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『
懐
硯
』
研
究
史
ノ
ー
ト
(
2
)

―
伴
山
の
理
解
と
作
品
論
の
展
開
-

三
、
怪
異
と
教
訓
-
箕
輪
氏
の
『
懐
硯
』
論

(
1
)
「
傀
儡
」
と
し
て
の
伴
山

昭
和
四
十
九
年
に
、
箕
輪
吉
次
氏
の
「
『
懐
硯
』
論
へ
の
一
視
点
(
こ
)
が
発
表
さ
れ
た
。

以
後
、
継
続
的
に
発
表
さ
れ
た
箕
輪
氏
の
一
連
の
論
稿
は
、
『
懐
硯
』
研
究
を
新
た
な
段
階
へ
と

導
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
論
文
に
お
い
て
箕
輪
氏
は
、
従
来
の
『
懐
硯
』
研
究
の
方
法
上
の
欠
点
と
し
て
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
『
諸
国
ば
な
し
』
と
の
比
較
を
主
要
な
観
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ

れ
は
西
鶴
の
作
家
的
成
長
を
性
急
に
述
べ
よ
う
と
す
る
研
究
姿
勢
に
起
因
し
て
お
り
、
結
果
と

し
て
は
、
「
現
実
性
」
を
指
摘
す
る
だ
け
の
概
括
的
な
論
及
に
と
ど
め
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
箕
輪

氏
は
、
ま
ず
特
定
の
章
に
つ
い
て
原
拠
と
の
関
係
や
叙
述
の
実
態
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
れ
を

ふ
ま
え
て
、
『
懐
硯
』
全
体
の
評
価
や
成
立
の
問
題
に
言
及
す
る
と
い
う
手
順
を
と
る
。
つ
ま
り
、

既
製
の
「
作
者
像
」
の
束
縛
か
ら
逃
れ
て
、
『
懐
硯
』
と
い
う
作
品
の
叙
述
に
内
在
す
る
「
現
実

性
」
の
直
視
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
ま
す
、
巻
三
の
五
「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」
と
、
そ
の
原
拠
と
思
わ
れ
る
『
犬

著
聞
集
』
等
に
記
さ
れ
た
「
菊
寺
伝
説
」
と
を
詳
細
に
比
較
し
て
い
る
。
「
菊
寺
伝
説
」
が
本
来

備
え
て
い
た
怨
念
や
怪
異
の
要
素
は
、
『
懐
硯
』
で
は
極
端
に
縮
小
さ
れ
、
か
わ
っ
て
無
実
の
者

の
処
罰
と
い
う
新
た
な
要
素
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
い
く
つ
か
の
偶
然
的
要

素
が
人
間
の
常
識
的
な
判
断
や
連
想
に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
形

で
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
加
害
者
を
生
み
出
し
て
行
く
過
程
を
描
く
と
こ
ろ
に
西

鶴
の
意
図
が
あ
っ
た
、
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
先
行
研
究
に
は
み
ら
れ

な
い
精
緻
な
検
討
に
支
え
ら
れ
た
理
解
は
、
後
に
井
口
洋
氏
の
「
『
懐
硯
』

一
面
1
「
誰
か
は

住
し
荒
屋
敷
」
の
主
題
-
」
に
受
け
継
が
れ
て
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」
に
は
、
人
間
心
理
を
描
写
す
る
現
実
的
な
視
点
が
備
わ
っ

て
い
る
一
方
で
、
事
件
後
雨
の
夜
に
は
屋
敷
に
亡
霊
が
現
れ
る
と
い
う
怪
異
も
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
性
と
非
現
実
性
(
怪
異
性
)
と
が
共
存
す
る
作
品
世
界
に
、
西
鶴
は
ど
の
よ

有
働

裕
(
国
語
教
育
講
座
)

う
に
対
峙
し
て
い
る
の
か
。
『
懐
硯
』
の
「
現
実
性
」
の
内
実
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る

箕
輪
氏
の
問
題
意
識
は
、
伴
山
設
定
の
意
味
を
問
う
こ
と
へ
必
然
的
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

「
化
し
た
る
姿
見
ゆ
る
よ
し
」
と
伴
山
が
述
べ
て
い
る
以
上
、
伴
山
は
怪
異
を
実
見
し
て
は

い
な
い
。
語
り
手
で
あ
る
老
人
が
そ
う
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
箕
輪
氏
は
、
こ
れ
は

伴
山
が
「
見
え
る
か
見
え
な
い
か
の
判
断
を
語
り
手
の
責
任
と
し
て
押
し
つ
け
て
し
ま
っ
て
い

る
」
の
で
あ
っ
て
、
怪
異
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
と
と
ら
え
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
態

度
は
「
西
鶴
の
創
作
態
上
で
の
立
場
に
近
似
し
て
い
る
」
と
と
ら
え
、
伴
山
が
「
傀
儡
の
役
割
」

を
果
た
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

箕
輪
氏
の
使
用
す
る
「
傀
儡
の
役
割
」
と
い
う
表
現
は
微
妙
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
怪
異

的
要
素
に
対
し
て
距
離
を
と
る
よ
う
な
場
合
は
、
伴
山
は
作
者
西
鶴
と
は
ぼ
重
ね
合
わ
さ
れ
て

理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
伴
山
が
教
訓
的
・
啓
蒙
的
発
言
を
す
る
場
合
-
「
誰
か
は
住
し
荒
屋

敷
」
で
は
、
「
鼻
の
さ
き
な
る
は
女
の
心
よ
り
針
を
棒
に
取
り
な
せ
し
わ
ざ
也
」
な
ど
の
述
懐

―
に
つ
い
て
は
、
「
辞
句
通
り
に
は
受
け
と
れ
ぬ
要
素
を
含
み
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
こ

の
時
点
で
の
箕
輪
氏
は
、
作
品
世
界
を
教
訓
・
啓
蒙
性
の
中
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
に
抵
抗
を
感

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伴
山
は
、
怪
異
と
の
接
し
方
で
は
作
者
そ
の
も
の
も
を
体
言
し
て
は
い

て
も
、
作
者
を
代
弁
し
て
発
言
す
る
者
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
二
面
性
を
持
つ
「
傀
儡
」
な

の
で
あ
る
。

伴
山
が
「
行
為
者
」
で
は
な
く
「
観
察
・
見
聞
者
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
浮
橋
氏
や
江
本
氏
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
意
味
、
作
品
世
界
や
作
者
と

の
関
係
は
、
ま
だ
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
箕
輪
氏
の
論
は
、
そ
の
問
題
-
伴
山
は
ど

の
よ
う
な
解
釈
を
喚
起
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
か
I
に
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
を
予
感

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
作
品
内
に
西
鶴
の
肉
声
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な

性
急
な
読
み
で
は
解
決
さ
れ
な
い
、
『
懐
硯
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
特
質
に
迫
る
視
点
が
備
わ
っ

て
い
た
と
い
え
よ
う
。

一

一

一
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有 働 裕

(
2
)
変
質
す
る
「
傀
儡
」

と
こ
ろ
が
、
こ
の
論
文
に
続
く
「
『
懐
硯
』
論
へ
の
一
視
点
(
二
)
」
に
お
い
て
、
氏
の
伴
山

に
対
す
る
認
識
は
、
単
な
る
西
鶴
の
代
弁
者
と
い
う
位
置
に
ま
で
後
退
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

箕
輪
氏
は
こ
の
論
文
で
、
ま
ず
す
べ
て
の
章
に
お
け
る
伴
山
の
登
場
の
仕
方
を
列
挙
し
て
、

『
懐
硯
』
の
「
咄
の
方
法
」
を
検
討
す
る
と
い
う
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」

