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西
田
幾
多
郎
の
著
作
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
、
と
き
ど
き
、
否
し
ば
し
ば
彼
の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
い
け
ず
に
当
惑
し

た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
全
体
と
し
て
何
が
言
い
た
い
の
か
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
意
味
や
セ
ン
テ
ン
ス
と
セ
ン
テ
ン
ス

を
つ
な
ぐ
論
理
が
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
し
か
も
西
田
は
明
確
な
定
義
や
概
念
規
定
も
な
い
ま
ま
、
突

然
重
要
な
概
念
を
立
て
て
、
そ
れ
を
呪
文
の
よ
う
に
繰
り
返
し
な
が
ら
記
述
を
進
め
て
い
く
の
で
、
読
者
は
ま
す
ま
す
混
乱
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
は
西
田
に
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
人
た
ち
で
も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
で
、
西
田
を
も
っ
と
も
真
剣
に
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
田
辺

元
の
よ
う
な
透
徹
し
た
頭
脳
の
持
ち
主
で
さ
え
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
身
か
ら
出
た
錆
び
と
は
い
え
、
西
田
自
身
「
私
の
論

理
と
云
ふ
の
は
学
界
か
ら
は
理
解
せ
ら
れ
な
い
、否
未
だ
一
顧
も
与
へ
ら
れ
な
い
と
云
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
」（「
私
の
論
理
に
つ
い
て
（
絶

筆
）」『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
十
、四
三
一
頁
）
と
い
う
嘆
き
を
残
し
て
世
を
去
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

原
因
は
西
田
の
言
説
そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
田
の
言
説
は
、
そ
れ
自
体
が
尋
常
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
異
様
な
言
説
を
通
し
て
西
田
が
懸
命
に
何
ご
と
か
を
考
え
て
い
る
こ
と
だ
け
は
伝
わ
っ
て
く
る

の
だ
が
、
こ
ち
ら
に
は
そ
の
何
ご
と
か
を
な
か
な
か
つ
か
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
西
田
を
読
む
と
は
、
こ
う
し
た
も
ど
か
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し
さ
に
耐
え
、
そ
れ
と
対
峙
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
点
を
放
棄
し
て
し
ま
う
と
、
た
ん
な
る
西
田
用
語
の
鸚
鵡
返
し
の
よ
う

な
「
解
説
」
で
お
茶
を
濁
す
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
こ
で
、
す
べ
か
ら
く
人
間
の
思
考
が
言
語
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
ご
く
自
明
な
事
実
に
立
ち
も
ど
っ
て
み
よ
う
。
ど
れ
ほ
ど
異
様
で

あ
ろ
う
と
、
西
田
の
言
説
は
日
本
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
田
の
思
考
を
作
動
さ
せ
て
い
る
の
は
日
本
語
と
い

う
装
置
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、す
べ
て
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、そ
の
異
様
さ
を
生
み
出
す
一
因
と
し
て
、日
本
語
の
特
異
性
が
与
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
疑
っ
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
中
村
雄
二
郎
が
一
九
八
三
年
に
発
表
し
た
『
西
田
幾
多
郎
』
は
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
な
か
で
、
中

村
は
西
田
用
語
の
鸚
鵡
返
し
を
避
け
、
そ
れ
を
極
力
他
の
分
野
の
言
説
に
「
翻
訳
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
と
か
西
田
を
「
理
解
」
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
が
、
そ
の
試
み
の
な
か
に
西
田
の
場
所
の
論
理
＝
述
語
論
理
と
時
枝
誠
記
の
日
本
語
文
法
論
と
の
親
近
性
に
つ
い
て
の

論
究
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
中
村
の
問
題
提
起
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
、
そ
れ
を
筆
者
な
り
に
さ
ら
に
展
開
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

一　

中
村
の
問
題
提
起

　

中
村
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
西
田
と
時
枝
の
親
近
性
の
第
一
は
、
時
枝
の
「
場
面
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
時
枝
は
言
語
を
た
ん
な
る
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
使
用
し
て
い
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「
言
語
過
程
」
に
お
い

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
姿
勢
を
強
調
す
る
の
だ
が
、こ
の
「
言
語
過
程
」、す
な
わ
ち
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、発
話
（
パ
ロ
ー

ル
）
が
お
こ
な
わ
れ
る
そ
の
つ
ど
の
「
場
面
」
に
つ
い
て
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
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場
面
は
純
客
体
的
世
界
で
も
な
く
、
又
純
主
体
的
な
志
向
作
用
で
も
な
く
、
い
は
ゞ
主
客
の
融
合
し
た
世
界
で
あ
る
。（『
国
語
学
原

論
』（
上
）、
六
十
–
六
十
一
頁
）

中
村
は
こ
う
し
た
考
え
と
西
田
の「
行
為
的
自
己
」の
考
え
が
近
い
と
指
摘
し
た
う
え
で
、と
く
に
重
要
な
類
似
を
な
す
の
が
時
枝
の「
詞
」

