
参
考
文
献

文
章
心
理
学
の
新
領
域
創
元
社

文

章

心

理

学

新

潮

社

現

代

文

章

心

理

学

新

潮

社

統
計
2
・
・
標
本
調
査
法
培
風
館

文

章

と

文

体

明

治

書

院

川

端

康

成

角

川

書

店

そ

の

他
竹
取
翁
歌
と
漢
籍
と
の

関

係

に

安

本

美

典

波
多
野
完
治

波
多
野
完
治

西

平

重

喜

講
座
現
代
語
5

近
代
文
学
鑑
賞
講
座
十
一
巻

つ
い
て

山

本

峯

子

ま
え
が
き

南
葉
集
巻
十
六
の
竹
取
翁
に
関
す
る
一
連
の
歌
に
漢
籍
の
影
響
が

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
先
学
諸
家
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
所
で
も
あ

り
、
今
更
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
有
由
縁
歌
は
、
序
文
、

長
歌
、
及
び
反
歌
、
並
び
に
娘
子
等
和
う
る
九
首
の
歌
か
ら
成
っ
て

い
る
が
、
こ
の
一
連
の
作
品
と
、
漢
籍
、
漢
文
学
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
改
め
て
少
し
ゅ
く
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
序
文

序
文
が
遊
仙
窟
を
背
景
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
も
は
や

疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
、
先
ず
序
文
と
遊
仙
窟
と
の
文
章

を
列
挙
対
照
し
な
、
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ωか
骨
煮
美
之
九
酢
女
子
也
。
（
高
）

従
来
巡
透
四
辺
o
釦
舎
両
骨
神
仙
。
（
遊
）

こ
れ
は
、
翁
が
偶
然
九
人
の
美
し
い
仙
女
に
会
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
だ
が
、
「
忽
値
」
「
忽
逢
」
等
は
、
遊
仙
窟
そ
の
他
神
仙
物
語

等
の
漢
籍
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

所
で
、
こ
与
で
何
故
に
九
人
の
娘
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
竹
取
翁
の
作
者
は
、
寓
葉
集
評
釈
の
窪
田
氏
も
述
べ
ら
て
れ
い
る

如
く
、
神
仙
思
想
に
於
て
貴
ば
れ
る
九
箇
と
い
う
数
字
を
当
て
は
め

る
事
に
よ
り
、
遊
仙
窟
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
神
仙
的
雰
囲
気
を
造

り
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
、
「
九
箇
女
子
」
の

「
九
齢
」
と
「
忽
逢
両
箇
神
仙
」
の
「
両
働
」
に
つ
い
て
は
、
従
来

未
だ
何
の
見
解
も
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
九
箇
女

子
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
九
人
の
女
の
子
の
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「
九
人
の
女
子
」
で
も
ま
た
「
九
」
だ

け
で
も
差
し
支
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
こ
の
場
合
、
「
九
」
や
「
九

人
」
で
は
な
く
わ
ざ
ん
内
「
九
骨
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
中
は

り
遊
仙
窟
に
あ
る
「
両
筒
」
が
作
者
の
頭
の
中
に
働
い
て
「
九
箇
女

子
」
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω一
伊
骨
骨
仲
わ
や
骨
骨
（
高
）

内。

h
 

i
l
a
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も
十
九

r一
向
胸
天
上
知
山
川
伸
玉
睡
蓮
逼
人
聞
が
芯
：
：
：
略
：
・
千
勝
一
目
娼

造
次
無
可
比
方
。
（
遊
）

こ
の
詞
句
は
、
九
人
の
娘
達
の
様
子
が
花
の
よ
う
に
一
関
し
い
顔
や

姿
川
、
ゆ
る
と
い
う
〈
け
を
比
除
を
崎
町
て
表
現
し
た
叫
の
で
あ
る
け

～
百
嬬
」
叱
ワ
ャ
嬬
百
娼
l

「
、
「
無
侍
！
「
と
「
天
上
無
侍
」
、
「
芯

容
」
と
「
華
容
」
、
「
無
匹
」
と
「
少
疋
」
の
如
く
両
者
を
出
べ
て

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
正
し
く
遊
仙
窟
の
文
章
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
旬
、
特
に
内
容
に
関
係
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
が
、
「
無

