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文

へ

視

文
芸
研
究
の
最
終
的
な
目
的
は
、
文
芸
観
も
し
く
は
文
芸
史
観
の
構
築
に

あ
る
。
と
こ
ろ
が
文
芸
研
究
が
一
筋
縄
で
い
か
な
い
の
は
、
文
芸
と
い
う
研

究
対
象
に
は
主
観
的
な
曖
昧
さ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
文
芸
と
は
、

一
般
に
「
言
語
を
媒
材
と
し
た

美
」
と
さ
れ
る
。
「
美
」
の
研
究
に
は
、
芸

（
１
）

術
性
が
あ
る
故
に
、
曖
昧
さ
と
い
う
弱
点
も
含
ん
で
し
ま
う
。
た
だ
し
逆
に

言
え
ば
、
「
美
」
と
し
て
の
文
芸
は
、
個
人
の
感
性
の
違
い
に
基
づ
い
て
、

異
な
る
読
解
を
許
容
す
る
研
究
対
象
で
あ
る
こ
と
に
も
な
る
。
研
究
者
に
と

っ
て
の
感
性
と
は
、「
好
き
・
嫌
い
」
と
い
っ
た
感
覚
的
な
も
の
で
は
な
く
、

多
く
の
作
品
を
相
対
化
し
た
上
で
構
築
さ
れ
る
文
芸
観
・
文
芸
史
観
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
研
究
者
個
人
の
文
芸
観
や
文
芸
史
観
は
作
品

読
解
上
、
重
要
な
観
点
で
あ
る
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
（
こ
こ

年
位
）
、
文
芸
観
や
文
芸
史
観
の
議
論
は
正

30

面
切
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
無
論
個
人
が
構
築
し
た
文
芸
史

の
著
述
は
発
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
契
機
に
文
芸
観
・
文
芸
史
観

の
議
論
へ
と
発
展
し
な
い
の
が
文
芸
研
究
の
現
状
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
私

は
、
文
芸
研
究
の
衰
退
は
、
文
芸
観
・
文
芸
史
観
に
つ
い
て
国
文
学
研
究
者

が
議
論
や
模
索
を
停
止
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
で
今
一
度
、
文
芸
・
文
芸
史
の
議
論
を
行
う
べ
き
時
期
で
は
な

い
か
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
文
芸
史
の
観
点
か
ら
、
私
の
研
究
対
象
で
あ
る
「
風

土
記
」
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
従
来
の
文
芸
史
は
記
紀
万
葉
を

中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
脇
役
的
な
風
土
記
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
ま
で
と
は
異
な
る
文
芸
史
が
み
え
て
く
る
、
と
い
う
期
待
を
抱
い
て
い
る
。

文

作

理

点
〉

〉

文
芸
と
は
美
で
あ
る
。
美
に
は
人
間
の
知
恵
が
結
集
さ
れ
て
い
る
。
動
物

に
は
出
来
な
い
、
人
の
知
恵
が
美
、
さ
ら
に
は
美
た
る
文
芸
を
創
り
出
す
。

そ
こ
で
文
芸
が
生
ま
れ
る
際
に
働
く
知
恵
に
よ
っ
て
文
芸
を
分
類
し
て
み

る
。
私
は
文
芸
の
作
成
に
は
三
つ
の
知
恵
が
働
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

文
学
作
成
者
の
知
恵
の
種
類

Ⅰ
〈
論
理
〉

１
集
団
論
理

①
国
家
論
理

②
氏
族
論
理

③
職
能
・
職
業
集
団
論
理

④
時
代
思
潮

⑤
地
域
論
理

⑥
そ
の
他

２
文
化
論
理

①
宗
教
論
理

②
思
想
論
理

③
文
芸
論
理

④
そ
の
他

３
人
間
論
理

①
信
条
・
性
質

②
感
情

③
行
動

④
そ
の
他

Ⅱ
〈
視
点
〉

１
伝
達
視
点
（
対
象
物
を
そ
の
ま
ま
の
形
に
近
づ
け
て
捉
え
る
）

２
再
解
釈
視
点
（
対
象
物
を
意
識
的
に
捉
え
返
す
）

３
空
想
視
点
（
対
象
物
を
自
由
に
想
像
し
、
新
た
な
別
物
と
し
て
捉
え
る
）
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Ⅲ
〈
表
現
〉

