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虚
構
は
短
歌
に
何
を
与
え
︑
短
歌
か
ら
何
を
奪
う
の
か

三
沢

左
右

以
前
︑
短
歌
に
お
け
る
︿
虚
構
﹀
と
︿
私
性
﹀
の
問
題
が
歌
壇
に
大

き
な
議
論
を
呼
ん
だ
︒
論
点
や
是
非
の
ス
タ
ン
ス
に
は
個
人
差
が
あ
る

だ
ろ
う
が
︑
本
稿
で
は
一
首
に
︿
虚
構
﹀
を
導
入
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ

ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
察
し
た
い
︒
短
歌
に
お
け
る
︿
虚
構
﹀
の
あ
り

方
を
三
つ
に
分
類
し
た
上
で
私
見
を
述
べ
る
︒

・
現
実
に
基
づ
い
た
虚
構
を
詠
む

｢
こ
の
味
が
い
い
ね
﹂
と
君
が
言
っ
た
か
ら
七
月

六
日
は
サ
ラ
ダ
記
念
日

俵
万
智
﹃
サ
ラ
ダ
記
念
日
﹄

人
口
に
膾
炙
し
た
一
首
だ
が
︑﹁
七
月
六
日
﹂
も
﹁
サ
ラ
ダ
﹂
も
事

実
と
は
異
な
る
と
︑
俵
自
身
が
テ
レ
ビ
や
T
w
itte
r
上
で
発
言
し
た
︒

俵
は
作
品
の
魅
力
を
高
め
る
た
め
に
自
覚
的
に
︿
虚
構
﹀
を
用
い
︑
時

代
を
代
表
す
る
一
首
を
生
み
出
し
た
︒

実
体
験
を
元
に
は
し
て
い
る
も
の
の
︑
一
部
に
虚
構
を
交
え
た
短
歌
︒

自
覚
的
に
せ
よ
無
自
覚
的
に
せ
よ
︑
多
く
の
作
者
が
そ
の
よ
う
な
短
歌

を
生
み
出
し
て
き
た
︒
も
ち
ろ
ん
名
歌
も
多
い
︒
し
か
し
︑
事
実
に
滑

り
込
む
︿
虚
構
﹀
に
よ
っ
て
短
歌
か
ら
失
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
︒
そ
れ

は
︑﹁
事
実
そ
の
も
の
が
持
つ
強
さ
﹂
で
あ
る
︒
短
歌
に
詠
ま
れ
た
出

来
事
は
︑
ど
れ
ほ
ど
の
些
事
で
あ
ろ
う
と
あ
り
き
た
り
な
出
来
事
で
あ

ろ
う
と
︑
そ
れ
が
︿
事
実
﹀
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
首
の
基
底
を

支
え
る
強
さ
を
い
く
ぶ
ん
か
は
持
つ
こ
と
に
な
る
︒
一
首
に
安
易
に

︿
虚
構
﹀
を
交
え
る
こ
と
は
︑︿
事
実
﹀
の
強
み
を
捨
て
る
行
為
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
︑
作
者
は
誰
よ
り
自
覚
的
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
︒

で
は
一
首
の
魅
力
を
高
め
る
︿
虚
構
﹀
は
ど
う
す
れ
ば
あ
り
得
る
の

か
︒
様
々
な
意
見
が
あ
ろ
う
が
︑
私
は
﹁
実
感
に
噓
を
つ
か
な
い
こ

と
﹂
だ
と
考
え
る
︒

義
姉
と
な
る
は
ず
な
り
し
手
と
朝
焼
け
が
洗
わ
む

か
空
の
兄
の
柩
を

平
井
弘
﹃
顔
を
あ
げ
る
﹄

空
に
征
き
し
兄
た
ち
の
群
わ
け
り
雲
わ
け
り
葡
萄

の
た
ね
吐
く
む
こ
う

冒
頭
で
触
れ
た
︑
歌
壇
に
お
け
る
︿
虚
構
﹀
と
︿
私
性
﹀
論
争
で
も
︑

し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
歌
人
が
平
井
弘
で
あ
る
︒
現
実
の
平