匹
」
の
「
匹
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
異
同
、
が
あ
る
の
で
挙
げ
る

ルス
高
葉
考

代
匠
記

古
義

全
註
釈

花
容
無
比
〔
無
比
今
本
無
止
と
有
〕

花
容
無
止
案
止
当
作
匹
。

花
容
無
止
契
沖
一
五
止
は
匹
の
誤
な
る
べ
し
。

花
容
無
止
止
は
上
の
誤
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
止
で

も
通
ず
る
o
も
し
誤
と
す
る
な
ら
、
匹
の
誤
と
す
べ
き

で
あ
る
。

で
あ
る
。
以
上
を
見
る
と
「
花
容
無
止
」
と
述
べ
て
い
る
全
註
釈
の

「
止
で
も
通
ず
る
」
と
あ
る
の
は
、
代
匠
記
の
そ
れ
を
参
考
に
し
て

の
故
で
は
な
か
ろ
う
か
o
げ
れ
ど
も
「
無
止
」
に
つ
い
て
、
契
沖
も

「
匹
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
注
を
竹
け
て
い
る
し
、
こ
与
の
姿
の
美

し
い
比
職
表
現
と
し
て
も
「
花
容
無
匹
」
が
適
当
で
は
な
か
ろ
う

か
。
遊
仙
溜
か
ら
の
影
響
と
見
ら
れ
て
い
る
巻
五
、
八
五
三
の
遊
於

。

。

。

。

松
浦
河
序
に
も
、
「
花
客
無
隻
、
光
儀
無
匹
」
と
あ
り
、

は
り
「
無
匹
」
と
し
た
方
が
良
い
と
思
う
。

ゆ
干
時

0

0

0

0

0

0

 

千
時
は
、
干
時
金
室
、
・
：
干
時
硯
在
・
：
、
千
時
五
捜
遂
・
：
等
、
遊

仙
窟
に
も
多
数
の
例
が
あ
り
、
そ
の
他
の
漢
籍
に
も
し
ば
ん
＼
見
受

け
ら
れ
る
漢
文
的
書
き
方
で
あ
る
。

。。
ω徐
行
（
蔦
）

徐
行
歩
歩
香
気
散
ハ
遊
）

「
徐
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
お
も
む
ろ
」
で
、
結
局
「
徐
行
」

と
は
「
し
、
ず
か
に
行
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
本
来
な
ら

「
静
行
」
で
も
差
し
支
え
な
い
と
思
う
o

が
こ
の
場
合
、
特
に
「
静

行
」
で
な
く
「
徐
行
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
前
記
「
九
箇
女

子
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
れ
も
や
は
り
遊
仙
窟
の
本
文
が
作
者
の

頭
の
中
に
あ
っ
て
働
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
O

つ
0

0

同
非
慮
之
外
偶
逢
神
仙
o

迷
惑
之
心
無
敢
所
禁
。
（
首
同
）

、0
9

0

0

。。

恕
遇
神
仙
不
勝
迷
乱
。
：
：
：
見
面
精
神
更
迷
惑
心
肝
恰
擢
、
踊
躍

不
能
裁
o

（遊）

こ
与
は
、
竹
取
翁
が
九
人
の
娘
達
と
会
い
、
娘
達
に
い
わ
れ
る
ま

与
に
美
の
火
を
吹
い
て
い
る
と
、
し
ぼ
ら
く
し
て
娘
達
は
、
翁
に
対

し
冷
淡
な
態
度
を
と
る
o

そ
こ
で
翁
は
娘
達
に
、
「
つ
い
思
い
が
け

ず
、
貴
女
方
神
仙
に
逢
っ
た
の
で
心
が
迷
っ
て
し
ま
い
、
慣
々
し
く

し
て
申
し
訳
が
な
い
。
歌
を
作
っ
て
こ
の
罪
を
踊
い
ま
し
ょ
う
」
と

い
う
所
で
あ
る
が
、
遊
仙
窟
で
は
、
張
文
成
が
、
「
忽
ち
神
仙
に
遇

こ
与
は
や

- ~4--' 