１
語
彙

①
時
間
的
位
相

②
空
間
的
位
相

③
集
団
的
位
相

④
地
域
的
位
相

⑤
階
級
・
職
業
的
位
相

⑥
性
別
的
位
相

⑦
年
齢
的
位
相

⑧
そ
の
他

２
形
式

①
文
脈

②
様
式

③
文
体

④
文

⑤
そ
の
他

３
語
感

①
音
感

②
字
感

③
発
表
現
場

④
そ
の
他

Ⅰ
は
論
理
。
作
者
が
自
覚
的
、
無
自
覚
的
に
持
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。

特
定
の
集
団
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
影
響
を
受
け
た
考
え
方
（
集
団
論
理
）
、

特
定
の
文
化
に
影
響
さ
れ
た
考
え
方
（
文
化
論
理
）
、
ま
た
個
人
的
な
考
え

方
や
感
情
（
人
間
論
理
）
等
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
「
誰
々
の
思
想
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
〈
論
理
〉
は
〈
表
現
〉
の
根
本
に
存
在
す
る
。

い
か
な
る
言
葉
に
も
何
ら
か
の
〈
論
理
〉
が
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
愚
に
も

つ
か
な
い
歌
で
あ
っ
て
も
〈
論
理
〉
も
し
く
は
〈
論
理
〉
を
表
出
す
る
た
め

の
知
恵
に
着
目
す
れ
ば
、
歌
と
し
て
の
存
在
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

か
ら
た
ち
の

茨

刈
り
そ
け

倉
建
て
む

屎
遠
く
ま
れ

櫛
造
る

う
ば
ら

か

く
ら

た

く
そ
と
ほ

く
し
つ
く

刀
自

（
万
葉
集

・
三
八
三
二
、
数
種
の
物
を
詠
む
歌
）

と
じ

16

「
物
と
物
を
つ
な
い
だ
だ
け
の
興
味
」
（
土
屋
私
注
）
、
「
内
容
は
も
と
よ
り

無
理
で
、
た
だ
歌
の
形
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
（
武
田
全
注
釈
）
と

さ
れ
る
よ
う
に
、
提
示
さ
れ
た
物
の
名
を
列
挙
し
て
や
っ
と
歌
に
し
た
即
興

と
い
う
側
面
以
外
に
面
白
味
の
な
い
歌
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、
「
用
便
は

あ
っ
ち
で
し
ろ
」
と
い
う
、
決
し
て
風
雅
と
は
呼
べ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
ん
な
歌
で
あ
っ
て
も
、
背
後
に
あ
る
〈
論
理
〉
を
考
え
る
と
、
意
義

深
い
も
の
が
見
え
て
く
る
。
歌
に
詠
ま
れ
る
「
刀
自
」
は
な
ぜ
用
便
す
る
の

か
。
櫛
造
る
刀
自
で
あ
る
か
ら
普
通
の
女
性
で
は
な
か
ろ
う
。
櫛
は
祭
祀
具

で
あ
る
。
即
ち
祭
祀
に
関
わ
る
女
性
＝
シ
ャ
ー
マ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
作
者
は
倉
を
建
て
る
役
目
を
も
つ
役
人
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
対
役
人

と
い
う
構
図
が
背
後
に
あ
る
。
そ
の
点
で
伊
藤
釈
注
が
歌
の
場
を
「
労
働
の

た
め
に
集
ま
っ
た
下
層
官
人
た
ち
の
、
一
時
の
安
ら
ぎ
の
場
で
あ
っ
た
か
」

と
、
役
人
の
場
と
推
定
し
た
の
は
首
肯
で
き
る
（
「
安
ら
ぎ
」
は
と
も
か
く

と
し
て
）
。
で
は
何
故
シ
ャ
ー
マ
ン
が
用
便
を
し
て
い
る
の
か
。
類
例
が
あ

る
。
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
（
魂
憑
り
姫
＝
シ
ャ
ー
マ
ン
）
が
、
用
便
を
し
て
い
る

と
川
上
か
ら
丹
塗
矢
に
変
じ
た
神
が
流
れ
て
き
て
ヒ
メ
の
陰
部
を
衝
い
た

（
神
武
記
）
。
厠
で
は
陰
部
を
曝
す
。
陰
部
を
曝
す
行
為
は
、
神
と
の
交
合

を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鈴
鹿
千
代
乃
氏

に
よ
れ
ば
、
筑
紫
舞
で
は

（
２
）

通
常
陰
部
を
隠
す
よ
う
に
舞
う
が
、
神
を
鎮
め
る
特
別
な
舞
で
は
陰
部
を
露

わ
に
す
る
と
い
う
（
こ
れ
を
舞
っ
た
者
は
三
年
間
、
舞
う
こ
と
を
許
さ
れ
な

く
な
る
）
。
古
代
で
も
佐
太
大
神
誕
生
を
語
る
加
賀
潜
戸
伝
承
（
出
雲
国
風

土
記
）
に
太
陽
神
と
シ
ャ
ー
マ
ン
と
の
交
合
を
読
み
取
る
指
摘

が
あ
る
。

（
３
）

こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
屎
を
す
る
刀
自
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
神