井
に
は
兄
は
い
な
か
っ
た
︒
平
井
の
短
歌
作
品
に
胸
を
打
た
れ
た
読
者

に
は
︑
事
実
を
知
っ
て
失
望
す
る
者
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

﹁
戦
死
し
た
兄
と
︑
残
さ
れ
た
弟
﹂
が
仮
構
さ
れ
た
平
井
の
作
品
に
は
︑

事
実
を
超
え
て
残
る
感
慨
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
平
井
が
幼
い
日
に
抱
い

た
肉
親
的
な
存
在
へ
の
憧
憬
で
あ
り
︑
死
と
生
と
が
日
常
の
中
で
擦
れ

あ
う
よ
う
な
︑
戦
時
下
の
感
情
で
あ
る
︒
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遠
花
火
わ
が
白し
ら

骨ほ
ね

も
か
が
や
き
て
見
ぬ
ひ
と
あ
ま

た
思
ひ
出
で
つ
も

水
原
紫
苑
﹃
う
た
う
ら
﹄

見
し
こ
と
の
な
べ
て
こ
ほ
れ
る
大
椿

お
ほ
つ
ば
き

ガ
ラ
ス
打

つ
と
き
裁
か
る
る
か
な

鋭
い
言
語
感
覚
を
持
つ
水
原
の
幻
想
的
な
短
歌
は
︑
し
か
し
完
全
な

虚
構
で
は
な
い
︒
あ
く
ま
で
現
実
に
立
脚
し
な
が
ら
︑︿
実
感
﹀
を
よ

り
精
緻
に
描
き
出
す
言
葉
を
模
索
し
︑
象
徴
的
で
感
覚
的
な
世
界
を
高

い
純
度
で
再
構
築
す
る
︒
一
首
目
で
は
現
実
の
﹁
遠
花
火
﹂
が
骨
を
照

ら
す
こ
と
を
︑
二
首
目
で
は
眼
前
の
﹁
大お

ほ

椿
つ
ば
き

﹂
が
か
つ
て
見
た
全
て

を
一
身
に
体
現
し
て
い
る
こ
と
を
︑
読
者
は
一
読
の
う
ち
に
感
じ
取
る
︒

あ
る
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
体
験
の
際
の
︿
実
感
﹀
を
歌
の
本

質
と
と
ら
え
︑︿
実
感
﹀
を
よ
り
高
い
精
度
で
魅
力
的
に
伝
え
よ
う
と

す
る
意
識
が
︑︿
虚
構
﹀
を
含
む
一
首
を
磨
き
上
げ
る
の
だ
︒

・
物
語
︵
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
︶
を
詠
む

絶
望
が
あ
か
る
さ
を
産
み
落
と
す
ま
で
わ
れ
海
蛇

と
な
り
珊
瑚
咬

む

藪
内
亮
輔
﹃
海
蛇
と
珊
瑚
﹄

歌
集
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
一
首
︒
現
実
を
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
が

少
な
い
歌
風
の
作
者
だ
け
に
︑
象
徴
的
な
超
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
は
鮮
烈
だ
︒

事
実
の
配
分
を
下
げ
︑
物
語
的
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
世
界
を
言
葉

に
よ
っ
て
構
築
し
よ
う
と
す
る
短
歌
が
あ
る
︒
小
説
や
映
像
作
品
で
は

一
般
的
な
創
作
方
法
だ
が
︑
短
歌
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
︑