と
「
辞
」
の
区
別
で
あ
る
と
い
う
。

　

時
枝
の
〈
言
語
過
程
説
〉
が
も
っ
と
も
本
質
的
に
西
田
の
〈
場
所
の
論
理
〉
と
か
か
わ
る
の
は
、
詞0

と
辞0

の
結
び
つ
き
で
捉
え
た

日
本
語
の
統
辞
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
枝
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
事
と
し
て
の
言
語

0

0

0

0

0

0

0

論
を
生
か
し
て
日
本
語
の
隠
さ

れ
た
構
造
を
探
る
こ
と
に
成
功
し
、
こ
こ
に
、
言
語
＝
文
は
、
客
体
的
表
現
＝
詞0

と
主
体
的
表
現
＝
辞0

と
の
統
一
、
後
者
に
よ
っ
て

前
者
が
包
ま
れ
る

0

0

0

0

統
一
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。（『
西
田
幾
多
郎
』
九
十
六
–
九
十
七
頁
）

　

こ
の
引
用
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
も
う
少
し
説
明
し
て
お
こ
う
。「
事
と
し
て
の
言
語
」
が
発
話
行
為
と
し
て
の
「
言
語
過
程
」
の
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、大
事
な
の
は
、時
枝
が
日
本
語
の
品
詞
を
大
き
く
詞
と
辞
の
二
種
類
に
分
け
て
、後
者
が
前
者
を「
包

む
」
関
係
に
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
時
枝
に
よ
れ
ば
、
物
事
を
概
念
化
し
、
客
体
化
し
て
表
わ
し
て
い
る
の
が
「
詞
」
で
、
名
詞

や
形
容
詞
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
表
現
し
て
お
く
な
ら
、
す
で
に
そ
れ
自
体
で
一
定
の
意
味
を
負

わ
さ
れ
て
い
る
語
彙
群
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
助
詞
の
「
て
に
を
は
」
や
助
動
詞
の
「
ず
」「
じ
」「
む
」
な
ど
の
「
辞
」
は
、
そ
れ

自
体
で
は
意
味
を
も
た
ず
、
詞
に
付
随
し
て
、
そ
れ
を
使
用
す
る
話
者
の
主
観
的
な
情
動
や
意
志
を
表
現
す
る
言
葉
だ
と
さ
れ
る
（
ち
な
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み
に
、本
居
宣
長
は
「
て
に
を
は
」
を
「
詞
の
玉
緒
」
と
表
現
し
た
が
、時
枝
の
詞
辞
論
は
こ
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
）。
こ
の
場
合
、

す
べ
て
の
発
話
は
話
者
に
属
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
出
て
く
る
詞
は
辞
と
い
う
話
者
の
主
観
の
な
か
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

仕
組
み
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
匂
い
の
高
い
花
が
咲
い
た
」
と
い
う
発
話
は
匂
い
の
高
い

花
が
咲
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
辞
が
幾
重
に
も
詞
を
包
み
こ

む
「
入
子
型
構
造
」
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
中
村
は
、
ま
っ
た
く
同
一
で
は
な
い
と
は
い
え
、
こ
の
詞
辞
の
包
摂
関
係
の
な

か
に
西
田
の
述
語
論
理
に
つ
な
が
る
発
想
が
あ
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
時
枝
の
辞
が
主
観
的
立
場
を
表
現
す
る
よ
う
に
、
西
田
の
述
語
も

主
観
的
意
識
の
側
に
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

従
来
の
哲
学
は
意
識
の
立
場
に
つ
い
て
十
分
に
考
へ
ら
れ
て
な
い
。
判
断
の
立
場
か
ら
意
識
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
述
語
の
方
向
に
求

め
る
の
外
は
な
い
、
即
ち
包
摂
的
一
般
者
の
方
向
に
求
め
る
の
外
は
な
い
。（「
場
所
」『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
三
、四
六
三
頁
）

そ
し
て
、
こ
う
し
た
転
回
か
ら
、
次
の
よ
う
な
認
識
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
併
し
）
所
謂
主
客
合
一
と
は
主
語
面
に
於
て
見
ら
れ
た
る
自
己
同
一
で
あ
つ
て
、
更
に
述
語
面
に
於
て
見
ら
れ
る
自
己
同
一
と
い

ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
者
は
単
な
る
同
一
で
あ
つ
て
、
真
の
自
己
同
一
は
却
つ
て
後
者
に
あ
る
の
で
あ
る
。
直
観
と
は
一

つ
の
場
面
の
面
が
そ
れ
が
於
て
あ
る
場
所
の
面
に
合
一
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
斯
く
二
つ
の
面
が
合
一
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
単
に
主