っ
た
の
で
、
精
神
が
狂
わ
ん
ば
か
り
で
、
情
欲
の
起
る
の
を
押
え
る

こ
と
が
出
来
な
い
」
と
云
っ
て
い
る
所
と
よ
く
似
て
い
る
o

ま
た
そ

の
上
に
、
「
迷
惑
」
「
無
敢
所
禁
」
の
字
句
に
γ

つ
い
て
も
、
「
迷

乱
」
「
迷
惑
」
等
の
類
似
字
句
が
見
ら
れ
、
こ
t

ふ
も
ま
た
、
遊
仙
窟

の
影
響
の
下
に
書
か
れ
た
と
い
っ
て
良
い
。

以
上
、
類
似
詞
匂
を
挙
げ
な
が
ら
竹
取
翁
歌
の
序
文
と
遊
仙
窟
と

を
比
較
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
尚
、
構
想
の
一
部
と
し

て
次
の
よ
う
な
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
o

即
ち
、
遊
仙
窟
に

両
人
倶
起
無
。
共
勧
下
官
、
下
官
遂
作
市
謝
日
。
治
海
之
中
、
難

為
水
、
辞
麗
之
後
、
難
為
雲
、
不
敢
推
辞
、
是
為
醜
拙
、
遂
起
作

舞
、
桂
心
唾
睦
然
低
頭
而
笑
、
：
・

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
下
官
即
ち
張
文
成
は
、
神
仙
達
と
遊
ぶ
う
ち
、

主
人
役
の
十
娘
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
仙
女
達
の
美
し
い
舞
を
見
せ

て
も
ら
い
、
次
に
勧
め
ら
れ
て
舞
を
舞
う
o

被
の
舞
は
娘
達
の
に
比

較
す
る
に
勿
論
可
笑
し
く
て
、
見
て
い
る
う
ち
に
つ
い
に
仙
女
の
一

人
が
笑
い
出
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
℃
十
娘
は
、
仙
女
を
た
し
な
め
、

何
事
を
笑
う
か
と
尋
ね
る
と
、
蝉
桂
心
は
答
え
て
「
妾
等
か
能
く
戸

音
を
出
す
こ
と
を
笑
う
の
み
。
」
と
い
っ
た
の
で
十
娘
は
「
何
の
能

き
処
あ
る
や
」
と
い
っ
た
の
に
対
し
桂
心
更
に
「
若
L
夫
れ
能
き
に

あ
ら
ず
ん
ば
何
に
因
て
か
百
獣
率
ゐ
舞
ふ
や
」
と
、
こ
れ
暗
に
文
成

を
笑
っ
た
の
が
十
娘
の
詰
聞
に
遇
ひ
、
頓
に
他
に
託
し
て
例
を
以
て

韓
疏
し
た
の
で
あ
る
o

こ
れ
を
見
た
文
成
は
笑
て
日
く
、
「
百
獣
の

率
ゐ
舞
ふ
に
あ
ら
ず
、
，
一
広
々
」
と
、
乃
φ
r
J
宿
周
回
戸
に
務

L
寸
王
じ
v
f
l

み
を
云
う
、
此
に
於
て
皆
、
一
時
に
大
に
笑
う
と
レ
う
所
で
あ
る
。

一
方
、
竹
取
翁
の
序
文
に
は
、

干
時
娘
子
等
呼
老
翁
岐
目
。
升
矢
来
乎
、
吹
此
燭
火
也
0

・

・
：
良
久
娘
子
等
比
日
共
含
咲
、
相
推
譲
之
目
、
阿
誰
呼
此
翁
哉
、

繭
乃
竹
取
翁
謝
之
日
、
非
慮
之
外
偶
龍
神
仙
、
迷
惑
之
心
無
敢
所

禁
、
近
狩
之
罪
、
希
積
以
歌
、

と
あ
る
o

即
ち
張
文
成
が
下
手
な
舞
が
笑
わ
れ
た
に
も
か
ふ
わ
ら

ず
、
続
い
て
ま
た
舞
を
舞
う
の
は
、
丁
度
、
竹
取
翁
が
娘
達
に
禁
の

醜
い
吹
き
方
を
笑
わ
れ
た
に
も
か
L
わ
ら
ず
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
構