と
交
合
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
神
迎
え
で
下
半
身
を
露
出
し
て
い
る
シ
ャ

ー
マ
ン
の
姿
を
、
作
者
の
役
人
は
用
便
す
る
姿
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
で

は
女
性
は
な
ぜ
神
迎
え
を
し
て
い
た
の
か
。
「
遠
く
ま
れ
」
と
あ
る
か
ら
場

所
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
所
は
倉
の
建
設
予
定
地
で
あ
る
。

倉
と
は
律
令
国
家
が
税
を
徴
収
す
る
た
め
に
全
国
に
建
設
し
た
国
家
施
設
で

あ
る
。
倉
を
建
て
る
た
め
に
地
元
の
民
は
無
報
酬
で
働
か
さ
れ
た
。
池
や
道

路
と
い
っ
た
国
家
施
設
を
造
る
際
に
も
、
無
報
酬
労
働
を
嫌
い
、
地
元
の
民

は
反
対
す
る
。
だ
が
正
面
切
っ
て
国
家
に
反
抗
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ

の
場
所
を
開
発
す
る
と
神
が
祟
る
、
等
と
抵
抗
し
た
。
国
家
施
設
建
設
の
際

│
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に
は
、
祟
り
を
楯
に
と
っ
た
地
元
民
と
国
家
と
の
対
立
が
存
す
る
。
三
八
三

二
歌
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
倉
建
設
に
反
対
す
る
地
元
民
は
、
神
の
祟
り

を
言
い
訳
に
労
働
を
拒
否
す
る
。
役
人
が
そ
ん
な
こ
と
は
無
い
と
建
設
予
定

地
に
果
敢
に
分
け
入
る
と
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
神
迎
え
を
し
て
い
た
。
そ
の
姿

を
役
人
は
、
用
便
と
理
解
し
た
。
倉
建
設
を
め
ぐ
り
、
国
家

民
と
い
う
対

vs

立
構
造
が
こ
の
歌
の
背
後
に
は
存
す
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
即
興

で
内
容
の
な
い
歌
に
も
八
世
紀
の
世
相
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
神

祭
り
を
用
便
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
対
の
主
張
を
斥
け
る
役
人
が
、

任
務
遂
行
の
意
気
込
み
を
標
榜
す
る
歌
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
民
の

抵
抗
に
直
面
し
、
律
令
国
家
の
最
前
線
に
立
つ
役
人
の
〈
論
理
〉
を
表
し
た

歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
ら
な
い
歌
で
あ
っ
て
も
、
基
盤
に
あ
る
〈
論

理
〉
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
裏
に
隠
れ
た
意
味
と
意
義
を
理

解
で
き
る
。
文
芸
の
知
恵
を
考
え
る
場
合
、〈
表
現
〉
の
基
盤
に
存
す
る
〈
論

理
〉
を
想
定
す
る
こ
と
は
必
須
の
作
業
と
い
え
よ
う
。

第
二
の
知
恵
は
、
Ⅱ
〈
視
点
〉
（
物
の
見
方
）
で
あ
る
。
対
象
を
あ
り
の

ま
ま
に
描
写
す
る
〈
視
点
〉
（
伝
達
視
点
）
、
山
を
冑
等
に
見
立
て
る
と
い

っ
た
よ
う
に
類
似
物
に
捉
え
返
す
〈
視
点
〉
（
再
解
釈
視
点
）
、
目
の
前
に

無
い
も
の
を
空
想
す
る
〈
視
点
〉
（
空
想
視
点
）
の
三
種
が
あ
る
。
例
え
ば

Ａ
閑
か
さ
や

岩
に
し
み
入
る

蝉
の
声

（
奥
の
細
道
）

で
は
「
佳
景
寂
寞
」
を
蝉
の
声
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

句
の
初
案
は
、
今
日
一
般
に

Ｂ
山
寺
や

岩
に
し
み
つ
く

蝉
の
声

（
曽
良
書
簡
）

と
さ
れ
る
。
Ｂ
の
初
案
で
は
、
山
寺
と
い
う
場
所
か
ら
「
蝉
の
声
」
を
捉
え

て
い
る
。
山
寺
で
蝉
が
鳴
い
て
い
る
風
景
を
そ
の
ま
ま
に
詠
む
。
山
寺
（
立

石
寺
）
と
い
う
観
光
地
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
風
景
を
風
景
の
ま
ま
素
直
に
詠
ん
で
い
る
。
Ⅱ
〈
視
点
〉