に
つ
い
て
述
べ
た
仮
説
を
敷
桁
す
る
た
め
に
、
『
懐
硯
』
全
体
に
お
け
る
伴
山
の
批
評
的
言
辞
の

存
在
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

箕
輪
氏
は
、
伴
山
の
登
場
の
仕
方
を
次
の
三
通
り
に
分
類
す
る
。

体
験
談
形
式
―
伴
山
が
そ
の
章
で
主
と
し
て
語
ら
れ
る
説
話
を
直
接
に
体
験
し
た
も
の

(
巻
一
の
I
、
二
、
三
、
五

巻
二
の
二
、
四
、
五

巻
三
の
二

巻
五
の
五
)

聞
き
書
き
形
式
―
昔
の
出
来
事
を
土
地
の
古
老
な
ど
か
ら
聞
く
も
の

(
巻
一
の
四

巻
二
の
I
、
三

巻
三
の
I
、
三
、
四
、
五

巻
四
の
I
、
二

三
、
四
。

五

巻
五
の
I
、
二
、
三
、
四
)

例
外
卜
「
先
の
二
つ
の
ど
ち
ら
に
も
含
ま
れ
な
い
も
の

(
巻
一
の
三
、
五

巻
二
の
四

巻
四
の
I
、
二

巻
五
の
二
、
五
)

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
途
中
で
形
式
が
移
行
す
る
も
の
や
、
伴
山
の
存
在
と
話
の
内
容
と
の
間
に

矛
盾
や
破
綻
が
見
ら
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
全
体
と
し
て
「
き

わ
め
て
意
識
的
に
伴
山
を
各
章
に
登
場
さ
せ
ん
と
す
る
西
鶴
の
意
図
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
箕
輪
氏
は
、
『
懐
硯
』
の
中
の
超
自
然
的
(
怪
異
譚
的
)
要
素
と
伴
山
と
の
か
か
わ
り

を
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
超
自
然
的
な
要
素
が
一
章
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
副
次
的
要
素
に
す
ぎ
な
い
。
重
要
な
の
は
現
実
的
な
描
写
部

分
で
あ
っ
て
、
怪
異
は
そ
の
た
め
の
味
付
け
や
き
っ
か
け
程
度
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
伴
山
が
そ
れ
ら
に
接
す
る
と
き
は
、
怪
異
に
対
し
て
冷
淡
な
聞
き
手
で
あ
っ
た
り
、

夢
う
つ
つ
の
あ
い
ま
い
な
状
態
で
の
体
験
者
で
あ
っ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
奇
談
の
中
の
超
自

然
的
な
要
素
を
遠
ざ
け
、
人
間
的
・
現
実
的
な
要
素
を
読
者
の
側
に
引
き
つ
け
る
と
い
う
「
傀

儡
師
の
性
質
」
を
伴
山
は
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

加
え
て
箕
輪
氏
は
、
伴
山
の
発
す
る
教
訓
的
言
辞
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
「
誰
か
は
住
し
荒
屋

敷
」
の
未
尾
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
教
訓
的
な
述
懐
は
、
『
懐
硯
』
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
、
『
万
の
文
反
古
』
の
評
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
登
場
人
物
1
伴

山
を
介
し
た
西
鶴
の
発
言
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
評
を
の
べ
る
こ
と
そ
の

二
I

も
の
が
、
『
懐
硯
』
執
筆
当
初
か
ら
の
意
図
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
箕
輪
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
懐
硯
』
の
章
未
に
は
教
訓
的
言
辞
が
目
立
ち
、
ま
た

そ
の
中
に
は
「
~
ま
じ
き
事
」
と
す
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
説
話
の
ど
の
部
分
に
作
者
が
興
味
を
持
ち
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
評
を
加
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
西
鶴
の
影
法
師
と
し
て
、
傀
儡
師
と
し
て
」

の
伴
山
の
機
能
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
懐
硯
』
の
方
法
―
伴
山
の
方
法
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
は
じ
め
て
正
面
か
ら
論
及

さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
自
身
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
た
先
行
研
究
と

同
様
に
、
や
は
り
結
論
を
性
急
に
求
め
過
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
『
懐
硯
』
の
全
章
に
言
及
し
よ

う
と
す
る
以
上
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
問
題
が
怪
異
性
と
の
か
か
わ
り
の
み
に
限
定

さ
れ
、
各
章
の
検
討
は
い
さ
さ
か
簡
略
に
過
ぎ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
怪
異

性
よ
り
も
現
実
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
結
論
は
、
妥
当
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
は
と
り

わ
け
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
や
『
宗
祗
諸
国
物
語
』
に
比
べ
て
、
『
懐
硯
』
は
見
間
者
伴
山

の
「
現
在
」
の
視
点
を
背
後
に
持
っ
て
い
る
だ
け
に
、
現
実
的
な
奇
異
に
対
し
て
批
判
的
に
か

か
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
、
と
氏
は
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
そ
う
で
は
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
も
ま
た
氏
が
当
初
批
判
的
で
あ
っ
た
、
『
諸
国
ば
な
し
』
と
の
比
較
か
ら
概
括
的
な
結
論
を

導
き
出
す
、
と
い
う
従
来
の
研
究
方
法
の
枠
内
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
結
果
、
氏
の
言
う
「
傀
儡
」
は
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
内
実
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」

一
章
を
詳
細
に
読
み
解
い
た
と
き
に
は
、
氏
は
こ
の
一
話
を
伴
山
の

教
訓
的
言
辞
の
中
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
躊
躇
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
上
う
な
躊
躇
を

生
じ
さ
せ
る
も
の
へ
の
注
目
に
こ
そ
、
『
懐
硯
』
の
方
法
―
伴
山
の
方
法
の
オ
リ
ジ
ナ
テ
ィ
を

説
明
す
る
糸
口
が
あ
っ
た
は
す
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
論
文
で
は
、
そ
の
躊
躇
を
あ
っ
さ
り

と
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
全
章
を
通
し
て
の
整
合
性
を
性
急
に
求
め
す
ぎ
た
と
言
え
る

が
、
そ
の
背
景
に
は
、
作
家
論
と
作
品
論
と
を
安
易
に
結
び
付
け
て
作
品
の
価
値
を
論
じ
る
こ

と
へ
と
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
、
当
時
の
研
究
一
做
の
持
つ
限
界
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
テ

ク
ス
ト
の
特
質
の
客
観
的
分
析
よ
り
も
、
世
相
の
批
評
者
と
し
て
の
作
者
像
の
構
築
が
ま
だ
強

く
求
め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

(
3
)
教
訓
的
作
品
と
し
て
の
『
懐
硯
』

こ
の
よ
う
に
、
箕
輪
氏
に
し
て
も
、
作
品
の
成
立
状
況
を
推
定
し
て
西
鶴
の
作
家
的
成
長
を

論
じ
、
そ
こ
か
ら
逆
算
的
に
作
品
の
読
み
を
導
き
出
す
、
と
い
う
従
来
の
研
究
方
法
の
呪
縛
か

ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
こ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
以
上
、
『
懐
硯
』
の
西
鶴
作
者
説
は
ま
ず
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何
と
し
て
も
証
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
る
。
氏
は
、
「
『
懐
硯
』
論
へ
の
一

視
点
(
三
)
」
で
、
ま
さ
し
く
そ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
あ
わ
せ
て
咄
の
方
法
と
構
造
と
に
言