三
十
一
文
字
と
い
う
短
さ
が
ネ
ッ
ク
と
な
る
︒
こ
う
し
た
短
歌
で
は
︑

叙
景
に
よ
っ
て
作
者
が
外
界
と
対
峙
す
る
構
造
を
作
る
こ
と
が
難
し
い

た
め
︑
作
者
の
内
面
の
自
意
識
や
問
題
意
識
ば
か
り
が
前
面
に
出
て
き

て
し
ま
い
が
ち
だ
︒
と
も
す
れ
ば
﹁
作
者
に
都
合
の
い
い
世
界
を
作
り

上
げ
て
お
し
ま
い
﹂
に
な
り
か
ね
な
い
︒
こ
こ
で
言
う
﹁
作
者
に
都
合

が
い
い
﹂
と
は
︑﹁
作
者
の
思
い
通
り
に
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
の
場
合

も
あ
れ
ば
︑﹁
作
者
が
批
判
し
た
い
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
﹂
の
場
合
も
あ
る
︒

む
し
ろ
︑
後
者
の
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
当
然
︑
そ
う

し
た
作
品
は
魅
力
の
薄
い
も
の
と
な
る
︒

で
は
︑
魅
力
的
な
︿
物
語
︵
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
︶﹀
作
品
を
成
立
さ
せ

る
た
め
の
要
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

宅
配
の
企
業
栄
え
て
死
刑
囚
独
房
に
ピ
ザ
を
宅
配

す
る
話

高
野
公
彦
﹃
水
行
﹄

瞬
間
に
全
騒
音
を
駆
逐
す
る
電
波
ス
プ
レ
ー
を
売

り
出
す
話

以
上
の
二
首
は
﹁
新
・
今
昔
物
語
集
﹂
と
題
さ
れ
た
一
連
か
ら
引
用

し
た
︒
近
未
来
Ｓ
Ｆ
的
な
作
品
群
で
あ
る
︵
歌
集
の
出
版
は
一
九
九
一

年
︶︒
見
た
こ
と
の
な
い
近
未
来
的
︿
物
語
﹀
は
︑
ど
こ
か
滑
稽
で
あ

り
つ
つ
も
︑
シ
ー
ン
の
輪
郭
が
立
っ
た
詠
み
ぶ
り
に
よ
っ
て
︑
説
得
力

を
持
つ
︒
そ
し
て
確
か
に
︑
現
代
に
お
い
て
こ
う
し
た
情
景
は
︑
形
は

違
え
ど
シ
ス
テ
ム
化
・
商
品
化
さ
れ
︑
部
分
的
に
実
現
し
て
い
る
︒

現
代
の
社
会
や
人
間
が
抱
え
る
い
び
つ
さ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る

Ｓ
Ｆ
的
風
刺
は
短
歌
作
品
で
も
可
能
だ
︒
し
か
し
︑
作
者
の
自
意
識
が

先
行
し
て
し
ま
え
ば
︑﹁
不
快
な
在
り
方
﹂
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ

た
安
易
な
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
と
な
る
︒
世
界
の
不
条
理
に
対
峙
す
る
個
々

の
人
間
の
在
り
方
へ
の
意
識
が
希
薄
に
な
る
か
ら
だ
︒

﹁
抑
圧
さ
れ
て
い
る
人
物
﹂
と
役
割
を
決
め
ら
れ
︑
そ
の
立
場
か
ら

動
こ
う
と
し
な
い
主
人
公
に
︑
読
者
は
な
か
な
か
心
を
動
か
さ
れ
な
い
︒
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オ
ー
ウ
ェ
ル
の
小
説
﹃
1
9
8
4﹄
の
悪
夢
的
世
界
が
現
代
に
お
い
て
も

そ
の
魅
力
を
保
っ
て
い
る
の
は
︑
主
人
公
ス
ミ
ス
が
社
会
に
お
け
る
在

り
方
と
内
心
と
の
板
挟
み
に
悩
み
続
け
︑
恐
れ
︑
喜
び
︑
悲
し
む
か
ら

で
あ
る
︒

︿
物
語
︵
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
︶﹀
世
界
を
真
に
迫
る
も
の
と
し
て
描
き