語
面
と
述
語
面
と
が
合
一
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
主
語
面
が
深
く
述
語
面
の
底
に
落
ち
込
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
る
、
述
語
面

が
何
処
ま
で
も
自
分
自
身
の
中
に
於
て
主
語
面
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
、
単
な
る
場
所
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。（「
場
所
」『
西
田
幾
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多
郎
全
集
』
三
、四
七
二
–
四
七
三
頁
）

　

た
し
か
に
、
時
枝
の
辞
を
述
語
に
置
き
換
え
れ
ば
、
西
田
と
時
枝
の
発
想
に
は
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
も
、
場
所
の
論
理
を

打
ち
立
て
た
こ
ろ
の
西
田
に
と
っ
て
の
「
述
語
（
面
）」
と
い
う
概
念
が
、
多
分
に
初
期
の
「
純
粋
経
験
」
た
る
意
識
野
を
踏
襲
し
て
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
類
似
性
は
い
っ
そ
う
重
み
を
増
し
て
く
る
。
中
村
は
さ
ら
に
、
時
枝
の
統
辞
論
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
日
本
語
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
四
点
を
あ
げ
、
暗
に
西
田
と
の
類
似
性
を
示
し
て
い
る
。

一
、
日
本
語
で
は
、
文
の
全
体
が
幾
重
に
も
最
後
に
来
る
辞
＝
主
体
的
表
現
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
か
ら
、
大
な
り
小
な
り
主
観
性
＝

主
体
性
を
帯
び
た
文
、
感
情
的
な
文
が
常
態
に
な
る
。
二
、
日
本
語
で
は
、
文
は
辞0

に
よ
っ
て
語
る
主
体

0

0

0

0

と
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は

そ
の
主
体
の
置
か
れ
た
状
況
＝
場
面
と
つ
な
が
る
。
だ
か
ら
、
場
面
か
ら
の
拘
束
が
大
き
い
。
三
、
日
本
語
の
文
は
、
詞0

＋
辞0

と
い

う
主
客
の
融
合
を
重
層
的
に
含
ん
で
い
る
か
ら
、
体
験
的
に
こ
と
ば
を
深
め
る
の
に
は
好
都
合
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
客
観
的
・

概
念
的
な
観
念
の
世
界
を
構
築
す
る
の
に
は
不
利
で
あ
る
。
四
、
日
本
語
の
文
で
は
、
詞0

＋
辞0

の
結
び
つ
き
か
ら
な
る
そ
の
構
造
に

よ
っ
て
―
―
外
見
上
は
、（
主
体
の
概
念
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
）
詞
、
つ
ま
り
名
詞
や
代
名
詞
が
主
語
と
な
る
に
し
て
も
―
―

真
の
主
体
は
辞0

の
う
ち
に
働
き
と
し
て

0

0

0

0

0

だ
け
見
出
さ
れ
る
か
ら
、
文
法
上
で
の
形
式
的
な
主
語
の
存
在
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
」

（『
西
田
幾
多
郎
』
九
十
八
–
九
十
九
頁
）

　

以
上
が
時
枝
の
日
本
語
文
法
を
も
と
に
し
た
中
村
の
西
田
解
釈
の
要
点
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
で
西
田
の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
と
も
言
う

べ
き
「
場
所
」「
述
語
面
」
を
一
定
程
度
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
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こ
の
時
枝
と
西
田
の
親
近
性
に
関
し
て
、
一
言
コ
メ
ン
ト
し
て
お
け
ば
、
こ
の
親
近
性
は
、
今
西
錦
司
が
西
田
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
独
自
の

生
態
学
理
論
を
切
り
開
い
た
の
と
同
様
に
、
時
枝
の
方
が
西
田
の
考
え
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
独
自
の
言
語
学
を
発
展
さ
せ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
時
枝
の
『
言
語
学
原
論
』
の
公
刊
は
、
明
確
に
西
田
や
田
辺
の
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ

る
今
西
の
『
生
物
の
世
界
』
の
公
刊
と
同
じ
一
九
四
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
ま
で
の
立
論
で
、
西
田
の
思
考
が
時
枝
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
日
本
語
文
法
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
哲
学
の
論
議
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
は
ま
だ
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を

い
う
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
構
図
を
い
く
ら
も
出
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
辞
や
述
語
に
体
現
さ
れ
る
主
観
が
世
界
を

包
む
と
い
う
こ
と
の
確
認
に
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
西
田
の
思
考
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
論
議
を
も
う
一
歩
先
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

感
歎
詞
と
根
源
語

　

前
の
論
議
を
受
け
継
い
で
、
同
じ
く
時
枝
の
詞
辞
論
か
ら
話
を
進
め
る
。
時
枝
に
お
い
て
、
辞
は
詞
を
包
む
主
体
の
場
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
両
者
の
「
過
程
的
構
造
」
の
相
違
を
時
枝
の
言
に
即
し
て
も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
詞
が
具
体
的
事
物
な
い
し
表
象
に
発
し
て