及
し
て
い
る
。

『
懐
硯
』
非
西
鶴
説
を
唱
え
る
中
村
幸
彦
・
森
銑
三
・
井
上
敏
幸
氏
ら
ら
趾
を
意
識
し
た
箕

輪
氏
は
、
他
の
西
鶴
作
品
と
の
素
材
・
趣
向
の
類
似
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
西
鶴
作
品
と
の
密

接
な
関
係
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
本
書
の
巻
三
の
I

「
水
浴
は
涙
川
」
と
『
諸

国
ば
な
し
』
巻
三
の
三
「
お
霜
月
の
作
り
髭
」
は
細
部
ま
で
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
巻
一
の

四
「
案
内
し
つ
て
む
か
し
の
寝
所
」
に
は
、
『
武
家
義
理
物
語
』
巻
五
の
五
「
身
が
な
二
つ
二
人

の
男
に
」
や
『
万
の
文
反
古
』
巻
四
の
I

「
南
部
の
人
が
見
た
も
真
事
」
と
の
趣
向
上
の
一
致

が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
案
内
し
つ
て
む
か
し
の
寝
所
」
は
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
と
の

類
似
が
認
め
ら
れ
る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
の
利
用
も
ま
た
西
鶴
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
西
鶴
作
品
と
の
共
通
性
を
指
摘
で
き
た
と
し
て
も
、
『
懐
硯
』

西
鶴
作
者
説
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
西
鶴
の
模
倣
作
が
多
数
存
在
し
て
い
る
以
上
、
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
箕
輪
氏
は
、
西
鶴
の
「
作
家
的
成
長
」
の
過
程
の
中
へ
『
懐
硯
』
を
位

置
づ
け
て
そ
の
証
明
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。

『
諸
国
ば
な
し
』
が
「
お
か
し
」
な
ど
の
形
で
可
笑
的
に
咄
を
結
ぶ
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、

『
懐
硯
』
は
、
「
悪
口
い
ふ
ま
じ
事
な
り
」
な
ど
、
「
…
…
す
ま
じ
き
」
等
で
結
ぶ
も
の
が
多
い
。

つ
ま
り
、
『
懐
硯
』
は
「
心
に
と
ま
る
」
話
を
求
め
な
が
ら
、
「
何
が
し
か
の
警
世
・
教
訓
的
ポ
ー

ズ
を
採
り
入
れ
、
物
の
道
理
を
説
か
ん
と
し
」
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
談
理

の
姿
勢
を
示
す
と
こ
ろ
に
伴
山
の
機
能
が
う
か
が
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』

な
ど
と
前
後
し
て
西
鶴
が
採
用
し
始
め
た
警
世
教
訓
の
ポ
ー
ズ
の
現
れ
で
あ
る
、
と
箕
輪
氏
は

指
摘
す
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
『
万
の
文
反
古
』
の
章
未
の
評
と
伴
山
の
視
点
と
の
類
似
に
言
及
す

る
。
『
万
の
文
反
古
』
の
章
未
の
評
を
、
超
自
然
的
説
話
へ
の
第
三
者
的
立
場
か
ら
の
批
評
と
す

る
氏
は
、
こ
の
評
を
本
文
に
融
か
し
込
ん
で
い
け
れ
ば
、
形
式
的
に
は
ほ
ぼ
『
懐
硯
』
と
同
様

な
書
が
出
現
す
る
、
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

氏
の
論
述
が
、
そ
れ
ま
で
の
『
懐
硯
』
研
究
に
比
し
て
、
緻
密
で
目
配
り
の
効
い
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
『
諸
国
ば
な
し
』
と
の
比
較
を
中
心
に
、
話
題
・
話
材
の

類
似
性
か
ら
同
一
作
者
の
可
能
性
を
説
き
、
叙
述
の
姿
勢
の
差
異
に
同
一
作
者
の
作
家
的
成
長

を
見
い
だ
す
、
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
恣
意
的
な
傾
向
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
に

反
論
す
る
立
場
か
ら
西
鶴
の
諸
作
品
と
の
不
一
致
を
指
摘
し
、
西
鶴
以
外
の
作
者
の
警
世
教
訓

の
ポ
ー
ズ
と
の
類
似
を
示
す
こ
と
も
、
そ
う
難
し
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
各
人
の
抱

く
作
家
西
鶴
の
「
実
像
」
が
異
な
れ
ば
、
「
作
家
的
成
長
」
の
過
程
も
異
な
っ
た
想
定
と
な
り
、

『
懐
硯
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
く
な
る
。
傍
証
と
し
て
用
い
た
『
万
の
文
反
古
』

に
つ
い
て
も
、
箕
輪
氏
が
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
評
言
は
西
鶴
自
身
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
感

情
表
出
と
い
う
と
ら
え
方
が
妥
当
か
ど
う
か
は
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
の
箕
輪
氏
の
問
題
提
起
は
、
『
懐
硯
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
分
析
が
十
分

に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
西
鶴
の
「
実
像
」
の
側
か
ら
読
み
が
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
へ
の
疑
問
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
の
箕
輪
氏
の
論
も
ま
た
、

当
初
退
け
ら
れ
て
い
た
『
諸
国
ば
な
し
』
と
の
比
較
と
い
う
従
来
の
方
法
が
払
拭
さ
れ
な
い
ま

ま
、
伴
山
即
西
鶴
、
『
懐
硯
』
は
教
訓
的
作
品
、
と
い
う
理
解
が
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た
。
先
行
研
究
の
「
現
実
性
」
が
「
啓
蒙
教
訓
性
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

『
懐
硯
』
の
素
材
と
方
法
の
分
析
か
ら
、
作
者
西
鶴
・
非
西
鶴
説
を
立
証
す
る
試
み
は
、
あ

る
程
度
の
説
得
力
の
あ
る
論
の
構
築
は
可
能
で
は
あ
っ
て
も
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
不
毛
で
あ
る
よ

う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
論

じ
ら
れ
た
読
み
が
、
必
然
的
に
伴
山
即
西
鶴
(
作
者
)
と
い
う
理
解
に
傾
き
、
伴
山
の
発
し
た

あ
り
き
た
り
の
警
句
・
教
訓
を
主
題
と
し
た
解
釈
へ
と
行
き
着
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
西
鷺
と
伴
山

私
自
身
の
問
題
意
識
に
引
き
付
け
て
の
研
究
史
の
整
理
で
あ
る
た
め
、
伴
山
即
西
鶴
と
い
う

理
解
へ
の
疑
問
に
多
く
の
紙
数
を
割
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
こ
だ
わ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
伴
山
イ
コ
ー
ル
西
鶴
で
あ
っ
て
は
な
ぜ
都
合
が
悪
い
の
か
、
と
い
っ

た
疑
問
を
呈
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

伴
山
と
い
う
存
在
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
に
は
、
実
は
『
懐
硯
』
そ
の
も
の
の
研

究
史
と
は
別
の
言
及
の
歴
史
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
『
近
代
艶
隠
者
』
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
及
で

あ
る
。
箕
輪
氏
以
後
の
典
拠
研
究
の
本
格
化
と
作
品
論
の
深
化
と
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

(
1
)
西
鷺
と
西
鶴
の
距
離
-
野
間
氏
の
「
近
代
艶
隠
者
の
考
察
」

現
在
に
お
い
て
も
、
文
学
研
究
の
究
極
の
目
的
を
作
者
の
実
像
の
解
明
に
お
こ
う
と
す
る
発

想
の
縄
縛
か
ら
、
研
究
者
が
完
全
に
解
き
放
た
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
し
て
や
、
研
究