想
と
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
考
え
て
く
る
と
、
こ
の
序
文
は
、
遊
仙
窟
に
於
て
張
文

成
が
神
仙
に
会
い
、
歌
を
歌
い
、
舞
を
舞
っ
た
と
い
う
動
作
や
言
動

を
も
と
に
表
現
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
に
掲
げ
た

詞
句
で
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
パ
全
体
の
感
じ
と
し
て
は
、
勿
論
、

こ
の
序
文
が
、
た
と
え
ば
遊
仙
窟
な
ど
の
よ
う
な
神
仙
思
想
に
よ
っ

て
物
語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
o

ァ 55ー

二
、
長
歌

縁
子
之
若
子
蚊
見
庭
垂
乳
為
母
所
懐

で
始
ま
っ
て
い
る
長
歌
に
つ
い
て
、
次
に
検
討
し
て
い
き
た
い
0

1

平
生
の
釈
訓

先
、
ず
「
平
生
」
の
釈
訓
に
つ
い
て
は
、
従
来
主
だ
っ
た
も
の
に
、

目

l
J
1
1
1
1
ド



た
と
え
ば
、

古
義
平
生
の
字
は
、
意
得
が
て
な
る
を
、
熟
考
る
に
、
論
語

に
、
久
要
不
忘
平
生
之
一
－
一
一
一
一
と
あ
り
て
、
孔
安
国
註
に
、
平
生
猶

少
時
と
あ
る
に
依
り
と
見
え
た
れ
ば
、
少
時
を
町
一
這
め
ぐ
る
小

児
の
意
に
取
る
も
の
な
り
。

高
葉
考
平
生
蚊
見
庭
〔
平
生
久
老
云
生
は
子
の
誤
に
て
這
子

也
。
〕

等
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
訓
み
方
に
つ
い
て
は
、
古
義
は
じ
め
諸

注
釈
い
ず
れ
も
「
ハ
フ
コ
」
と
訓
み
、
そ
の
意
味
と
し
て
は
論
語
の

孔
安
国
註
を
引
い
て
、
「
少
時
」
即
ち
幼
い
時
の
こ
と
と
解
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
長
歌
を
見
る
と
、
こ
L

で
は
小
さ
か
っ
た
頃
の
有

様
を
追
憶
酌
に
、
具
体
的
に
振
り
返
っ
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
最
初
は
「
み
ど
り
子
」
で
母
に
抱
か
れ
、
次
は
「
平
生
」
の
身

で
小
児
の
衣
服
を
一
着
せ
て
も
ら
い
、
次
は
少
し
成
長
し
て
「
童
子
L

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
み
ど
り
子
L

と

「
童
子
」
の
間
に
あ
る
「
平
生
L

は
仙
覚
の
云
う
よ
う
に
「
這
う

児
し
と
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と

も
、
「
平
生
」
を
「
ハ
フ
コ
」
と
訓
む
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
疑
問