概
念
、
聴
覚
映
像
、
音
声
と
い
う
三
次
の
過
程
を
経
る
の
に
対
し
て
、
辞
の
方
は
言
語
主
体
に
属
す
る
判
断
、
情
緒
、
欲
求
等
に
発
し
て
、

概
念
を
経
る
こ
と
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
聴
覚
映
像
と
音
声
の
二
つ
の
過
程
を
経
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
（『
国
語
学
原
論
』（
上
）
二
六
四
頁
）。
そ
し
て

後
者
の
辞
の
過
程
を
も
っ
と
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
例
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
感
歎
詞
で
あ
る
と
し
て
、
こ
う
言
わ
れ
る
。
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「
あ
あ
」「
お
や
」「
ね
え
」「
よ
う
」
等
は
凡
て
主
体
的
な
も
の
の
直
接
的
表
現
で
あ
る
。
感
歎
詞
は
本
質
的
に
は
辞
に
属
す
べ
き
も

の
で
あ
る
が
、
多
く
の
感
歎
詞
は
自
然
の
叫
声
に
類
す
る
も
の
で
、
未
だ
こ
れ
を
言
語
の
体
系
中
に
加
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、

そ
の
或
る
も
の
、
例
え
ば
、「
ね
」
と
「
暑
い
ね0

」、「
よ
」
と
「
遊
ぼ
う
よ0

」
等
を
比
較
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
密
接
な
関
係
を
知
る

こ
と
が
出
来
る
。（『
国
語
学
原
論
』（
上
）
二
六
四
–
二
六
五
頁
）

こ
の
記
述
自
体
は
日
常
の
何
の
変
哲
も
な
い
発
話
に
も
と
づ
い
た
説
明
で
し
か
な
い
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
時
枝
に
と
っ
て
は
感
歎
詞
が

「
主
体
的
立
場
」
を
に
な
う
辞
の
極
限
形
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
体
の
判
断
、
情
緒
、
欲
求
を
表
わ
し
な
が

ら
も
、
他
の
言
葉
た
ち
と
異
な
っ
て
、
そ
の
判
断
、
情
緒
、
欲
求
の
概
念
内
容
を
（
未
だ
）
も
た
な
い
。
だ
か
ら
、「
未
だ
こ
れ
を
言
語

の
体
系
中
に
加
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
も
言
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
感
歎
詞
こ
そ
は
、
言
語
が
そ
の
外
部
と
接

す
る
境
界
に
立
つ
言
葉
な
ら
ぬ
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
あ
り
方
は
言
語
シ
ス
テ
ム
の
異
端
児
と
も
い
う
べ
き
固
有
名
に
似

て
い
る
（cf.

ク
リ
プ
キ
の
論
議
）。
し
か
も
、
注
意
す
べ
き
は
そ
の
さ
き
に
あ
っ
て
、
こ
の
感
歎
詞
は
辞
の
極
限
形
態
で
も
あ
る
わ
け
だ

か
ら
、
そ
れ
は
他
の
、
や
は
り
未
だ
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
潜
在
的

0

0

0

な
意
味
を
包
み
込
む
よ
う
な
特
殊
な
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
筆
者
の
連
想
を
呼
び
起
こ
す
の
が
、
か
つ
て
上
田
閑
照
が
立
て
た
「
根
源
語
」
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
ま
ず
「
根
源
語
」
の
例
と

し
て
、
上
田
が
あ
げ
る
リ
ル
ケ
の
詩
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

薔
薇
、
お
お
！　

純
粋
な
矛
盾
。　
　
　

R
ose, oh reiner W

iderspruch, Lust, 

幾
重
に
も
重
ね
た
瞼
の
下　
　
　
　
　
　

N
iem

andes Schlaf zu sein unter soviel

誰
の
で
も
な
い
眠
り
で
あ
る
楽
よ
ろ
こ
び。　

　
　

Lidern.
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上
田
は
、
こ
の
詩
の
な
か
の
「
お
お
！
」
と
い
う
感
歎
詞
に
着
目
し
て
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
せ
る
。

　

こ
の
詩
の
全
体
は
、
（１）
「
薔
薇
」、
（２）
「
お
お
！
」、
（３） 

（a）
「
純
粋
な
矛
盾
」、
（b）
「
幾
重
に
も
重
ね
た
瞼
の
下　

誰
の
で
も
な
い

眠
り
で
あ
る
楽
」、
の
三
つ
の
部
分
に
一
応
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（１）
は
薔
薇
の
現
前
、
（２）
の
「
お
お
！
」
は
、