出
す
に
は
︑
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
運
命
と
対
峙
し
︑
理
解
で
き
な

い
事
象
を
見
つ
め
る
作
者
の
姿
勢
が
不
可
欠
だ
︒
自
身
の
思
想
の
単
な

る
発
露
で
は
な
く
︑
も
と
よ
り
矛
盾
を
内
包
し
た
現
実
の
写
し
絵
を
描

き
上
げ
る
に
は
︑
理
不
尽
や
不
条
理
を
見
つ
め
る
強
い
精
神
が
必
要
だ
︒

高
野
の
二
首
に
は
︑
不
快
や
理
不
尽
を
︑
俯
瞰
し
て
見
つ
め
る
視
線
が

あ
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
の
未
来
予
知
で
あ
る
︒

｢
そ
ら
豆
っ
て
﹂
い
い
か
け
た
ま
ま
そ
の
ま
ん
ま

さ
よ
な
ら
し
た
の

さ
よ
な
ら
し
た
の

東
直
子
﹃
春
原
さ
ん
の
リ
コ
ー
ダ
ー
﹄

マ
マ
ン
あ
れ
は
ぼ
く
の
鳥
だ
ね
マ
マ
ン
マ
マ
ン
ぼ

く
の
落
と
し
た
砂
じ
ゃ
な
い
よ
ね

﹃
青
卵
﹄

東
の
紡
ぐ
童
話
的
世
界
は
︑
現
実
を
遊
離
し
な
が
ら
︑
し
か
し
奇
妙

な
存
在
感
を
持
っ
て
読
者
に
迫
っ
て
く
る
︒
意
味
や
因
果
関
係
で
収
ま

り
き
ら
な
い
世
界
だ
か
ら
だ
︒
一
首
目
﹁
そ
ら
豆
っ
て
﹂
と
い
う
言
葉

の
文
脈
は
わ
か
ら
な
い
︒﹁
い
い
か
け
た
ま
ま
﹂
の
別
れ
と
い
う
の
も

不
思
議
だ
︒
二
首
目
も
︑
母
親
と
幼
い
少
年
の
姿
︑﹁
マ
マ
ン
﹂
と
い

う
呼
び
か
け
の
西
洋
的
な
情
緒
な
ど
︑
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
世
界
は
感

じ
ら
れ
る
も
の
の
︑﹁
鳥
﹂﹁
砂
﹂
の
状
況
が
わ
か
ら
な
い
︒﹁
な
い
よ

ね
﹂
と
い
う
否
定
形
の
疑
問
に
込
め
ら
れ
た
感
情
も
︑
半
分
わ
か
っ
て
︑

半
分
わ
か
ら
な
い
︑
と
い
う
と
こ
ろ
だ
︒
し
か
し
そ
う
し
た
違
和
感
は
︑

必
然
性
に
よ
っ
て
小
さ
く
ま
と
ま
り
か
ね
な
い
歌
世
界
に
風
穴
を
空
け
︑

一
首
に
作
者
個
人
を
超
え
た
広
が
り
を
与
え
る
︒

本
章
冒
頭
の
藪
内
の
一
首
に
も
︑﹁
海
蛇
﹂
と
﹁
珊
瑚
﹂
と
の
連
想

の
絶
妙
な
遠
さ
が
︑
逆
説
的
で
は
あ
る
が
︑︿
物
語
︵
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
︶﹀
を
支
え
て
い
る
︒
た
と
え
ば
も
し
﹁
ゆ
ら
め
く
水
の
中
を
海
蛇

が
行
く
﹂
と
い
う
一
首
だ
っ
た
と
し
た
ら
︑
安
易
に
構
成
さ
れ
た
作
品

世
界
の
噓
く
さ
さ
に
読
者
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒

︿
物
語
︵
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
︶﹀
的
な
短
歌
に
は
︑
作
者
の
主
観
︑
メ