史
を
湖
っ
て
い
け
ば
そ
れ
だ
け
そ
の
傾
向
が
色
濃
く
な
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
明
瞭
な

作
者
像
を
性
急
に
求
め
よ
う
と
す
る
研
究
の
姿
勢
が
、
作
品
内
部
に
存
在
す
る
多
声
的
な
響
き

を
単
一
の
性
格
の
中
に
封
じ
込
め
、
恣
意
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
実
像
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
細

部
を
切
り
捨
て
た
読
み
を
強
制
す
る
こ
と
な
る
。

二
三
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西
鶴
の
よ
う
に
、
実
人
生
を
伝
え
る
文
献
資
料
に
乏
し
い
作
家
の
場
合
、
い
さ
さ
か
信
憑
性

の
怪
し
げ
な
『
見
聞
談
叢
』
の
記
述
で
さ
え
も
、
絶
対
的
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

そ
の
。名

跡
を
手
代
に
ゆ
づ
り
て
僧
に
も
な
ら
ず
、
世
間
を
自
由
に
く
ら
し
、
行
脚
同
事
に
て
頭

陀
を
か
け
、
半
年
程
諸
方
を
巡
り
て
は
宿
へ
帰
り

と
い
っ
た
記
述
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
と
類
似
し
た
人
物
像
が
作
品
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
、
す

ぐ
に
そ
れ
は
西
鶴
そ
の
人
の
人
格
の
投
影
と
し
て
把
握
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
前

提
と
し
て
さ
ら
に
「
実
像
」
が
創
出
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
方
向
に
流
れ
が
ち
で
あ
る
。
『
懐
硯
』

の
伴
山
、
そ
し
て
西
鶴
作
者
説
が
否
定
さ
れ
る
以
前
の
『
近
代
艶
隠
者
』
の
西
鷺
軒
橋
泉
は
、

そ
の
よ
う
な
「
実
像
」
探
し
の
格
好
の
対
象
で
あ
っ
た
。

貞
享
三
年
刊
行
の
浮
世
草
子
『
近
代
艶
隠
者
』
は
、
西
鷺
軒
橋
泉
と
い
う
西
鶴
と
は
別
人
の

作
で
あ
り
、
西
鶴
が
序
文
の
み
を
執
筆
し
た
も
の
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
現
在
は
落
ち
着
い
て
い

る
。
た
だ
し
、
戦
前
の
学
会
に
お
い
て
は
、
西
鶴
説
・
非
西
鶴
説
が
伯
仲
し
て
い
た
。
西
鶴
説

を
唱
え
る
論
者
は
、
西
鷺
軒
橋
泉
を
西
鶴
の
創
造
し
た
架
空
の
人
物
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

作
品
を
西
鶴
作
品
に
加
え
る
こ
と
で
、
西
鶴
を
老
荘
的
隠
逸
思
想
の
持
ち
主
と
し
て
説
明
し
よ

う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
老
荘
思
想
の
具
現
者
西
鶴
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
作
者
像

を
提
示
す
る
た
め
に
、
『
近
代
艶
隠
者
』
の
西
鶴
作
者
説
と
い
う
前
提
を
必
要
と
し
て
い
た
、
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
逆
転
し
た
発
想
を
実
証
的
に
論
破
し
た
の
が
、
昭
和
十
一
年
に
発

表
さ
れ
た
野
間
光
辰
氏
の
「
近
代
艶
隠
者
の
考
察
」
で
あ
っ
た
。

野
間
氏
は
ま
ず
、
西
鷺
軒
橋
泉
の
実
在
の
可
能
性
を
検
討
し
、
『
西
鶴
名
残
の
友
』
に
登
場
す

る
備
後
の
人
西
鷺
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
さ
ら
に
、
『
近
代
艶
隠
者
』

の
手
法
と
思
想
性
を
分
析
し
て
、
そ
れ
が
西
鶴
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
別
種
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
禅
宗
を
経
由
し
て
日
本
化
さ
れ
た
老
荘
的
隠
逸
思
想

が
、
ほ
と
ん
ど
引
用
・
剽
切
に
近
い
形
で
、
あ
ま
り
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
露
呈
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
の
工
夫
の
な
さ
は
、
と
て
も
『
好
色
一
代
男
』
『
諸
艶
大
鑑
』
と
同
じ
作
者
の

も
の
と
は
思
え
な
い
。
さ
ら
に
逃
避
的
・
厭
世
的
・
虚
無
的
な
老
荘
的
・
禅
的
得
悟
と
、
『
日
本

永
代
蔵
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
町
人
的
な
現
実
肯
定
の
姿
勢
と
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

野
同
氏
は
『
懐
硯
』
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
『
懐

硯
』
の
叙
述
の
あ
り
か
た
と
の
比
較
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
『
懐
硯
』
各
章
の
叙
述
に
は
、

『
近
代
艶
隠
者
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
硬
質
で
抽
象
度
の
高
い
老
荘
思
想
の
吐
露
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
時
折
挿
入
さ
れ
る
伴
山
の
も
の
と
思
わ
れ
る
述
懐
も
、
月
並
み
な
世
間
智
の

範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
『
近
代
艶
隠
者
』
で
は
、
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
老
荘
思

二
四

想
の
披
渥
に
添
え
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
各
艶
隠
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
『
懐
硯
』
各
章
は
、
常
に
伴
山
の
予
想
を
裏
切
り
彼
に
驚
き
を
与
え
る
形
で
展
開
し
て
い
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
『
近
代
艶
隠
者
』
に
お
け
る
「
西
鷺
軒
橋
泉
」
程
度
の
見
聞
者
の
人
物
造
形
、

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
思
想
の
披
渥
や
ひ
ね
り
の
な
い
翻
案
に
は
、
あ
え
て

西
鶴
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
だ
け
の
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
野
間
氏
が
、

も
し
西
鶴
の
序
文
が
な
け
れ
ば
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
作
品
で
は
な
い
か
、
と
述
べ

た
の
も
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
西
鷺
が
西
鶴
と
は
別
の
実
在
の
人
物
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
、
『
近
代
艶
隠

者
』
が
そ
の
人
の
作
で
あ
る
こ
と
は
、
定
説
と
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
鷺
と
西
鶴
の

共
通
性
を
強
調
し
、
あ
え
て
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
西
鶴
の
「
実
像
」
を
明
確
に
し
よ

う
と
す
る
論
述
が
、
ひ
と
つ
の
系
譜
を
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

(
2
)
「
艶
隠
者
」
的
人
間
像
-
西
鷺
、
西
鶴
、
そ
し
て
伴
山

た
と
え
ば
、
檜
谷
昭
彦
氏
は
貞
享
四
年
を
中
心
と
し
た
西
鶴
本
の
出
版
状
況
の
中
に
、
版
下

や
挿
絵
な
ど
で
西
鶴
と
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
『
本
朝
列
仙
伝
』
(
貞
享
三
年
刊
)
、
『
西
行
撰
集
抄
』

(
貞
享
四
年
刊
)
、
『
新
吉
原
っ
ね
ぐ
草
』
(
貞
享
五
年
刊
)
な
ど
と
と
も
に
『
近
代
艶
隠
者
』

を
加
え
、
西
行
的
・
兼
好
的
・
隠
者
的
な
人
間
像
に
こ
の
時
期
の
西
鶴
が
関
心
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
鶴
の
そ
の
よ
う
な
執
拗
な
関
心
と
試
み
が
生