の
１
伝
達
視
点
に
あ
た
る
。
し
か
し
推
敲
を
経
た
Ａ
で
は
「
蝉
の
声
」
を
静

寂
と
対
比
し
て
捉
え
て
い
る
。
蝉
の
声
が
風
流
か
喧
噪
か
と
い
う
議
論
は
さ

て
お
き
、
蝉
の
声
に
よ
っ
て
静
寂
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
人
間
は
無
音
の
状

態
で
あ
っ
て
も
何
か
し
ら
の
音
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
。
無
音
室
で
幻
聴
が

聞
こ
え
て
く
る
の
も
、
音
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
人
間
の
生
理
作
用
が
引
き

起
こ
す
現
象
と
い
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
静
寂
と
は
何
か
し
ら
の
音
に
よ
っ

て
初
め
て
感
知
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
蝉
の
声
と
い
う
音
を
感
知
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
何
も
聞
こ
え
な
い
静
寂
を
感
じ
取
る
。
芭
蕉

も
推
敲
の
過
程
で
、
蝉
の
声
が
も
た
ら
す
静
寂
を
感
じ
取
る
。
蝉
の
声
の
先

に
あ
る
も
の
、
蝉
の
声
が
岩
に
入
り
込
ん
だ
先
に
あ
る
も
の
を
見
つ
め
て
い

る
。
Ｂ
「
岩
に
し
み
つ
く
」
か
ら
Ａ
「
岩
に
し
み
入
る
」
へ
と
〈
視
点
〉
が

変
わ
る
瞬
間
で
あ
る
。
す
る
と
蝉
の
音
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
静
寂
を
感

知
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
「
閑
か
さ
」
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
敲

過
程
に
よ
っ
て
Ａ
の
名
句
は
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り

蝉
の
声
に
対
し
て
、
Ｂ
で
は
山
寺
に
い
る
と
い
う
あ
る
が
ま
ま
の
状
況
か
ら

捉
え
て
い
た
が
、
Ａ
で
は
蝉
の
声
が
「
岩
に
し
み
入
る
」
と
い
う
空
想
を
す

る
（
Ⅱ
３
空
想
視
点
）
こ
と
に
よ
っ
て
静
寂
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
静
寂
か

ら
蝉
の
声
を
捉
え
返
し
て
い
る
（
Ⅱ
２
再
解
釈
視
点
）
。
要
す
る
に
Ｂ
句
は

対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
捉
え
る
〈
視
点
〉
で
あ
っ
た
。
一
方
Ａ
句
は
、
、
対

象
の
先
に
あ
る
も
の
、
も
し
く
は
対
象
が
行
き
着
く
先
で
感
知
で
き
る
世
界

を
空
想
し
、
そ
こ
か
ら
対
象
を
捉
え
す
〈
視
点
〉
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
再

解
釈
・
空
想
の
〈
視
点
〉
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
の
句
は
成
立
し
て
い
る
。

〈
視
点
〉
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
の
創
出
に
は
、
〈
視
点
〉
の

変
化
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
な
ら
ば
言
葉
の
美
を
作
り
出
す
メ
カ
ニ
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ズ
ム
に
は
、
〈
視
点
〉
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

従
来
の
文
芸
研
究
は
Ⅰ
〈
論
理
〉
と
Ⅲ
〈
表
現
〉
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
文
芸
の
知
恵
に
は
Ⅱ
〈
視
点
〉
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

序
（
枕
詞
等
）
や
喩
（
景
等
）
は
、
音
や
景
等
に
よ
っ
て
被
枕
・
心
を
捉

え
返
す
。
再
解
釈
視
点
に
よ
っ
て
序
や
喩
は
成
立
す
る
。
そ
の
点
で
〈
表
現
〉

表
出
の
過
程
に
存
す
る
〈
視
点
〉
に
は
も
っ
と
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
〈
表
現
〉
は
具
体
的
に
表
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
特
定
集
団
に
流
通
す