の
余
地
が
残
る
よ
う
で
あ
る
が
。

尚
、
平
生
に
は
、

ωふ
だ
ん
、
ひ
ご
ろ
、
平
常
の
意
味
と

ω其
の

昔
、
か
つ
て
、
幼
少
の
頃
と
の
こ
通
り
の
意
味
が
あ
る
。
ハ
つ
い
で

な
が
ら
、
「
平
生
」
の
語
は
遊
仙
窟
の
中
に
も
、
十
娘
詠
日
、
一
小
必

好
須
脅
、
：
：
：
児
与
少
府
、
品
ぃ
b
－
未
展
と
二
笹
所
み
え
る
0

・しか

L
、
こ
の
場
合
は
、
い
ず
れ
も

ωの
平
常
と
い
う
意
に
解
せ
ら
れ
、

少
時
と
い
う
意
と
は
違
っ
て
い
る
。
）

次
に
高
葉
集
巻
五
に
あ
る
吉
田
連
宜
の
害
状
に
、
麗
旅
辺
城
、
懐

古
旧
而
傷
志
、
年
矢
不
停
、
憶
平
生
而
落
涙
、
と
あ
る
o

こ
れ
は
遠

く
都
を
離
れ
た
太
宰
府
の
地
で
あ
り
し
昔
を
思
う
て
心
を
痛
め
、
年

月
留
ま
ら
ず
、
若
き
日
を
思
う
て
落
一
蹴
す
る
と
い
う
有
様
の
事
が
書

い
て
あ
り
、
こ
与
に
み
え
る
「
平
生
」
は
明
ら
か
に

ωの
幼
少
の
頃

を
指
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
平
生
し
と
書
い
て
も
幼
時
の
頃
を
充
分
表

－
 

現
出
来
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
、
前
提
菩
葉
考
の
「
平
生
は

平
子
の
誤
り
し
で
あ
る
と
い
う
説
は
俳
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
「
ハ
フ
コ
L

と
す
る
た
め
の
劃
み
方
で
あ
る
。
が
そ
れ
よ
り

論
語
註
や
宜
書
状
も
一
亦
す
通
り
幼
少
の
頃
を
表
わ
す
需
と
し
て
は
、

「
平
子
」
よ
り
も
や
は
り
「
平
生
」
と
書
い
て
始
め
て
年
少
の
頃
と

い
う
表
現
が
生
き
る
と
思
う
。

所
で
、
此
の
平
生
に
つ
い
て
、
最
近
、
橋
本
四
郎
氏
は
、
「
竹
取

物
語
の
構
成
と
そ
の
性
格
」
の
中
で

平
生
は
、
古
義
が
論
語
の
孔
安
国
註
を
引
い
て
「
少
時
L

の
意
と

し
て
以
来
、
諾
畠
釈
全
面
的
に
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
、
小
島
博
士
は
、
文
選
李
善
註
な
ど
に
よ
る
方
が
よ
り
合
理
的

と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ム
原
拠
に
も
っ
て
く
る
こ
と
に
つ

い
て
は
問
題
が
残
る
と
さ
れ
る
。
：
：
：
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
恐
ら

く
偶
然
に
字
面
、
が
一
致
し
た
ま
で
の
こ
と
で
、
古
義
説
に
は
そ
の
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I 

平

一
致
の
必
然
を
裏
付
け
る
だ
け
の
積
極
的
根
拠
が
な
い
。

生
L

は
漢
籍
と
切
り
離
し
て
見
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
o

し
か
し
、
「
平
生
」
を
年
少
の
頃
と
解
す
る

語
と
し
て
は
、
前
記
の
孔
安
国
註
を
は
じ
め
と
し
て
次
の
如
く
漢
籍

及
び
そ
の
他
の
例
に
見

ι：
ιぷ
出
来
る
。

庇
籍
詠
懐
詩
平
全
少
年
時
誼
李
相
経
過

陸
株
歎
逝
賦
尋
平
台
於
響
像
覧
前
物
一
叩
喉
之
。

顔
延
之
秋
胡
詩
雄
為
五
載
別
相
与
昧
平
生

橋
本
氏
は
、
平
生
を
漢
籍
と
切
り
離
し
て
見
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
お

ら
れ
る
が
、
以
上
述
べ
て
き
た
如
く
「
平
生
」
は
や
は
り
漢
簿
の
影

響
の
も
と
に
書
か
れ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。

発

想

竹
取
翁
歌
の
発
想
と
し
て
問
題
に
な
る
も
の
に
、

し
さ
に
み
と
れ
て
鳥
が
来
て
鳴
く
」
等
が
あ
る
。

的

腰

細

腰
細
は
、
美
し
い
姿
体
の
人
に
対
す
る
比
除
と
し
て
、
漢
籍
に
も

昔
か
ら
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。

蕎
棄
の

3

3

殿
蓋
丹
飛
期
為
軽
如
来
腔
加
丹
取
鶴
氷

h

と
歌
っ
て
い
る
の
も
、
同
じ
く
作
者
の
姿
体
が
如
何
に
美
し
い
か
と

い
う
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ー
こ
れ
に
つ
い
て
、
小
島
憲
之
氏
は
、
「
寓
葉
語
の
解
釈
と
出
典
の