ん
だ
新
し
い
近
世
的
道
人
こ
そ
が
『
懐
硯
』
の
伴
山
で
あ
る
と
述
べ
て
い
。

こ
の
論
述
に
お
い
て
は
、
西
鷺
と
西
鶴
の
差
異
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
そ
し
て
西
鶴
と
伴
山
は

ほ
と
ん
ど
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
西
鶴
の
「
世
の
人
ご
こ
ろ
」

に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
積
極
的
な
情
報
収
集
の
姿
勢
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
檜
谷
氏
の
テ
ー
マ
は
、
西
鶴
や
芭
蕉
の
創
作
姿
勢
に
「
根
無
し
草
的
人
間
像
」
-
近

世
的
な
隠
者
像
と
し
て
の
゜
艶
隠
者
」
の
意
識
が
通
底
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
飛
れ
・

一
時
代
の
文
芸
活
動
の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
個
々
の
特
異
性
が
切
り
落
と
さ

れ
て
い
く
の
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
で
西
鷺
、
西

鶴
、
伴
山
を
同
一
視
し
て
い
く
こ
と
は
、
お
の
ず
と
『
懐
硯
』
の
読
み
方
に
一
定
の
方
向
性
-
伴

山
の
言
葉
を
通
し
て
西
鶴
の
批
評
を
読
む
I
を
与
え
て
い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

吉
江
久
弥
氏
も
ま
た
、
西
鶴
は
『
近
代
艶
隠
者
』
の
草
稿
を
整
理
編
集
し
、
序
文
を
執
筆
す

る
過
程
で
か
な
り
西
鷺
か
ら
刺
激
を
受
け
た
と
し
、
ま
た
、
西
鶴
自
身
が
艶
隠
者
と
で
も
い
う

べ
き
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
西
鷺
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
受
容
し
た
、
と
い
う
推
定
に
立
っ

て
『
懐
硯
』
を
論
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
吉
江
氏
は
、
『
懐
硯
』
が
『
近
代
艶
隠
者
』
ほ
ど
に
老

荘
色
の
強
く
な
い
こ
と
に
も
触
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
も
っ
ぱ
ら
『
近
代
艶
隠
者
』
の
思
想
性
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と
『
懐
硯
』
の
伴
山
の
人
間
像
、
そ
し
て
西
鶴
の
創
作
意
識
と
の
間
の
共
通
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
伴
山
は
優
れ
た
得
悟
の
僧
で
あ
り
、
そ
の
目
を
通
し
て
西
鶴
が
「
鋭
い

現
実
批
判
」
と
「
世
の
人
ご
こ
ろ
へ
の
精
緻
な
観
察
」
と
を
試
み
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
読

み
の
前
提
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

冨
士
昭
雄
氏
は
、
延
宝
か
ら
元
禄
に
か
け
て
和
漢
の
隠
者
文
学
が
盛
行
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え

て
、
西
鶴
の
描
い
た
艶
隠
者
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
『
二
代
男
』
六
の
I
「
新

竜
宮
の
遊
興
」
の
三
井
秋
風
や
『
西
鶴
置
土
産
』
巻
五
の
三
「
都
も
淋
し
朝
腹
の
献
立
」
の
備

利
国
と
と
も
に
、
『
懐
硯
』
の
伴
山
、
そ
し
て
西
鶴
そ
の
も
の
も
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
伴
山
の
モ
デ
ル
と
し
て
三
井
秋
風
や
那
波
屋
素
順
が
提
示
さ
れ
、
『
近
代
艶
隠
者
』

に
描
か
れ
た
隠
者
た
ち
と
伴
山
と
の
共
通
性
が
、
そ
し
て
西
鷺
の
仏
教
的
な
老
荘
思
想
と
西
鶴

の
創
作
姿
勢
と
の
一
致
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
稿
で
は
必
ず
野
間
氏
の
論
文
が
参
照
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
は
ず
の
、
西
鷺
や
『
近
代
艶
隠
者
』
の
中
の
隠
者
た
ち
と
西
鶴
と
の

断
絶
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
西
鶴
の
「
実
像
」
を
練
り
上
げ
て
い
く
魅
力
の

強
さ
に
よ
っ
て
、
西
鷺
や
伴
山
と
い
う
格
好
の
素
材
に
禁
欲
的
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
言

え
よ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
実
像
」
を
踏
ま
え
て
『
懐
硯
』
の
個
々
の
章
の
解
釈
が
試
み
ら
れ

れ
ば
、
お
の
ず
と
そ
の
方
向
性
は
限
定
さ
れ
る
。
「
得
悟
し
た
伴
山
」
の
視
線
の
絶
対
視
、
「
伴

山
の
感
想
」
と
作
者
の
感
想
の
直
結
は
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
作
品
の
細
部
の
切
り
捨
て
に
つ

な
が
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
檜
谷
氏
の
巻
一
の
I

「
二
王
門
の
綱
」
の
論
で
は
、
『
徒
然
草
』
五
十
段
の
兼
好

法
師
の
視
線
と
の
同
一
性
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
両
者
に
描
か
れ
た
怪
異
や
京
の
人
々
の
心

理
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
吉
江
氏
の
よ
う
に
、
伴
山
に
「
単
な

る
狂
言
廻
し
な
ら
ぬ
高
次
の
人
格
」
を
認
め
そ
の
発
言
に
「
作
者
自
身
の
声
も
響
い
て
い
る
」

と
理
解
し
て
各
章
の
解
釈
を
試
み
る
な
ら
ば
、
「
ど
う
し
て
冒
頭
に
あ
の
様
に
半
ば
ふ
ざ
け
た
自

己
紹
介
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
は
、
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
も
ふ
れ
た
が
、
伴
山
の
役
割
に
は
今
少
し
複
雑
な
要
素
が
含
ま

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
典
拠
研
究
の
展
開
と
「
作
者
」
の
変
容

昭
和
五
十
年
ご
ろ
か
ら
、
『
懐
硯
』
と
先
行
文
芸
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
研
究
1
所
謂
典
拠

研
究
が
盛
ん
に
な
り
は
じ
め
る
。
箕
輪
氏
の
論
の
登
場
と
相
前
後
す
る
時
期
で
も
あ
る
が
、
ま

さ
に
氏
が
「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」
で
試
み
た
よ
う
に
、
各
章
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
。

『
懐
硯
』
の
創
作
手
法
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
冨
士
昭
雄
氏
は
「
西
鶴
の
彫
對
」
に
お
い
て
、
『
懐
硯
』
。
と
謡
曲
と
の
様
式
・
素

材
面
で
の
交
渉
を
指
摘
す
る
。
廻
国
修
行
の
僧
伴
山
が
名
所
歌
枕
を
訪
ね
る
形
で
書
か
れ
た
各

章
の
冒
頭
は
、
ワ
キ
の
「
着
キ
ゼ
リ
フ
」
の
型
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
り
、
ワ
キ
僧
役
の
伴
山

は
ア
イ
役
の
土
地
の
者
か
ら
話
を
聞
く
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
謡
曲
的
情

調
が
全
体
に
生
か
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
謡
曲
か
ら
構
想
を
借
り
た
と
思
わ
れ
る
章
も
あ

る
。
巻
三
の
二
「
龍
灯
は
夢
の
ひ
か
り
」
は
謡
曲
「
九
世
戸
」
を
、
巻
二
の
二
「
付
た
き
も
の

は
命
に
浮
桶
」
は
謡
曲
「
江
島
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
た
も
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
氏
は
、

こ
の
よ
う
な
西
鶴
の
積
極
的
な
素
材
蒐
集
の
態
度
を
強
調
す
る
一
方
で
、
西
鶴
の
独
自
性
が
見

い
だ
せ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
謡
曲
の
形
式
の
借
用
よ
り
も
、
伴
山
を
通
し
て
の
「
今
の
世
の
人