る
言
葉
（
語
彙
の
特
性
）
、
文
体
や
様
式
を
選
択
す
る
工
夫
、
さ
ら
に
言
葉

の
持
っ
て
い
る
語
感
を
活
か
し
た
工
夫
、
等
が
あ
る
。
語
彙
の
特
性
や
文
体

・
様
式
に
つ
い
て
は
従
来
も
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
き
た
の
で
説
明
は
不
要
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
論
証
の
困
難
さ
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
き
た
の
は
語
感
の
問
題

で
あ
る
。
語
感
に
は
音
感
・
字
感
の
二
種
が
あ
る
と
考
え
て
い
る

。
音
感

（
４
）

と
は
音
の
響
き
の
こ
と
で
あ
る
。
字
感
は
使
用
文
字
（
阿
に
す
る
か
安
に
す

あ

あ

る
か
等
）
や
字
体
（
書
体
や
異
体
字
等
）
と
い
っ
た
も
の
で
、
使
用
文
字
に

込
め
ら
れ
た
、
も
し
く
は
偶
発
的
に
連
想
さ
れ
て
し
ま
う
文
字
の
発
す
る
感

覚
的
な
余
韻
で
あ
る
。
近
年
後
者
は
、
古
代
文
学
会
を
中
心
に
文
字
列
研
究

と
し
て
意
識
的
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
が
音
感
の
問
題
は
、
ほ
と
ん

ど
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
声
の
歌
・
声
の
文
章
に
と
っ
て
は
、
極
め
て

重
要
か
つ
根
幹
的
な
問
題
で
あ
る
。
良
い
と
さ
れ
る
歌
や
文
章
に
は
必
ず
良

い
響
き
（
音
感
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
定
家
の
代
表
作
で
は
、

Ｃ
春
の
夜
の

夢
の
浮
き
橋

と
絶
え
し
て

峯
に
別
る
る

横
雲
の
空

（
新
古
今
・
巻
１
・
三
八
、
定
家
）

と
い
う
よ
う
に
、
「
春
」
「
夜
」
「
夢
」
「
浮
き
橋
」
「
峯
」
「
別
れ
」
「
横
雲
」

「
空
」
と
い
っ
た
、
淡
い
イ
メ
ー
ジ
の
語
が
列
挙
さ
れ
る
。
何
と
な
く
雰
囲

気
の
あ
る
言
葉
が
連
な
る
の
で
、
読
み
手
は
深
い
意
味
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
感

じ
取
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
歌
自
体
に
ス
ト
ー
リ
ー
は
な
い
。
後
に
「
峯

に
別
る
る
」
に
、
楚
王
と
神
女
と
の
別
れ
（
文
選
・
高
唐
賦
）
を
重
ね
る
理

解
（
奥
入
）
が
加
わ
る
よ
う
に
な
る
が
、
歌
の
文
言
に
ス
ト
ー
リ
ー
は
明
示

さ
れ
な
い
。
下
の
句
が
提
示
す
る
場
面
が
高
唐
賦
と
類
似
し
て
い
る
だ
け
で
、

文
言
上
は
筋
を
述
べ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
歌
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
志
向
し
な

い
。
歌
は
場
面
の
提
示
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
恋
愛
な
ら
ば
、
出
会
い

や
別
れ
と
い
っ
た
、
あ
る
物
語
の
特
定
の
一
場
面
の
み
切
り
取
っ
て
提
示
す

る
。
場
面
提
示
に
必
要
な
の
は
、
そ
の
場
面
を
そ
れ
ら
し
く
見
せ
る
言
葉
（
小

道
具
）
で
あ
る
。
だ
か
ら
雰
囲
気
の
あ
る
言
葉
を
列
挙
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
し

い
雰
囲
気
が
生
ま
れ
る
。
「
横
浜
、
た
そ
が
れ
、
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
…
…
」

と
い
っ
た
類
で
あ
る
。
言
葉
同
士
の
有
機
的
な
関
係
や
、
全
体
に
一
貫
し
た

法
則
性
は
な
く
と
も
よ
ろ
し
い
。
雰
囲
気
の
あ
る
言
葉
が
な
ん
と
な
く
雰
囲

気
を
作
り
、
特
定
の
場
面
を
生
成
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
背
景
と
な

る
物
語
が
仄
か
に
感
じ
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
Ｃ
の
歌
も
甘
い
出
会
い
と
儚

い
別
れ
を
匂
わ
す
言
葉
の
列
挙
に
よ
り
、
何
と
な
く
男
女
の
逢
瀬
が
感
じ
ら

れ
る
の
だ
が
、
歌
自
体
は
そ
れ
を
明
示
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
読
者
に
想
像