薔
薇
の
現
前
に
打
た
れ
た「
驚
き
」が
そ
の
ま
ま
言
語
以
前
の
音
声
と
な
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
。
（３）
は
そ
の「
驚
き
」が
言
葉
に
な
っ

て
詩
句
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
で
き
上
っ
た
詩
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
詩
句
が
生
ま
れ
て
来
る
「
言
葉

の
出
来
事
」
と
し
て
見
る
場
合
、（２）
の
「
お
お
！
」
を
詩
句
の
全
体
が
発
せ
ら
れ
て
来
る
源
―
―
根
源
語
（U

rw
ort

）
―
―
と
見
る
、

逆
に
い
え
ば
、
全
詩
句
を
こ
の
「
お
お
！
」
の
分
節
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。（『
禅
仏
教
』
六
十
八
頁
）

上
田
は
「
言
葉
の
出
来
事
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
の
言
語
と
は
、
で
き
あ
が
っ
た
言
語
体
系
や
語
彙
の
こ
と
で
は
な
く

て
、
発
話
と
い
う
「
言
語
過
程
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
感
歎
詞
が
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
こ
う

い
う
解
釈
を
披
瀝
し
て
み
せ
る
と
き
、
上
田
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
お
も
に
禅
仏
教
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
学
思
想
な
の
だ
が
、
そ
の
な

か
に
西
田
の
哲
学
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
引
用
が
示
し
て
い
る
。

　

大
き
な
哲
学
体
系
の
背
後
に
は
、
そ
の
体
系
の
源
で
あ
り
か
つ
体
系
展
開
に
お
け
る
思
惟
の
動
き
を
導
い
て
い
る
根
本
直
観
が

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
そ
の
根
本
直
観
を
未
分
化
の
ま
ま
全
体
的
に
含
ん
で
い
る
よ
う
な
根
本
語
（G

rundw
ort

）

―
―
従
っ
て
展
開
さ
れ
た
全
体
系
を
そ
の
言
葉
に
要
約
し
得
る
よ
う
な
基
本
的
な
一
語
が
指
摘
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
カ
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ン
ト
の
「
理
性
」、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
」、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
有
」、
あ
る
い
は
西
田
哲
学
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
な
ど
。

（『
禅
仏
教
』
六
十
六
–
六
十
七
頁
）

上
田
は
、
こ
こ
で
は
根
源
語
の
例
と
し
て
、
リ
ル
ケ
の
詩
句
「
純
粋
な
矛
盾
」
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
西
田
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一
」
と
い
う
用
語
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
純
粋
経
験
」「
場
所
」「
自
覚
」「
永
遠
の
今
」「
行
為
的
直
観
」
等
々
と
言
い
換
え
ら

れ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
後
の
論
理
が
分
節
化
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
、
未
だ
分
節
化
さ
れ
て
い

な
い
概
念
な
ら
ぬ
半
概
念

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
時
枝
の
辞
が
詞
を
包
む
と
い
う
考
え
に
立
ち
か
え
っ
て
、
こ
の
上
田
の
根
源
語
を
考
え
な
お
し
て
み
よ
う
。
時
枝
に
お
い

て
辞
の
極
限
形
態
で
あ
る
感
歎
詞
は
他
の
す
べ
て
の
潜
在
的
な
詞
（
意
味
）
を
包
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
上
田
の
根

源
語
と
し
て
の
感
歎
詞
も
、
そ
こ
か
ら
意
味
が
分
節
化
さ
れ
て
く
る
根
源
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
や
は
り
潜
在
的
に
後
者
の
分
節
化

的
意
味
を
包
む
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
は
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。
時
枝
に
と
っ
て
、
辞
が
ど
れ
ほ
ど
極
限
化
さ

れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
主
観
」
な
い
し
「
主
体
」
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
主
観
そ
れ
自
体
は
崩
れ
る
こ
と
が
な
い
。
さ
き

に
カ
ン
ト
的
認
識
論
の
枠
を
出
て
い
な
い
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、上
田
の
根
源
語
に
お
い
て
主
観
は
ど
う
な
る
の
か
。

一
言
で
い
え
ば
、
す
べ
て
を
包
ん
で
い
た
「
主
観
」
そ
の
も
の
が
破
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
上
田
が
「
お
お
！
」
と
は
「
事
と
言
と
人

と
の
脱
自
的
原
統
一
の
現
成
」（
七
十
一
頁
）
と
述
べ
る
と
き
、そ
こ
に
あ
る
の
は
、い
わ
ゆ
る
「
主
観
／
主
体
」
と
し
て
の
自
己
で
は
な
く
、

文
字
通
り
に
「
脱
自
」
し
て
し
ま
っ
た
自
己
、
す
な
わ
ち
「
自
覚
」
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
こ
に
は
す
で
に
自
己
的
な
何
か