心
」
へ
の
慨
嘆
の
方
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

典
拠
研
究
を
ふ
ま
え
て
『
懐
硯
』
に
否
定
的
な
評
価
を
下
し
た
の
は
、
井
上
敏
幸
氏
で
あ
っ

た
。
井
上
氏
は
、
巻
一
の
二
「
二
王
門
の
綱
」
は
羅
生
門
の
鬼
伝
説
と
『
百
物
語
』
(
万
治
二
年

刊
)
巻
上
第
二
十
三
話
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
一
編
の
笑
話
に
す
ぎ
ず
、
「
世
の
人
心
」
の
探

求
な
ど
は
見
い
だ
せ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
を
乗
り
こ

え
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
章
が
多
い
の
は
、
西
鶴
以
外
の
作
者
が
多
く
介
在
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
結
論
づ
け
て
』
響

こ
の
よ
う
に
、
典
拠
調
査
の
レ
ベ
ル
は
精
緻
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
各
研
究

者
の
抱
く
「
作
者
像
」
と
直
結
さ
せ
て
性
急
に
結
論
を
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
冨
士

氏
の
論
は
、
伴
山
即
西
鶴
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
、
謡
曲
の
利
用
を
形
式
面
の
問
題
の
み

に
限
定
し
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
そ
の
も
の
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
井
上

氏
の
説
は
、
西
鶴
作
者
説
を
否
定
す
る
と
い
う
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
結
論
に
向
け
て
、
い

さ
さ
か
強
引
に
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
典
拠
研
究
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
、
氏
の
抱
く
「
西
鶴

ら
し
さ
」
の
概
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
研
究
者
の
抱
く
「
作
者
像
」
か
ら
逆
算
的
に
割
り
出
さ
れ
た
よ
う
な
作
品
理

解
の
在
り
方
を
克
服
し
て
い
っ
た
の
は
、
や
は
り
箕
輪
吉
次
氏
で
あ
っ
た
。
以
後
、
氏
の
影
響

下
に
新
た
な
作
品
論
的
研
究
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

箕
輪
氏
の
、
「
『
懐
硯
』
論
へ
の
一
視
点
(
こ
~
(
三
)
」
が
、
次
第
に
そ
の
論
旨
を
変
容
さ
せ

て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
は
、
巻
三
の
五
「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」

に
つ
い
て
な
さ
れ
た
叙
述
の
分
析
と
読
み
の
試
み
が
、
西
鶴
作
か
否
か
と
い
っ
た
論
議
に
流
れ

て
い
っ
た
た
め
、
従
来
の
『
懐
硯
』
論
の
限
界
を
克
服
し
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
氏
の
当
初
の
方
向
性
は
、
「
『
懐
硯
』
と
『
近
代
艶
隠
者
J
J
巻
二
の
四
「
鼓
の
色
に
ま

よ
ふ
人
」
の
作
者
を
め
ぐ
っ
て
に
に
」
と
「
懐
硯
の
素
材
と
毎
浙
」
と
い
う
二
つ
の
論
文
で
展

二
五
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開
さ
れ
て
い
っ
た
。

「
『
懐
硯
』
と
『
近
代
艶
隠
者
』
「
に
巻
二
の
四
「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
の
作
者
を
め
ぐ
っ

て
I
」
は
、
森
銑
三
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
暗
影
―
巻
二
の
四
は
本
来
『
近
代
艶
隠
者
』

の
巻
四
の
二
と
四
の
三
の
間
に
お
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
『
懐
硯
』
は
橋
泉

の
作
と
推
定
で
き
る
1
を
否
定
し
、
『
近
代
艶
隠
者
』
と
は
別
個
に
成
立
し
た
西
鶴
作
品
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
従
来
の
「
作
者
像
」
に
束
縛
さ
れ
た

論
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
テ
ー
マ
設
定
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
氏
が
取
っ
た
手
法
は
、
典
拠
調

査
と
叙
述
の
詳
細
な
検
討
に
よ
っ
て
『
近
代
艶
隠
者
』
と
の
質
的
な
差
異
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
恣
意
的
な
作
家
論
的
視
点
に
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

氏
は
ま
ず
ｙ
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
の
典
拠
が
中
将
姫
伝
説
と
役
小
角
伝
説
で
あ
る
こ
と
を

考
証
し
、
そ
れ
ら
と
の
類
似
は
細
部
の
趣
向
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
章
は

そ
れ
ら
の
近
世
的
置
き
換
え
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
『
堪
忍
記
』
や
『
大
和
二
十
四
孝
』

な
ど
の
記
述
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
当
時
の
孝
道
観
に
収
ま
り
切
ら
な
い
意
識
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
「
不
孝
を
装
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
孝
を
な
し
え
な
い
と
い
う

皮
肉
な
構
造
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
孝
道
奨
励
策
へ
の
懐
疑
で
あ
る
。
氏

は
、
典
拠
の
推
定
と
と
も
に
、
典
拠
ば
な
れ
の
実
態
を
叙
述
に
そ
く
し
て
分
析
し
、
同
時
代
の

資
料
を
背
景
に
し
て
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
方
、
『
近
代
艶
隠
者
』
の
巻
四
の
三
「
冨
士
郡
の
賢
灌
」
に
は
、
類
似
し
た
題
材
を
扱
い
な

が
ら
、
綱
吉
の
孝
道
奨
励
策
へ
の
懐
疑
は
全
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

氏
は
、
「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
の
作
者
は
橋
泉
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』

と
の
共
通
性
を
示
唆
し
て
論
を
結
ん
で
い
る
。

「
懐
硯
の
素
材
と
方
法
」
で
は
、
巻
一
の
I
「
案
内
し
つ
て
む
か
し
の
寝
所
」
、
巻
}
の
五
「
人

の
花
散
砲
術
の
山
」
、
巻
四
の
二
「
文
字
す
は
る
松
江
の
鐘
」
な
ど
の
諸
章
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
が
、
最
も
秀
逸
な
の
は
「
案
内
し
つ
て
む
か
し
の
寝
所
」
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
。

氏
は
こ
の
章
に
対
す
る
三
つ
の
疑
問
「
「
①
な
ぜ
毎
年
東
の
海
の
鰯
網
に
雇
わ
れ
て
い
た
村

人
が
、
こ
の
年
の
秋
に
限
っ
て
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
、
②
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
久
六

一
人
が
東
の
海
に
赴
い
た
の
か
、
③
久
六
の
遭
難
と
死
と
を
な
ぜ
人
々
が
簡
単
に
信
じ
た
の
か
、

j
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
事
件
や
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
に
、
唐

突
で
理
解
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
先
の
「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
に
つ

い
て
の
論
に
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
細
部
の
記
述
に
注
目
し
、
そ
の
疑
問
を
解
き

な
が
ら
一
章
の
解
釈
を
確
立
し
て
い
く
と
い
う
論
の
進
め
方
自
体
、
こ
れ
ま
で
の
『
懐
硯
』
研

究
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

箕
輪
氏
は
こ
の
章
の
背
景
と
し
て
、
延
宝
五
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
の
津
波
や
台
風
に
よ
る

二
六

一
連
の
海
難
事
故
と
、
「
家
」
の
論
理
を
背
景
と
し
た
「
孝
」
の
倫
理
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

先
の
①
③
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
そ
の
惨
状
を
知
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
答
え
で
あ

