
い
が
。
川
の
よ
う
に
荘
厳
。
私
た
ち
の
ふ
る

さ
と
で
あ
り
母
で
あ
る
自
然
の
、
体
臭
そ
の
も
の
、
息
づ
か
い
そ
の
も
の
の
よ
う
に
。
圧
倒

さ
れ
た
ボ
ク
は
、
そ
こ
で
痛
い
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
イ
ナ
ゴ
も
ま
た
自
分
と
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同
じ
く
自
然
の
子
ど
も
な
の
だ
な
あ
…
と
。」（
ま
ど
・
み
ち
お
「
イ
ナ
ゴ
」
日
本
文
学
教
育

連
盟
編
『
文
学
作
品
の
指
導
計
画
と
実
践
　
５
年
』
あ
ゆ
み
出
版
）

（
９
）
田
中
み
ど
り
「
西
郷
竹
彦
実
験
授
業
シ
リ
ー
ズ
15
・
草
野
心
平
「
石
」
の
授
業
」

『
文
芸
教
育
』
69
号
　
明
治
図
書
　
一
九
九
四
、
所
収
。
一
九
九
三
年
六
月
二
〇
日
、
福
岡

県
粕
屋
郡
勢
門
小
学
校
六
年
生
を
対
象
と
し
た
、
西
郷
の
研
究
授
業
で
あ
り
、
田
中
み
ど
り

に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
文
芸
研
の
実
践
で
は
、
ほ
か
に
、
石
野
訓
利
「
草
野
心
平

『
石
』
の
授
業
」『
文
芸
教
育
』
66
号
　
明
治
図
書
　
一
九
九
三
、
が
あ
る
。

（
10
）
村
野
四
郎
「
三
好
達
治
『
大
阿
蘇
』」『
鑑
賞
現
代
詩
Ⅲ
　
昭
和
』
筑
摩
書
房
　
一
九
六
二

一
九
頁
。

（
11
）
中
村
順
吉
「『
大
阿
蘇
』（
三
好
達
治
）」
浜
本
純
逸
ほ
か
編
『
作
品
別
文
学
教
育
実
践
史
事

典
』
明
治
図
書
　
一
九
八
三
、
萬
屋
秀
雄
「『
大
阿
蘇
』（
三
好
達
治
）
実
践
研
究
」『
文
学

教
育
指
導
法
の
研
究
』
溪
水
社
　
一
九
八
三
、
ほ
か
。

（
12
）
麻
生
信
子
「
文
芸
教
材
に
よ
る
美
の
授
業
ー
三
好
達
治
『
大
阿
蘇
』」『
文
芸
教
育
』
58
号

明
治
図
書
　
一
九
九
一
、
所
収
。
福
岡
県
粕
屋
郡
篠
栗
中
学
校
三
年
の
授
業
。
文
芸
研
の
実

践
で
は
、
ほ
か
に
、
福
本
雄
一
「『
大
阿
蘇
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
中
学
校
』

明
治
図
書
　
一
九
八
一
、
が
あ
る
。

（
13
）
文
芸
研
の
美
の
教
育
論
に
つ
い
て
は
、
足
立
悦
男
「
西
郷
美
学
の
特
質
」『
西
郷
文
芸
学
の

成
立
と
展
開
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
足
立
悦
男
「
西
郷
美
学
は
授
業
を
ど
う
変
え
る
か
」

『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
九
三
、
足
立
悦
男
・
西
郷
竹
彦
「
対
談
・

『
美
』
の
教
育
を
展
望
す
る
」『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
九
三
、
大
内
善

一
「
文
芸
研
の
『
美
の
教
育
』
研
究
・
実
践
史
」『
文
芸
教
育
』
56
号
　
明
治
図
書
　
一
九

九
一
、
な
ど
を
参
照
。

（
14
）
伊
木
洋
「
西
郷
竹
彦
実
験
授
業
シ
リ
ー
ズ
17
・
『
大
阿
蘇
』
の
授
業
」『
文
芸
教
育
』
71
号
、

明
治
図
書
　
一
九
九
五
。
鳥
取
県
米
子
市
湊
山
中
学
校
三
年
生
を
対
象
と
し
て
、
一
九
九
四

年
八
月
一
八
日
に
行
わ
れ
、
担
任
の
伊
木
洋
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
実
験
授
業
の
あ

と
、
西
郷
竹
彦
・
足
立
悦
男
に
よ
る
公
開
対
談
「『
大
阿
蘇
』
の
授
業
を
め
ぐ
っ
て
」
に
よ

っ
て
、
授
業
分
析
が
行
わ
れ
た
（『
文
芸
教
育
』
71
号
　
明
治
図
書
　
一
九
九
五
、
所
収
）。