0

0

0

0

0

0

が
出
来
し

て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
感
歎
詞
が
言
葉
な
ら
ぬ
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
未
だ
人
称
性
を
顕
わ
に
し
て
い
な
い
自
己
な
ら
ぬ
自
己
で
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あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
態
を
上
田
は
、
こ
う
表
現
し
て
い
る
。

自
覚
と
は
、
単
に
我
が
我
を
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
自
己
が
「
於
て
あ
る
」
場
所
に
真
に
開
か
れ
て
、
す
な
わ
ち
「
我
な
し
」
と

切
り
開
か
れ
て
、
場
所
の
開
け
の
う
ち
で
自
己
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
場
所
の
開
け
が
光
と
な
っ
て
自
己
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。（『
場
所
』
二
一
〇
頁
）

　

こ
れ
を
さ
ら
に
西
田
に
即
し
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
西
田
の
述
語
論
理
に
お
い
て
は
、
述
語
が
主
語
を
包
む
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、こ
の
述
語
は
究
極
的
に
は「
述
語
と
な
っ
て
主
語
に
は
な
ら
な
い
も
の
」に
ま
で
突
き
つ
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

そ
の
場
合
、西
田
が
そ
れ
を「
真
の
無
の
場
所
」（cf.「
場
所
」）と
も
表
現
し
た
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の「
無
」

は
た
ん
な
る
仏
教
用
語
の
適
用
な
ど
と
い
う
安
易
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
述
語
や
そ
れ
を
支
え
る
主
観
（
的
意
識
）
を
突
き
つ
め

る
と
、最
後
に
は「
我
な
し
」、す
な
わ
ち
主
観
そ
の
も
の
の
底
が
破
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
の「
無
」な
の
だ
。

無
は
何
処
ま
で
も
有
を
裏
打
ち
し
て
居
る
、
述
語
は
主
語
を
包
ん
で
居
る
、
そ
の
窮
ま
る
所
に
到
つ
て
主
語
面
は
述
語
面
の
中
に
没

入
す
る
の
で
あ
る
、
有
は
無
の
中
に
没
し
去
る
の
で
あ
る
。（「
場
所
」『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
三
、四
五
五
頁
）

　
「
有
」
に
対
立
す
る
「
相
対
的
無
」
に
お
い
て
は
ま
だ
主
観
は
消
え
な
い
。「
無
」
が
否
定
す
る
対
象
と
し
て
の
「
有
」
が
「
有
」
と
し

て
有
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
主
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
、
窮
極
ま
で
突
き
つ
め
ら
れ
た
述
語
に
お
い
て
は
、
主
観

に
固
有
な
恣
意
性
を
剥
奪
さ
れ
た
主
観
な
ら
ぬ
主
観
性
が
か
ろ
う
じ
て
残
る
だ
け
な
の
で
、そ
れ
は
も
は
や
「
働
く
」
も
の
と
い
う
よ
り
、
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む
し
ろ
「
映
す
」
だ
け
の
「
場
所
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。「
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
見
る
」（cf.

「
私
と
汝
」）
と
言
わ
れ
た
り
す

る
の
も
、
主
体
が
人
称
性
を
失
い
、
い
わ
ゆ
る
主
体
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
概
念
に
託

し
て
、
こ
の
事
態
を
表
現
す
る
な
ら
、
自
然
的
態
度
を
括
弧
に
入
れ
て
「
現
象
学
的
還
元
」
を
ほ
ど
こ
し
た
あ
と
に
残
る
「
純
粋
自
我
」

の
自
我
性
を
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
還
元
す
る
と
こ
ろ
に
か
ろ
う
じ
て
自
ら
を
垣
間
見
せ
る
何
も
の
か
で
あ
る
。
西
田
の
自
覚
概
念
を
精
神

病
理
学
の
世
界
で
発
展
さ
せ
た
木
村
敏
な
ら
ば
、こ
れ
を
「
ノ
エ
シ
ス
の
ノ
エ
シ
ス
」
と
か
「
根
源
的
自
発
性
」
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
（cf.

『
あ

い
だ
』）。

三　
「
は
」
と
「
が
」
の
相
違
が
暗
示
す
る
も
の

　

も
う
ひ
と
つ
、
日
本
語
の
特
異
性
と
（
哲
学
的
）
思
考
の
関
係
で
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
議
に
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
問
題
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
日
本
語
に
特
有
な
「
は
」
と
い
う
助
詞
で
あ
る
。
こ
の
助
詞
は
、
た
と
え
ば
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
よ
う
に
、

よ
く
主
格
を
表
わ
す
格
助
詞
と
誤
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
の
文
法
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
誤
解
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
翻
訳
に
お
い
て
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
は
、
そ
の
ま
ま
「I am

 a cat

」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
だ
が
、「
は
」
を
単
純
に
主

格
を
表
わ
す
助
詞
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
次
の
例
文
で
わ
か
る
。

a） 

私
は
頭
が
痛
い
。

b） 

私
は
今
日
は
頭
が
痛
い
。
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見
ら
れ
る
と
お
り
、
は
っ
き
り
と
主
格
を
表
わ
し
て
い
る
の
は
「
が
」
で
あ
っ
て
、「
は
」
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
必
ず
し
も
、