問
題
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

2 

「
腰
細
」

「
美

「
飛
び
か
け
る
す
が
る
の
如
き
腰
細
に
と
り
か
ぎ
ら
ひ
、
ま
そ
鏡

と
り
な
め
か
け
て
：
：
：
」
の
「
腰
細
」
の
如
き
も
、
楚
霊
王
が

「
細
腰
」
の
女
を
好
ん
だ
の
で
、
官
女
達
が
腰
を
細
く
す
る
為

に
、
減
食
し
て
終
に
餓
死
す
る
も
の
が
出
た
と
い
う
「
純
一
朕
」
の

故
事
ハ
萄
子
、
君
道
）
を
下
に
ふ
ま
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、

こ
れ
を
下
に
も
っ
て
、
始
め
て
「
腰
細
に
と
り
か
ざ
ら
ひ
」
が
生

き
て
来
る

l
梁
庚
肩
吾
詠
美
人
詩
に
も
「
非
関
能
結
束
、
本
自
細

－
腰
肢
鏡
前
難
誼
照
、
相
将
映
得
池
」
云
々

美
人
に
対
す
る
比
除
と
し
て
、
「
腰
細
」
が
如
何
に
重
要
な
役
目
を

も
っ
て
い
た
か
、
こ
－
A

の
文
脈
と
も
通
じ
る
点
、
が
あ
る
し
、
そ
れ
は

小
島
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
遊
仙

骨
に
も
同
様
姿
体
の
美
し
さ
を
形
容
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
o

試
み

に
拾
っ
て
み
る
と
〉
〉

・
：
頬
上
葦
開
似
闘
春
、
蜘
腰
偏
愛
曜
、
改
除
：
：
：

：
・
紅
杉
窄
暴
小
お
菅
、
縁
挟
帖
乳
細
纏
腰
：
：
：

等
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
美
し
い
姿
の
表
現
に
は
「
細
腰
」
が
重
要
な

役
目
を
果
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
竹
取
翁
の
歌
に
は
、
服
装
描
写
に
つ
い
て
特
徴
が
見
ら
れ

る
。
子
供
が
成
長
し
、
一
人
前
の
青
年
に
な
る
頃
、
集
中
的
に
服
装

描
写
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
髪
に
つ
い
て
、
紫
の
大
あ
や
の
着
物
、
麻

の
手
織
物
等
の
衣
服
に
つ
い
て
、
加
え
て
絹
の
帯
、
二
あ
や
の
く
つ

下
、
果
、
ぐ
っ
等
々
で
あ
る
o

こ
れ
ら
の
服
装
描
写
も
同
じ
く
姿
体
！

美
し
さ
を
表
現
す
る
役
目
を
い
く
ら
か
果
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
c
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何
美
し
さ
に
み
と
れ
て
烏
が
来
て
鳴
く

春
さ
り
て
野
辺
を
め
ぐ
れ
ば
、
面
白
み
、
我
を
お
も
え
か
、
さ
ぬ

っ
と
り
、
来
鳴
き
か
げ
ろ
う
、
秋
さ
り
て
山
辺
を
ゆ
け
ば
、
な
つ

か
し
と
、
我
を
お
も
え
か
、
天
雲
も
行
き
た
な
び
き
ぬ
。

の
歌
詞
は
、
前
半
「
春
さ
り
て
野
辺
を
め
ぐ
れ
ば
、
：
：
：
来
鳴
き
か

げ
ろ
う
し
と
後
半
つ
私
さ
り
て
山
辺
を
ゆ
け
ば
・
：
：
行
き
た
な
び
き

ぬ
」
が
互
に
対
句
を
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
春
」
と
「
秋
し