ッ
セ
ー
ジ
や
イ
ズ
ム
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
直
接
的
に
表
れ
て
し
ま
う
︒

し
か
し
︑
小
説
に
比
べ
て
格
段
に
短
い
言
葉
で
世
界
を
作
り
上
げ
な
く

て
は
な
ら
な
い
短
歌
に
お
い
て
は
︑
善
悪
や
条
理
が
あ
ら
か
じ
め
決
定

さ
れ
︑
葛
藤
が
脱
落
し
た
世
界
は
︑
表
層
的
だ
︒
作
者
の
思
っ
た
通
り

の
形
に
世
界
は
作
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
︑
短
歌
作
者
は
常
に

意
識
す
る
必
要
が
あ
る
︒

・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
を
詠
む

売
り
に
ゆ
く
柱
時
計
が
ふ
い
に
鳴
る
横
抱
き
に
し

て
枯
野
ゆ
く
と
き

寺
山
修
司
﹃
田
園
に
死
す
﹄

う
し
ろ
手
に
墜
ち
し
雲
雀
を
に
ぎ
り
し
め
君
の
ピ

ア
ノ
を
窓
よ
り
覗
く

﹃
血
と
麦
﹄

寺
山
修
司
は
︑
短
歌
に
と
ど
ま
ら
ず
俳
句
や
散
文
︑
戯
曲
と
様
々
な

方
面
で
そ
の
才
能
を
発
揮
し
た
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー
だ
︒
短
歌
作
品
に

も
︑
物
語
性
や
鮮
烈
な
ビ
ジ
ョ
ン
︑
多
く
の
人
が
共
有
す
る
青
春
や
内

省
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
す
く
い
上
げ
︑
凝
縮
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
︑

短
歌
の
標
準
的
な
読
者
を
超
え
る
普
遍
的
な
喚
起
力
を
獲
得
し
た
︒
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し
か
し
こ
う
し
た
普
遍
性
は
︑
通
俗
化
・
陳
腐
化
と
も
紙
一
重
だ
︒

な
ぜ
な
ら
︑
読
者
の
興
味
を
引
く
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
︿
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ
ン
ト
﹀
は
︑
読
者
を
作
歌
の
起
点
に
置
く
こ
と
で
︑
作
者
自
身

の
か
け
が
え
の
な
い
︿
実
感
﹀
を
離
れ
て
ゆ
く
可
能
性
が
高
い
か
ら
だ
︒

そ
の
意
味
で
︑︿
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
﹀
に
は
︑
読
者
に
依
存
す

る
こ
と
で
﹁
自
身
の
実
感
に
噓
を
つ
く
﹂
と
い
う
最
も
危
惧
す
べ
き

︿
虚
構
﹀
が
潜
ん
で
い
る
︒

作
者
は
こ
の
陥
穽
を
い
か
に
し
て
飛
び
越
え
る
の
か
︒

上
半
身
が
人
魚
の
よ
う
な
も
の
た
ち
が
自
動
改
札

み
ぎ
に
ひ
だ
り
に

斉
藤
斎
藤
﹃
渡
辺
の
わ
た
し
﹄

め
ざ
め
る
と
顔
を
あ
ら
っ
て
靴
下
を
は
い
て
出
か

け
る
癖
が
あ
り
ま
す

一
首
目
︑
人
間
を
﹁
上
半
身
が
人
魚
﹂
と
捉
え
る
逆
転
に
意
表
を
突

か
れ
る
︒
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
︑
し
か
し
聞
け
ば
納
得
さ
せ
ら
れ
る

視
点
に
よ
っ
て
︑
見
慣
れ
た
光
景
を
切
り
取
り
︑
読
者
を
引
き
込
む
︒

ツ
ッ
コ
ミ
待
ち
の
二
首
目
︑﹁
癖
﹂
の
一
言
に
読
者
は
つ
い
﹁
そ
う
じ

ゃ
な
い
だ
ろ
﹂
と
笑
い
な
が
ら
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
て
し
ま
う
と
い
う
形