り
、
②
に
つ
い
て
は
、
久
六
が
入
り
婿
―
唯
一
の
働
き
手
で
あ
る
以
上
、
二
親
へ
の
孝
心
を
こ

の
よ
う
な
形
で
示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
氏
は
、

こ
の
一
章
を
「
家
を
背
景
と
す
る
〈
孝
〉
の
倫
理
」
が
生
み
出
し
た
悲
劇
で
あ
る
と
結
論
づ
け

る
。
こ
の
倫
理
が
、
久
六
を
東
の
海
へ
向
か
わ
せ
、
ま
た
、
妻
の
再
婚
を
急
が
せ
た
。
二
人
を

束
縛
し
、
家
と
い
う
も
の
を
再
認
識
し
な
が
ら
の
死
へ
至
ら
せ
た
の
だ
、
と
い
う
理
解
を
示
し

て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
論
文
の
結
論
か
ら
は
、
は
た
し
て
本
当
に
作
者
は
綱
吉
の
孝
道
奨
励
策
に
対
し

て
懐
疑
を
抱
い
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
新
た
な
問
題
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

も
し
も
そ
の
よ
う
な
意
識
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
質
の
も
の
と
し

て
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
今
現
在
の
『
懐
硯
』
研
究
の
課
題

で
も
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
伴
山
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
幕
府
の
施
策
へ
の
邦
楡
と
も

な
り
か
ね
な
い
説
話
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
聞
者
と
し
て
読
者
に
伝
え
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る

の
が
伴
山
で
あ
る
。
「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
で
直
接
童
女
か
ら
話
を
聞
か
さ
れ
る
の
は
伴
山
で

あ
り
、
そ
し
て
、
久
六
の
行
動
に
「
鄙
び
た
る
お
と
こ
の
仕
業
に
は
神
妙
な
る
取
置
ぞ
か
し
」

と
最
後
に
評
言
す
る
の
も
伴
山
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
、
も
し
も
幕
政
に
対
す
る
微
妙
な
意
識

が
含
ま
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
伴
山
の
役
割
は
作
者
の
代
弁
者
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
論
文
で
示
さ
れ
た
作
品
解
釈
は
、
箕
輪
氏
自
身
の
「
傀
儡
と
し
て

の
伴
山
」
の
説
を
逸
脱
す
る
要
素
を
十
分
に
内
包
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
氏
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。

六
、
「
お
も
し
ろ
お
か
し
き
」
法
師
―
井
口
氏
・
杉
本
氏
の
『
懐
硯
』
論
-

昭
和
五
十
年
代
後
半
に
な
る
と
、
『
懐
硯
』
の
特
定
の
章
を
取
り
上
げ
て
、
典
拠
調
査
を
ふ
ま

え
つ
つ
、
叙
述
の
細
部
に
ま
で
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
主
題
を
読
み
解
い
て
行
こ
う
と
す
る
論

が
し
だ
い
に
目
立
ち
は
じ
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
作
品
論
的
な
研
究
一
色
に
『
懐
硯
』

研
究
が
塗
り
替
え
ら
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
、
箕
輪
氏
の
方
法
を
継
承

発
展
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
論
の
系
譜
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

箕
輪
氏
の
論
の
影
響
下
に
、
各
章
の
新
た
な
解
釈
を
試
み
た
の
が
井
口
洋
氏
で
あ
っ
た
。
「
『
懐

硯
』
一
面
1
「
誰
か
は
住
し
荒
屋
敷
」
の
主
題
1
」
に
つ
い
て
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
そ
の

後
に
「
『
懐
硯
』
試
論
1
一
の
一
ヽ
一
白
で
「
比
丘
尼
に
無
用
の
長
刀
―
『
懐
硯
』
試
論
に
2

が
続
く
。
ま
た
、
杉
本
好
伸
氏
も
、
典
拠
研
究
を
軸
に
コ
古
今
俳
諧
女
歌
仙
』
勝
女
の
仏
前
」
、
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「
『
懐
硯
』
の
方
法
「
巻
五
の
四
「
織
物
屋
の
今
中
将
姫
」
の
場
合
に
に
」
で
、
『
懐
硯
』
の

創
作
手
法
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
伴
山
に
よ
る
評
言
あ
る
い
は
伴
山
と

い
う
存
在
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
行
き
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
井

口
洋
氏
は
、
「
『
懐
硯
』
試
論
-
一
の
一
、
一
の
三
」
で
巻
一
の
I

「
二
王
門
の
綱
」
に
つ
い

て
、
伴
山
イ
コ
ー
ル
作
者
と
い
う
前
提
に
立
ち
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
章
を
檜
谷
昭
彦
氏
は
、
『
徒
然
草
』
第
五
十
段
と
オ
ー
バ
上
フ
ッ
プ
さ
せ
て
、
愚
か
な
世

の
人
心
を
伴
山
が
批
判
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
。
だ
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
傍
観

者
的
な
批
評
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
二
王
門
の
綱
」
の
伴
山
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

は
む
し
ろ
、
人
々
と
愚
か
さ
を
共
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
櫃
の
中
の
仁
王
像

の
腕
が
動
い
た
と
き
に
、
伴
山
自
身
が
「
ふ
し
ぎ
や
」
と
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
章
は
、
愚
か
な
「
世
の
人
心
」
を
冷
静
に
批
判
す
る
視
点
か
ら
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
な
愚
か
さ
を
暖
か
く
包
み
込
む
よ
う
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
、
と
井
口
氏
は
述

べ
て
い
る
。

木
像
の
腕
が
動
い
た
よ
う
に
見
え
た
こ
と
を
人
々
の
気
が
凝
り
固
ま
っ
て
物
に
魂
が
入
っ
た

結
果
と
と
ら
え
た
り
、
愚
か
さ
を
暖
か
く
包
み
込
む
よ
う
な
視
点
で
描
か
れ
た
一
章
で
あ
る
、

と
す
る
理
解
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
伴
山
と
作
者
が
ほ

と
ん
ど
同
一
の
存
在
よ
う
に
記
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
は
以
前
の
研
究
者
の
と
ら
え
方
か

ら
は
変
容
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

井
口
氏
の
用
い
る
「
作
者
」
は
、
も
は
や
外
在
的
な
資
料
を
も
と
に
恣
意
的
に
作
り
上
げ
ら

れ
た
「
西
鶴
」
の
「
実
像
」
か
ら
投
影
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
『
諸
国
ば
な
し
』
か
ら
の
作
家

的
成
長
や
他
作
品
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
西
鶴
の
思
想
」
を
当
て
は
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
本
文
中
の
微
細
な
記
述
を
総
合
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
伴
山
」
の
像
で
あ
り
、
そ

れ
を
「
作
者
」
と
言
い
直
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
読
書
行
為
を
通
し
て
テ
キ
ス
ト
か
ら

必
然
的
に
構
築
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
作
者
像
I
ウ
ン
ベ
ル
ト
ー
エ
ー
コ
言
う
と
こ
ろ
の
「
モ
デ

ル
似
都
」
の
よ
う
な
意
味
合
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
す
で
に
井
口
氏
の
論

の
中
で
は
、
伴
山
は
単
な
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
ー
作
者
西
鶴
の
分
身
と
し
て
の
I
の
位
置

付
け
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
、
作
品
内
で
は
た
す
伴
山
の
役
割
を
正
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
の
が
杉
本
好
伸
氏

の
祠
懐
硯
』
の
構
成
を
め
ぐ
み
ご
で
あ
っ
た
。

杉
本
氏
は
、
西
鶴
作
か
否
か
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
論
議
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

『
懐
硯
』
が
首
尾
一
貫
し
た
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
趣
向
や