と
言
う
の
は
、
a）
の
場
合
に
は
、「
は
」
と
「
が
」
の
二
つ
の
主
格
表
現
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
例
文
b）
の
「
今

日
は
」
の
「
は
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
文
法
で
い
え
ば
、
副
詞
的
に
つ
か
わ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
主
格
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
う

い
う
性
格
を
も
っ
た
「
は
」
は
、
だ
か
ら
日
本
語
文
法
で
は
、
格
助
詞
で
は
な
く
て
係
助
詞
に
分
類
さ
れ
、
明
確
な
主
格
表
現
と
し
て
の

「
が
」
が
格
助
詞
に
分
類
さ
れ
る
。

　

外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
こ
の
紛
ら
わ
し
い
主
格
を
め
ぐ
る
「
は
」
と
「
が
」
の
混
同
を
、
自
ら
の
当
惑

と
と
も
に
、
一
度
は
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
気
持
ち
に
逆
ら
っ
て
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
「
は
」
は
主
格
を

表
わ
す
格
助
詞
で
は
な
い

0

0

0

0

、
と
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
慣
れ
た
人
た
ち
に
は
考
え
ら
れ
な
い
混
乱

な
い
し
不
合
理
と
映
る
。
同
じ
こ
と
が
ハ
ン
グ
ル
の
「
는
」
と
「
가/

이
」
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
、
こ
の
問
題
は
日
本
語
だ

け
の
特
徴
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
は
」
と
い
う
言
葉
は
一
筋
縄
で
い
か
な
い
奇
妙
な
言
葉
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

私
が
西
田
の
思
考
と
の
関
係
で
問
題
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
は
、
こ
の
奇
妙
な
助
詞
「
は
」
で
あ
る
。
恣
意
的
な
解
釈
を
避
け
る
た

め
、
ま
ず
話
の
手
が
か
り
と
し
て
、
手
も
と
に
あ
る
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』
の
「
は
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
を
引
用
し
て
お
く
。

文
中
に
あ
っ
て
、
述
語
と
関
係
し
合
っ
て
い
る
語
に
付
属
し
て
、
そ
の
陳
述
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
文
末
に
つ
い
て
、
文
の
成

立
を
助
け
る
働
き
を
す
る
助
詞
。

こ
の
定
義
が
興
味
深
い
の
は
、「
は
」
が
主
語
に
で
は
な
く
、
述
語
の
方
に
親
和
的
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
時
枝
の
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辞
や
西
田
の
述
語
の
方
に
関
係
す
る
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、さ
き
の
文
例
b）
「
私
は
今
日
は
頭
が
痛
い
」
に
お
い
て
、

「
今
日
は
」
の
「
は
」
は
、「
今
日
」
と
い
う
発
話
主
体
が
置
か
れ
て
い
る
場
面
な
い
し
状
況
の
設
定
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
よ

く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
は
」
は
「
主
語
」
と
い
う
よ
り
も
「
主
題
」
や
「
条
件
」
を
設
定
す
る
役
割
を
果
た
す
言
葉
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
私

は
」
と
言
っ
た
と
き
の
「
は
」
も
、一
見
そ
の
よ
う
に
見
え
て
も
、主
格
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、こ
れ
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
発
話
が
「
私
」

に
つ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
設
定
（
宣
言
）
し
た
だ
け
の
表
現
と
解
釈
で
き
る
。
別
の
言
い
方
に
置
き
換
え
る
と
、「
私
に
関
し
て
い
え
ば
」

と
か
「
私
の
こ
と
で
す
が
」
と
、
ま
ず
主
題
が
設
定
さ
れ
て
、
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め
て
正
式
の
陳
述
「
頭
が
痛
い
」
が
な
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
正
式
の
陳
述
で
は
主
語
が
明
示
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
が
「
が
」
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
『
国
語
学

原
論
』
に
出
て
く
る
例
文
を
読
む
か
ぎ
り
、
時
枝
は
こ
の
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
、「
は
」
と
「
が
」
を
無
造
作
に
主
格
表
現
と
し
て
扱
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
主
題
・
条
件
の
設
定
の
は
た
ら
き
を
に
な
う
「
は
」
を
、
こ
れ
ま
で
の
論
議
に
重
ね
て
考
え
て

み
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
私
は
」
と
か
「
今
日
は
」
と
言
う
場
合
、
こ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
内
容
に
関
し
て
正
式
の
陳
述
が
お
こ
な
わ
れ
る
テ
ー
マ
や
場
面
が
設