で
︑
作
品
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
︒﹁
あ
り
ま
す
﹂
と
い
う
丁
寧
語
も
︑

読
者
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
象
徴
的
だ
︒

卓
上
の
﹃
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
﹄
を
試
し
読
み

し
て
去
っ
て
ゆ
く
風

木
下
龍
也
・
岡
野
大
嗣

首
の
無
い
マ
ネ
キ
ン
が
着
て
い
た
シ
ャ
ツ
を
買
う

僕

首
を
手
に
入
れ
た
シ
ャ
ツ

二
人
の
歌
人
に
よ
る
共
作
歌
集
﹃
玄
関
の
覗
き
穴
か
ら
差
し
て
く
る

光
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
は
ず
だ
﹄
か
ら
引
用
し
た
︒
一
首
目
は
木
下
︑

二
首
目
は
岡
野
の
作
品
ら
し
い
︒
ど
ち
ら
も
視
点
の
転
換
に
よ
っ
て
読

者
に
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
一
首
だ
が
︑
同
時
に
︑
歌
集
中
で

は
﹁
二
人
の
男
子
高
校
生
︵
？
︶
の
数
日
間
﹂
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開

す
る
︒
一
冊
に
描
き
出
さ
れ
る
少
年
た
ち
の
内
面
︑
す
な
わ
ち
未
来
観

や
死
へ
の
恐
れ
と
憧
れ
︑
他
者
の
存
在
が
希
薄
な
閉
塞
感
な
ど
は
︑

︿
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
﹀
と
し
て
青
春
の
普
遍
性
を
保
ち
つ
つ
も
︑

他
者
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
陳
腐
な
﹁
青
春
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
に
絡
め
と

ら
れ
ま
い
と
す
る
息
苦
し
い
葛
藤
に
満
ち
︑
非
常
に
生
々
し
い
︒

︿
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
﹀
を
生
む
作
者
は
︑
自
身
の
︿
実
感
﹀

を
し
っ
か
り
と
握
り
し
め
た
上
で
︑
読
者
と
の
﹁
共
有
さ
れ
う
る
感

覚
﹂
を
絶
え
ず
模
索
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
︒︿
実
感
﹀
を
模
索
し
︑

他
者
と
擦
り
合
わ
せ
続
け
た
結
果
た
ど
り
つ
く
﹁︿
実
感
﹀
の
縁
﹂
と

も
呼
ぶ
べ
き
地
点
︒
こ
こ
に
至
っ
て
︑︿
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
﹀

は
︑
現
実
世
界
に
働
き
か
け
る
ほ
ど
の
力
を
獲
得
す
る
︒

・
終
わ
り
に

短
歌
に
お
け
る
す
べ
て
の
虚
構
が
以
上
の
三
項
に
厳
密
に
分
類
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
︒
本
論
中
に
引
用
し
た
作
品
も
︑
分
類
は
便
宜
的
な

も
の
で
あ
り
︑
実
際
に
は
複
数
の
要
素
が
重
な
り
合
っ
て
成
立
し
て
い

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
虚
構
の
性
質
を
分
類
す
る
こ
と
で
︑

安
易
な
虚
構
が
陥
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
失
敗
を
洗
い
出
す
こ
と
に
は
︑

い
く
ぶ
ん
か
成
功
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
魅
力
的
な
虚
構
に
作

者
自
身
が
幻
惑
さ
れ
て
︑
安
易
な
創
作
に
陥
ら
な
い
た
め
の
手
引
き
と

し
て
︑
そ
し
て
何
よ
り
筆
者
自
身
の
創
作
姿
勢
へ
の
戒
め
と
し
て
︑
以

上
の
論
考
を
終
え
た
い
︒
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