と
を
並
べ
て
対
句
に
す
る
な
ど
、
先
ず
こ
の
歌
は
多
分
に
技
巧
的
で

あ
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
更
に
、
自
分
の
美
し
い
姿
を
み
て
野

辺
の
烏
が
側
に
よ
っ
て
来
て
鳴
き
、
空
に
浮
ん
で
い
る
雲
も
ま
た
美

し
い
姿
に
行
き
た
な
び
く
と
い
一
う
発
想
、
表
現
は
、
こ
の
時
代
に
は

あ
ま
り
ま
だ
見
受
け
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
確
か

に
漢
文
学
の
影
響
の
下
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

小
島
憲
之
氏
も
前
出
「
寓
葉
語
の
解
釈
と
出
典
の
問
題
」
の
中

で
、
春
さ
り
て
の
詞
句
に
つ
い
て
、

美
し
い
自
分
を
見
て
烏
が
来
て
鳴
き
、
天
雲
も
空
に
た
な
び
く
と

い
う
趣
向
も
漢
詩
的
表
現
で
あ
っ
て
、
「
羅
衣
河
瓢
々
軽
裾
随
風

還
：
：
：
行
待
用
息
駕
休
者
以
忘
餐
L

ハ
曹
子
建
、
美
女
篇
）
「
頭

上
倭
随
嘗
ヰ
中
明
月
珠
：
：
：
行
者
見
羅
敷
、
下
担
持
髭
君
、
少
年

見
羅
敷
、
脱
帽
著
帳
頭
L

ハ
古
楽
府
、
陪
上
桑
行
）
或
は
美
声
に

関
し
て
の
「
声
震
林
木
、
響
遁
行
雲
」
（
列
子
U

や
梁
塵
の
故
事

（
劉
向
別
録
）
も
一
聯
の
も
の
で
あ
る
o

こ
う
し
た
漢
籍
の
諸
例

が
作
者
の
脳
中
に
か
け
め
ぐ
っ
て
、
歌
の
表
現
と
な
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
o

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
0

3

長
歌
の
末
尾

長
歌
の
末
尾
の
一
節
「
：
：
：
古
部
之
賢
人
藻
後
之
世
之
堅

監
将
為
謎
老
人
失
送
為
事
持
還
来
L

が
孝
子
伝
の
原
穀
説
話

に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
は
、
代
匠
記
以
来
常
識
化
し
て
お
り
、
近
く

は
、
西
野
貞
治
氏
の
「
竹
取
翁
歌
と
孝
子
伝
原
穀
説
話
L

に
よ
っ
て

も
詳
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。

所
で
代
匠
記
に
は
、
「
孝
子
伝
L

と
し
て

原
穀
者
不
知
何
許
人
組
年
老
父
母
厭
忠
之
意
欲
棄
之

最
年
十
五
沸
位
苦
諌
父
母
不
従
乃
作
曲
県
界
棄
之
穀
乃
随
収

輿
帰
矢
龍
之
日
開
器
用
此
凶
日
六
穀
乃
日
後
父
老
不
能
夏

作
得
是
以
収
之
耳
・
砂
〈
感
悟
幌
擢
乃
載
祖
帰
侍
養
更
為
純
考

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
代
匠
一
記
の
原
穀
説
話
と
こ
の
末
尾
と
の
関
係

と
し
て
、
西
野
氏
は

制
賢
人
の
賢
字
は
、
第
一
義
と
し
て
才
能
よ
り
も
善
行
乃
至
は
徳
桁

あ
る
を
表
わ
す
語
で
あ
る
こ
と
、
賢
良
、
賢
者
住
寸
の
月
例
か
ら
明

ら
か
で
あ
り
、
孝
子
を
表
わ
す
の
に
、
賢
人
を
以
っ
て
し
た
の
で

あ
る
。

制
送
字
は
高
葉
の
中
で
も
葬
送
を
表
わ
す
の
に
向
い
ら
れ
た
「
長
山

中
関
送
置
L

（
巻
九
、
一
八

C
六
）
の
如
き
例
も
あ
り
、
新
の
用

法
は
毛
詩
楚
茨
の
「
鼓
鍾
送
戸
」
に
先
例
を
求
め
得
ょ
う
o

礼－記

月
令
の
「
出
土
午
以
送
寒
気
し
の
送
字
の
住
に
「
送
猶
畢
し
と
あ
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り
、
そ
の
疏
に
「
如
比
云
送
猶
畢
者
此
時
寒
実
未
翠
而
言
皐
者
、