を
委
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
外
に
漂
う
雰
囲
気
を
発
し
て
い
る
言

葉
（
の
連
鎖
）
が
音
感
で
あ
る
。
名
歌
と
か
ヒ
ッ
ト
曲
と
呼
ば
れ
る
も
の
に

は
、
こ
の
音
感
が
あ
る
。
今
後
こ
の
音
感
の
問
題
に
ま
で
文
芸
研
究
は
踏
み

込
む
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
こ
と
ば
の
美
」
は
一
層
明
確

に
把
握
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
Ⅰ
〈
論
理
〉
・
Ⅱ
〈
視

点
〉
・
Ⅲ
〈
表
現
〉
が
複
雑
に
重
な
り
あ
っ
て
作
品
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
述

べ
た
。
ど
の
作
品
に
こ
の
三
種
の
知
恵
は
働
い
て
い
る
。

二

文

土
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前
述
の
三
種
の
知
恵
に
着
目
す
る
と
、
個
々
の
作
品
で
重
点
が
置
か
れ
る

知
恵
の
種
類
に
は
偏
り
が
あ
り
、
時
代
ご
と
に
大
凡
の
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。

作
成
者
の
知
恵
に
よ
る
古
典
文
学
史

文

担

（
作

Ⅰ
論
理
重
視
時
代

→
上
代

定
型
詩

歴
史

政
教
者

記
・
紀
・

万
葉
・
風
土
記
…

（
人
麻
呂
・
家
持
…
）

伝
達
物

→
中
古

短
歌
体

物
語

女
房

古
今
・
伊
勢
・
源
氏
・
枕
…

（
貫
之
・
清
少
納
言
…
）

鑑
賞
物

Ⅱ
視
点
重
視
時
代

→
中
世

連
歌

軍
記

隠
者

新
古
今
・
平
家
・
方
丈
・
徒
然
…
（
定
家
・
兼
好
…
）

風
雅
物

（
謡
曲
）

随
筆

→
近
世
前

俳
諧

浮
世
草
子

知
識
人

奥
細
道
・
一
代
男
…
…

（
芭
蕉
・
近
松
・
西
鶴
…
）

諧
謔
物

浄
瑠
璃

町
人

Ⅲ
表
現
重
視
時
代

→
近
世
後

川
柳

読
本

一
般

雨
月
・
膝
栗
毛
…

（
秋
成
・
一
九
・
京
伝
…
）

娯
楽
物

狂
歌

滑
稽
本

町
人

→
明
治
初

戯
作

安
愚
楽
鍋
…
…

（
仮
名
垣
魯
文
…
）

芸
術
物

Ⅳ
三
者
融
合
時
代

→
近
代
。

俳
句

小
説

国
民

ホ
ト
ヽ
ギ
ス
・
若
菜
集
・
猫
…

（
子
規
・
藤
村
・
漱
石
…
）

近
代
詩

上
代
で
は
、
記
紀
が
律
令
国
家
の
理
念
を
周
知
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
〈
論

理
〉
が
先
行
す
る
傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
国
譲
り
の
よ
う
な
国
家
神
話
を
作

成
し
て
天
皇
統
治
の
正
当
性
を
喧
伝
す
る
。
国
家
が
統
一
し
た
歴
史
を
保
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
王
朝
の
正
当
性
が
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
の
書
物

が
古
事
記
・
日
本
書
紀
で
あ
る
。
律
令
国
家
の
論
理
・
主
張
が
随
所
に
ち
り

ば
め
ら
れ
て
い
る
。
記
紀
の
原
伝
承
と
な
っ
た
氏
族
伝
承
で
は
各
氏
族
の
論

理
、
各
地
の
地
方
伝
承
で
は
在
地
の
論
理
に
よ
っ
て
脚
色
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
万
葉
で
も
宮
廷
歌
人
た
ち
は
天
皇
を
ト
ッ
プ
と
す
る
政
治
体
制
と
絡
み
な

が
ら
歌
を
詠
む
。
柿
本
人
麻
呂
が
天
皇
を
「
神
」
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
端
的

な
例
と
い
え
よ
う
。
ま
た
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
技
巧

よ
り
素
直
な
感
情
を
重
視
し
て
詠
む
点
で
も
、
万
葉
集
の
歌
々
は
感
情
（
人

間
論
理
）
を
表
に
出
す
歌
が
多
い
。
そ
の
点
で
上
代
は
〈
論
理
〉
を
重
視
し
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た
時
代
と
言
え
る
。