定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
後
の
陳
述
（
分
節
化
）
の
基
点
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
、「
は
」
は
感
歎
詞
と
同
じ
構
造
に
置
か
れ

て
い
る
。
両
者
の
違
い
は
、感
歎
詞
が
ま
だ
概
念
的
内
容
の
不
分
明
な
瞬
間
的
な
感
情
や
欲
求
な
ど
を
表
わ
す
だ
け
な
の
に
対
し
て
、「
は
」

は
一
歩
言
語
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
入
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
か
ら
分
節
化
さ
れ
て
く
る
意
味
内
容
の
方
向

0

0

（
サ
ン
ス
）
を
限
定
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
感
歎
詞
を
一
歩
限
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
比
喩
的
に
表
現
し
て
み
る
な

ら
、
粗
野
で
馴
致
さ
れ
て
い
な
い
感
歎
詞
と
従
順
に
言
語
シ
ス
テ
ム
に
収
ま
る
陳
述
と
の
中
間
を
な
す
言
葉
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
き
に
上
田
は
西
田
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
を
根
源
語
と
み
な
し
た
。
大
き
く
は
、そ
う
み
な
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

私
の
考
え
で
は
、「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
に
か
ぎ
ら
ず
、
西
田
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
根
源
語
が
も
う
一
歩
日
本
語
と
い
う
言
語
シ
ス
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テ
ム
の
内
側
に
入
っ
た
「
は
」
の
次
元
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。「
が
」
で
は
な
く
「
は
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

主
題
を
設
定
し
て
み
た
だ
け
で
、
た
だ
ち
に
説
明
的
陳
述
で
は
な
い
。
陳
述
は
、
提
示
さ
れ
た
主
題
の
、
い
わ
ば
「
自
己
限
定
」
と
し
て
、

そ
の
あ
と
に
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
。

　

西
田
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
根
源
語
の
次
元
で
得
た
何
も
の
か
を
説
明
す
る
た
め
の
「
方
向
」
だ

け
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
「
場
所
」「
述
語
」「
自
覚
」「
行
為
的
直
観
」「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
等
々
の
語
が
定
義
や
概
念

規
定
も
な
い
ま
ま
無
造
作
に
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
西
田
は
そ
れ
を
ど
う
分
節
化
し
て
い
く
か
を
思
考
し
な
が
ら
文
章
を
書
き

つ
け
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
リ
ニ
ア
な
論
理
を
描
い
て
展
開
し
て
い
か
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
間
何
度
も
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド

を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
は
」
と
「
が
」
の
問
題
で
言
え
ば
、
直
観
に
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
し
て

「
…
…
は
」
と
ま
で
言
葉
が
出
て
き
た
も
の
の
、
そ
れ
が
な
か
な
か
「
が
」
の
次
元
に
分
節
化
さ
れ
な
い
事
態
を
表
わ
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
林
達
夫
は
か
つ
て
西
田
の
言
説
の
特
徴
を
、
こ
う
評
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

か
く
て
、
思
想
家
の
う
ち
に
は
、
書
く
と
い
う
こ
と
が
考
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
そ
う
い
う
「
随
筆
家
」
型
が
あ
る
も
の
な
の

だ
。
と
こ
ろ
で
も
し
わ
が
国
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
に
近
い
思
想
家
を
求
め
る
な
ら
ば
、
―
―
多
く
の
人
た
ち
は
意
外
に
思

う
か
も
知
れ
な
い
が
―
―
そ
れ
は
西
田
幾
多
郎
先
生
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
多
く
の
解
釈
家
、
批
評
家

た
ち
か
ら
い
ち
ば
ん
見
遁
さ
れ
て
い
る
も
の
も
―
―
そ
れ
は
ま
さ
し
く
こ
の
哲
学
者
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
レ
ン
に
お
け
る
こ
の
「
随

筆
」
的
性
格
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（「
思
想
の
文
学
的
形
態
」『
林
達
夫
著
作
集
』
四
、九
十
四
–
九
十
五
頁
）

　

こ
れ
を
「
随
筆
」
と
み
な
す
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
林
が
目
を
付
け
た
西
田
の
「
書
く
こ
と
が
考
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
」
文
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章
の
性
格
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
も
っ
と
問
わ
れ
て
よ
い
問
題
で
あ
る
。
西
田
の
哲
学
的
言
説
は
出
来
あ
が
っ
て
整
理
し
た
も
の
を
提
示

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
「
行
為
的
直
観
」
に
も
と
づ
い
た
彼
の
思
考
の
現
場
を
整
理
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま

正
直
に
さ
ら
け
出
し
て
い
る
の
だ
。
西
田
の
言
説
が
「
難
し
い
」
最
大
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
い

え
ば
、
そ
こ
に
ま
た
西
田
の
言
説
の
お
も
し
ろ
さ
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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