但
意
欲
全
翠
耳
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
、
送
字
は
最
後
な
る
こ
と

を
意
思
し
つ
k

ふ
す
る
行
為
を
表
わ
す
語
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
、
菜
字
と
略
同
様
の
意
義
に
と
り
得
る
。

防
車
字
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
輿
、
翠
も
亦
車
で
あ
っ
て
、
車
、

興
、
章
三
者
の
区
別
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
陪
代
の
よ
う
で
、

通
典
に
引
く
続
葉
書
ヨ
ヨ
志
に
見
え
る
車
府
令
や
、
書
紀
に
見
え

る
車
持
品
、
車
持
八
え
の
如
、
き
は
、
矢
張
り
乗
輿
諸
率
を
総
称
ず
る

に
車
字
を
以
で
し
た
、
士
口
い
称
呼
に
も
と
ず
く
も
の
で
、
原
殺
説

話
に
見
え
る
の
も
、
漢
土
渡
来
の
古
い
慣
に
従
っ
て
車
と
作
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
：
：
：
。

と
述
べ
ら
れ
、
契
沖
の
孝
子
伝
原
穀
説
話
が
、
こ
の
長
歌
の
末
尾
の

典
拠
と
し
て
、
略
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
o

送
車
字
等
と

内
容
の
弱
か
ら
見
て
、
こ
の
末
患
が
代
匠
記
の
い
う
孝
子
伝
を
も
と

に
成
立
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
う
。

む
す
び

以
上
一
、
竹
取
翁
歌
に
つ
い
て
詞
句
、
内
客
や
発
想
の
上
か
ら
漢
籍

と
の
関
係
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
作

品
に
は
遊
仙
窟
を
は
じ
め
と
す
る
漢
語
、
漢
文
学
の
郎
防
響
が
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
o

そ
し
て
そ
れ
は
単
に
詞
句
の

み
な
ら
ず
内
客
や
発
想
の
面
に
於
て
も
興
味
あ
る
事
柄
が
あ
り
、
時

に
或
は
釈
訓
の
問
題
に
も
関
係
し
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

外
な
お
作
者
や
筆
者
或
は
構
成
等
に
つ
い
て
も
研
究
す
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
又
後
日
に
ま
つ
こ
と
と
す
る
。

杉｝書：
浦 j ) 

塑匂i評i
一

著

『
戦
国
乱
世
の
文
学
』

ネす

末

士
口

中

応
仁
の
大
乱
か
ら
徳
川
初
期
に
か
け
て
の
戦
国
乱
世
の
時
代
は
、

日
本
文
学
史
の
中
で
は
実
り
の
少
い
暗
黒
時
代
と
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
時
代
に
は
文
学
書
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
が
少
い
と

一
般
に
は
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
は
既
成
の
文
学
観
を
す

て
て
、
当
時
の
作
品
を
新
し
い
観
点
か
ら
見
直
し
て
、
新
し
い
階
級

で
あ
る
名
主
下
人
層
や
町
衆
の
生
活
や
思
想
や
感
情
や
希
望
に
新
し

い
人
間
形
象
、
新
し
い
文
体
や
用
語
、
新
し
い
情
緒
、
が
ど
の
よ
う
に

う
つ
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
基
準
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
粗
野

と
か
未
熟
と
か
ま
た
非
文
学
の
作
品
と
い
わ
れ
る
当
時
の
作
品
の
中

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
的
可
能
性
の
芽
生
え
を
探
り
当
て
よ
う
と
試

み
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
こ
の
時
代
の
作
品
の
中
に
お
い
て
可
能
性
の
要
素
を
見
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