中
古
～
中
世
は
、
見
方
の
面
白
さ
が
重
視
さ
れ
る
。
個
人
が
ど
の
よ
う
な

立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
。
枕

草
子
で
は
、
中
宮
一
家
の
周
辺
か
ら
宮
中
を
観
察
し
て
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ

る
。
源
氏
物
語
で
は
「
神
（
全
知
）
の
視
点
」
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
〈
視

点
〉
、
即
ち
登
場
人
物
の
目
線
、
さ
ら
に
草
子
地
に
よ
る
作
者
の
見
方
が
提

示
さ
れ
る
。
土
佐
日
記
や
伊
勢
物
語
で
も
作
者
個
人
の
意
見
が
記
述
さ
れ
る
。

作
者
の
見
方
が
示
さ
れ
る
空
間
が
多
用
さ
れ
る
。
記
紀
に
こ
の
よ
う
な
記
述

は
殆
ど
無
い
。
こ
の
よ
う
な
〈
視
点
〉
の
獲
得
は
、
や
が
て
中
世
の
随
筆
に

も
影
響
す
る
。
方
丈
記
の
作
者
蓮
胤
（
鴨
長
明
）
が
「
澄
む
」
世
界
を
志
向

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
俗
世
か
ら
離
れ
た
位
置
を
得
て
、
人
の
世
（
「
濁
り
」
）

を
論
評
す
る
。
兼
好
が
徒
然
草
で
、
郊
外
か
ら
都
（
世
の
中
）
を
観
察
す
る
。

概
し
て
中
心
部
か
ら
一
歩
離
れ
た
立
ち
位
置
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
者
個
人
の
見
解
を
持
つ
こ
と
が
出
来
、
随
筆
的
な
記
述
が
生
ま
れ
る
。
内

部
に
関
わ
り
な
が
ら
も
第
三
者
（
外
部
者
）
の
〈
視
点
〉
を
も
つ
こ
と
（
中

間
者
に
な
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
個
人
的
な
見
解
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の

よ
う
な
立
場
上
の
自
由
さ
が
中
古
か
ら
中
世
の
作
品
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。

日
記
や
随
筆
の
み
な
ら
ず
物
語
世
界
で
も
、
作
者
の
立
場
を
表
明
出
来
る
叙

述
上
の
空
間
が
生
成
さ
れ
る
。
韻
文
で
も
歌
枕
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
殆
ど
の
歌
枕
（
狭
義
）
は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
鄙
の
地
名
で
あ
る
。
都

人
が
実
地
見
聞
し
な
い
場
所
を
、
あ
た
か
も
眼
前
の
景
と
し
て
詠
む
風
潮
が

流
行
る
。
こ
れ
は
空
想
視
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
〈
視
点
〉
重
視
時
代
で
あ
る
。

さ
ら
に
中
世
～
近
世
は
、
言
葉
自
体
の
面
白
さ
が
重
視
さ
れ
る
。
ス
ト
ー

リ
ー
に
特
に
関
わ
ら
な
い
、
何
と
な
く
雰
囲
気
の
あ
る
言
葉
の
列
挙
、
言
葉

自
体
の
面
白
さ
を
重
視
す
る
作
品
が
多
く
な
る
。
道
行
文
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
語
呂
合
わ
せ
的
な
語
句
が
列
挙
さ
れ
る
。
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
響
き

（
語
感
）
を
重
視
す
る
文
章
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
近
松
門
左
衛

門
が
、
「
て
・
に
・
は
、
」
が
多
い
の
を
「
賤
し
き
」
、
「
て
・
に
・
は
自
ず

か
ら
少
な
し
」
（
穂
積
以
貫
、
難
波
土
産
）
と
す
る
の
も
、
無
駄
な
助
詞
を

用
い
な
い
語
感
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
歌
で
は
使
用
で
き

な
い
言
葉
を
俳
諧
が
取
り
入
れ
た
の
も
〈
表
現
〉
に
対
し
て
敏
感
に
な
っ
た

時
代
に
な
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
。〈
表
現
〉
重
視
時
代
で
あ
る
。