諺
が
安
易
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
不
首
尾
も
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
別
個

に
成
立
し
た
作
品
に
伴
山
を
設
定
し
て
あ
え
て
一
本
に
ま
と
め
た
と
す
辰
岨
、
旨
恕
・
団
水
ら

他
作
者
作
品
混
几
誕
、
複
数
作
布
施
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
矛
盾
や
不
首
尾
が
見

ら
れ
る
に
し
ろ
、
編
集
者
に
伴
山
の
見
聞
記
と
し
て
『
懐
硯
』
を
編
集
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
ま
す
そ
の
編
集
者
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
工
夫
の
後

を
た
ど
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
氏
の
立
場
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
『
懐
硯
』

全
章
に
わ
た
る
伴
山
に
関
す
る
記
述
が
網
羅
的
に
、
し
か
も
既
製
の
「
西
鶴
」
像
と
混
同
さ
れ

る
こ
と
な
く
き
わ
め
て
客
観
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
、
序
文
に
諸
国
を
見
聞
し
て
回
っ
た
主
体
が
「
我
」
と
一
人
称
で
記
さ
れ
な
が
ら
、

巻
一
の
一
の
冒
頭
で
は
伴
山
が
三
人
称
で
扱
わ
れ
て
登
場
し
、
そ
の
章
の
後
半
で
は
見
聞
す
る

主
体
と
し
て
の
一
人
称
に
変
化
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
序
文
の
削
ら
れ
た
署
名
が
「
伴
山
」
あ
る
い
は
「
一
宿
道
人
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

趣
向
と
巻
一
の
一
冒
頭
の
人
称
と
の
紅
語
が
削
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
、
と
い
う
井
口
洋
氏
へ
施

が
す
で
に
あ
る
。
杉
本
氏
は
、
削
ら
れ
た
署
名
が
「
西
鶴
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い

が
、
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
の
あ
る
西
鶴
の
名
を
わ
ざ
わ
ざ
削
り
取
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
、
と
い

う
か
た
ち
で
井
口
氏
の
説
を
補
強
し
、
序
文
に
そ
の
名
が
使
用
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
伴
山
設
定
の

趣
向
が
作
者
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
、
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
具
体
的
に
は
伴
山
は
ど
の
よ
う
な
形
で
作
品
中
に
登
場
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た

と
え
ば
、
「
我
」
と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
章
が
巻
一
の
一
以
外
に
四
章
(
一
の
二
・
三

の
三
∴
二
の
四
・
四
の
三
)
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
二
章
で
は
、
都
を
思
い
起
こ
し
つ
つ
世
の
広

さ
を
実
感
す
る
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
巻
一
の
一
冒
頭
の
設
定
を
想
起
さ
せ
つ
つ

旅
の
実
感
を
感
じ
さ
せ
る
書
き
方
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
お
も
し
ろ
お
か
し
き
法
師
」
と
い
う
設

定
を
ふ
ま
え
て
、
「
法
師
」
「
道
人
」
と
呼
ば
れ
た
り
自
ら
を
そ
の
よ
う
に
称
す
る
章
が
七
章
二

の
丁
一
の
二
・
二
の
二
・
二
の
四
・
二
の
五
こ
二
の
二
・
五
の
五
)
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
懐

硯
』
全
体
の
柱
と
も
い
う
べ
き
、
首
章
・
尾
章
と
伴
山
が
直
接
話
と
か
か
わ
る
章
で
あ
る
。
決

し
て
多
い
数
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
旅
の
実
感
を
読
者
に
与
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
、
と
氏
は
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
氏
は
、
巻
ご
と
に
見
ら
れ
る
特
色
を
ま
と
め
た
後
で
、
伴
山
像
の
読
者
に
与
え
る
イ

メ
ー
ジ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
伴
山
は
、
竹
斎
や
浮
世
房
の
よ
う
な
「
滑
稽
な
行
為
者
」

に
は
な
り
得
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
一
の
一
冒
頭
の
、
「
魚
鳥
も
あ
ま
さ
ず
」
や
「
美

妾
あ
ま
た
に
い
ざ
な
は
れ
」
と
い
っ
た
記
述
な
ど
は
、
「
お
も
し
ろ
お
か
し
く
」
「
お
ろ
か
」
な

人
物
、
決
し
て
高
潔
で
は
な
い
僧
と
し
て
、
読
者
に
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
。
そ
し

て
、
作
者
は
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
人
物
に
教
訓
的
な
言
を
吐
か
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
批
評
す

る
と
同
時
に
、
笑
い
の
対
象
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
単
純
に
一
話
を
教
訓
性
に
収
斂
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さ
せ
な
い
、
構
成
上
の
工
夫
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
巻
二
の
二
「
付
た
き
物
は
命
に
浮
桶
」
で
は
、
金
箱
に
浮
木
を
付
け
て
安
心
し

て
い
る
今
の
世
の
人
心
を
君
子
然
と
し
て
批
判
し
て
い
る
が
、
伴
山
自
身
も
一
夜
に
し
て
消
え

る
か
も
し
れ
な
い
島
の
お
祭
り
騒
ぎ
を
お
も
し
ろ
く
眺
め
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
三

の
二
「
龍
灯
は
夢
の
ひ
か
り
」
で
は
、
紀
三
井
寺
の
前
の
海
に
現
れ
る
龍
灯
の
光
を
群
衆
と
と

も
に
見
よ
う
と
す
る
。
伴
山
は
、
見
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
後
生
願
い
す
る
人
々
を
批
判
す
る

が
、
自
ら
も
夢
う
つ
つ
の
中
で
瑠
璃
灯
を
捧
げ
た
童
子
を
見
て
感
激
す
る
、
と
い
う
い
さ
さ
か

胡
散
臭
い
一
面
を
見
せ
る
。

こ
れ
ら
の
章
は
、
あ
ま
り
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
教
訓
的
言
辞
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
井
口

洋
氏
が
西
鶴
作
と
断
定
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
章
な
の
だ
が
、
そ
の
教
訓
的
言
辞
を
作
者
の

も
の
と
と
る
か
「
お
も
し
ろ
お
か
し
き
」
法
師
伴
山
の
も
の
と
と
ら
え
る
か
で
、
そ
の
理
解
は

全
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
杉
本
氏
は
、
特
に
伴
山
自
身
が
中
心
と
な
る

章
に
お
い
て
「
お
も
し
ろ
お
か
し
き
」
姿
、
矛
盾
を
含
ん
だ
姿
は
繰
り
返
し
読
み
取
れ
る
と
し
、

こ
の
よ
う
な
皮
肉
な
設
定
が
ま
た
、
読
者
に
巻
一
の
一
の
伴
山
像
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
、

と
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
懐
硯
』
の
諸
章
は
、
そ
の
よ
う
な
伴
山
の
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に

置
い
て
、
今
一
度
読
み
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
杉
本
氏
に
よ
っ
て
、
『
懐
硯
』
研
究
に
お
い
て
初
め
て
「
伴
山
」
が
正
面
か
ら

対
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
伴
山
即
西
鶴
と
い
う
先
入
観
に
左
右
さ
れ
ず
に
、
テ
キ
ス
ト
の

な
か
の
伴
山
の
姿
が
究
明
さ
れ
た
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
『
懐
硯
』
研
究
の
あ
ら
た
な
段
階

の
到
来
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
次
の
課
題
は
、
実
作
者

「
西
鶴
」
像
に
束
縛
さ
れ
た
伴
山
理
解
の
克
服
が
、
作
品
解
釈
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

(
続
)
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