そ
し
て
近
代
に
な
る
と
、
〈
論
理
〉
・
〈
視
点
〉
・
〈
表
現
〉
の
三
者
の
融
合

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

た
だ
し
上
代
は
〈
論
理
〉
の
み
、
中
古
～
中
世
は
〈
視
点
〉
の
み
、
中
世

～
近
世
は
〈
表
現
〉
の
み
が
表
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

よ
き
ひ
と
の

よ
し
と
よ
く
み
て

よ
し
と
い
ひ
し

よ
し
の
よ
く
み
よ

よ
き
ひ
と
よ
く
み

（
万
葉
集
巻
１
・
二
七
）

右
の
よ
う
に
語
感
を
意
識
し
た
歌
が
上
代
に
も
あ
る
し
、
平
家
物
語
の
作
者

（
お
そ
ら
く
戦
乱
を
観
察
、
も
し
く
は
弔
っ
た
隠
者
）
は
、
リ
ズ
ム
カ
ル
な

語
感
を
大
切
に
す
る
。
近
松
が
重
視
し
た
「
虚
実
皮
膜
」
や
、
近
世
に
流
行

っ
た
文
芸
思
潮
で
あ
る
「
見
立
て
」
「
世
界
」
「
趣
向
」
な
ど
に
は
、
再
解

釈
視
点
や
空
想
視
点
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
無
論
、
「
無
常
観
」
に
基
づ
く

中
世
作
品
は
〈
論
理
〉
が
根
本
に
あ
る
。
西
鶴
も
人
間
社
会
を
観
察
し
、
人

間
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
〈
論
理
〉
を
持
つ
。
繰
り
返
す
が
、〈
論
理
〉

・
〈
視
点
〉
・
〈
表
現
〉
は
ど
の
作
品
に
も
存
在
す
る
。
私
が
述
べ
る
「
○
○

重
視
時
代
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
時
代
の
傾
向
で
あ
り
、
各
時
代
が
特
に
意

識
的
に
重
視
し
て
、
そ
の
技
法
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
こ
と
を
基
準
に
し
た

時
代
区
分
で
あ
る
。

│
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結

文

以
上
の
よ
う
に
文
芸
史
を
仮
定
し
て
、
改
め
て
風
土
記
の
意
義
を
考
え
て

み
る
。
風
土
記
は
〈
論
理
〉
重
視
時
代
の
上
代
に
属
す
る
。
し
か
し
記
紀
と

は
異
な
り
、
風
土
記
の
編
纂
者
（
多
く
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
都
人
で
あ

る
国
司
）
は
中
央
か
ら
一
歩
離
れ
た
地
域
で
執
筆
す
る
。
地
方
か
ら
中
央
を

観
察
す
る
第
三
者
で
あ
る
。
一
方
で
地
方
人
に
と
っ
て
国
司
は
外
部
者
で
あ

り
、
地
方
を
観
察
す
る
立
場
に
あ
る
。
〈
視
点
〉
重
視
時
代
の
中
古
・
中
世

の
作
家
が
置
か
れ
た
状
況
と
近
似
す
る
。
地
形
を
類
似
物
に
見
立
て
る
と
い

っ
た
地
名
起
源
を
作
っ
た
り
、
随
筆
的
に
個
人
的
な
見
解
を
述
べ
る
第
三
者

記
述
が
あ
っ
た
り

と
い
う
点
で
、
〈
視
点
〉
の
重
要
性
に
風
土
記
は
気
づ
い

（
５
）

て
い
る
。
ま
た
、
常
陸
国
風
土
記
で
は
、
乖
離
し
た
歌
謡
と
地
の
文
に
異
種

の
言
葉
を
併
記
し
て
行
間
を
連
想
さ
せ
た

り

、
地
名
の
語
感
か
ら
物
語
り

（
６
）

を
連
想
し
た
り
と
い
う
方
法
を
用
い
る
が
、
こ
の
現
象
は
〈
表
現
〉
を
重
視

す
る
中
世
・
近
世
と
も
似
通
っ
て
い
る
。
訛
式
地
名
起
源
で
も
言
葉
遊
び
的

な
要
素
が
多
く
見
ら
れ
る
。
中
央
の
記
紀
万
葉
だ
け
を
見
て
い
て
は
気
づ
か

な
い
知
恵
が
風
土
記
に
散
見
す
る
。
そ
の
点
で
、
後
世
文
芸
と
の
架
け
橋
を

風
土
記
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
風
土
記
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

後
世
文
芸
へ
の
流
れ
や
、
後
世
新
た
に
発
生
し
た
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
発
生
理

由
も
解
け
て
こ
よ
う
。
そ
れ
は
風
土
記
が
、
都
と
は
一
線
を
画
す
環
境
に
あ

っ
た
こ
と
、
加
え
て
地
方
と
中
央
と
を
結
ぶ
文
芸
サ
イ
ク

ル

の
一
端
を
担

（
７
）

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
意
味
で
風
土
記
は
文
芸
史
上
重
要
な
存
在
と

考
え
ら
れ
る
。
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