
文
芸
用
語
と
し
て
の

〈
妙
想
〉

の
ス
ペ
ク
ト
ル

i

ー
ー
坪
内
治
進
の
文
学
論
に
お
け
る

「
妙
想
論
」

の
受
容
背
景
を
め
ぐ
っ
て

l

l

葉F

焼

浩

一
、
は
じ
め
に
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吋
小
説
神
髄
」
全
九
冊
が
分
冊
の
か
た
ち
で
刊
行
さ
れ
て
後
、
明
治
一
九
年
五
丹
上
下
二
巻
本
と
し
て
あ
ら
た
め
て
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
選

準
は
そ
こ
に
「
当
編
は
(
中
略
)
美
術
論
、
文
章
論
、
変
遷
論
の
如
き
は
、
今
の
泊
迩
の
議
論
と
は
異
な
り
」
と
い
う
政
文
を
審
き
下
ろ
し
て

い
る
。
こ
の
言
説
の
中
で
「
小
説
神
髄
」
に
お
け
る
「
美
術
論
」
の
認
識
と
「
今
の
法
準
の
議
論
」
と
が
異
な
っ
て
い
る
と
み
ず
か
ら
宣
言
し

て
い
る
の
は
、
『
小
説
神
髄
』
を
刊
行
し
て
以
後
、
遁
準
の
内
部
に
い
わ
ゆ
る
「
真
理
」
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
と
す
れ
ば
、
遣
準
は
あ
ら
た
め
て
そ
れ
ら
の
概
念
を
鍵
タ
i
ム
と
し
て
文
学
・
芸
能
論
の
再
構
築
を
め
前
さ

し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
期
退
選
が
こ
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
文
学
・
「
美
儲
」
論
の
中
心
に
据
え
て
い
た
概
念
が
ま
さ
し
く
「
妙
想
」
と
い
う

用
語
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
「
(
小
説
・
美
術
の
i

引
用
者
)
白
的
ハ
前
日
も
演
説
せ
し
如
く
無
形
の
妙
想
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
い

う
箇
所
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
「
妙
恕
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
の
が
、
迫
議
の
「
美
術
論
」
と
い
う
評

論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
小
説
芸
術
で
詮
索
し
描
く
べ
き
対
象
を
、
「
西
洋
一
語
で
い
へ
ば
ア
イ
デ
ヤ
」
と
い
う
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
の
「
妙
想
」
概
念
は
、
後
述
す
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
に
ル
ピ
持
け
ら
れ
て
い
る
「
ア
イ
ジ
ヤ
」
と
い
う
言
葉
と
と

も
に
受
容
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ア
イ
ジ
ヤ

退
迩
の
評
論
の
中
心
に
あ
っ
た
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
多
く
の
先
行
論
も
そ
れ
を
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
と
関
連
さ
せ

円。
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て
追
究
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
榔
由
泉
が
「
遡
港
が
妙
想
と
い
ふ
言
葉
を
時
々
使
用
し
て
ゐ
る
が
)
(
六
一
一
員
)
、
そ
れ
が
望
大
術
真
説
」
あ

る
い
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
経
由
し
て
「
へ

i
ゲ
ル
」
か
ら
「
学
ん
だ
」
概
念
だ
と
、
そ
の
受
容
の
可
能
性
を
認
め
て
以
来
、
そ
の
見
解
が
通
説
と

な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
関
良
一
は
、
「
式
亭
三
馬
評
判
」
の
三
妙
想
い
の

4

常
識
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
広

g
に
か
な
り
近
付
い
て
」
お
り
、
「
小

説
の
手
段
」
の
「
妙
想
」
に
到
っ
て
「
「
美
術
真
説
」
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
再
生
さ
れ
た
」
と
述
べ
、
迫
温
に
よ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
全

面
的
な
受
容
を
認
め
て
さ
え
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
妙
想
」
に
ル
ピ
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
〈
美
の
実
在
〉
と
し
て
の
「
ア

イ
ジ
ヤ
」
(
イ
デ
ア
)
の
概
念
を
、
適
温
が
果
た
し
て
十
分
理
解
し
受
容
し
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
念
が
一
方
の
見
解
と
し
で
あ
っ
て
、
柳
田

や
関
の
説
に
反
対
意
見
も
呈
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
論
者
石
田
忠
彦
は
、
治
活
の
「
妙
想
」
が
「
美
的
理
念
」
、
す
な
わ
ち
「
イ
デ

ア
イ
ツ
ヤ

(
7
)

ア
」
を
意
味
し
て
い
な
い
た
め
、
「
治
遁
は
結
局
「
妙
想
い
を
受
容
し
な
か
っ
た
」
と
、
広

g
の
十
全
の
意
味
に
お
い
て
と
い
う
条
件
か
ら
フ
ェ

ノ
ロ
サ
の
受
容
の
可
能
性
を
強
く
斥
け
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
相
反
す
る
克
解
は
い
ず
れ
も
迫
遥
の
「
妙
想
」
に
「
イ
デ
ア
」
(
特
に
へ

i
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
」
)
と
い
う
概
念
が

あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
し
て
判
断
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
点
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
過
這
の

「
妙
惣
」
の
受
容
が
そ
の
ま
ま
へ
!
ゲ
ル
流
の
イ
デ
ア
の
受
容
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
、
ま
た
も
う
一
方
で
は
、
そ
の
「
イ
デ
ア
」
の
真
の
受
容

に
ま
で
到
っ
て
い
な
い
た
め
、
遁
海
の
「
妙
想
」
が
吋
美
術
真
説
」
の
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
古
美
術
真
説
い
に
お
け
る
「
妙
想
」
は
、
あ
く
ま
で
も
ブ
ェ
ノ
ロ
サ
が
竜
池
会
で
行
っ
た
演
説
を

大
森
惟
中
と
い
う
人
物
が
訳
し
た
日
本
語
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
立
大
術
真
説
」
そ
の
も
の
も
へ

i
ゲ
ル
流
の
イ
デ
ア
論
を

紹
介
し
、
そ
の
美
学
を
論
じ
た
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
に
あ
っ
て
は
日
本
美
術
の
振
興
と
い
っ
た
自
的
に
資
す
る
た
め
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
そ
の

ア

f
ジ
ヤ

理
論
的
基
礎
と
し
て
「
妙
想
」
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

5
3
そ
の
も
の
を
十
分
に
敷
約
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
背

景
か
ら
す
れ
ば
、
選
進
に
お
け
る
「
妙
想
」
に
つ
い
て
も
、
単
に
「
イ
デ
ア
」
の
概
念
を
指
標
と
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
ブ
エ
ノ
ロ
サ
か
ら
受

容
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
先
行
論
の
論
旨
は
、
選
準
の
「
妙
想
」
概
念
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
一
致
す
る
の
か
ど

う
か
に
終
始
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
池
遂
の
文
学
論
に
お
け
る
「
妙
想
論
」
の
時
代
的
背
景
や
そ
の
役

割
を
め
ぐ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
こ
の
「
妙
想
」
が
「
真
理
」
と
い
う
概
念
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
る
と
き
、
「
真
理
論
」
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
「
小
説
神
髄
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
の
明
治
二
十
年
前
後
、
造
活
が
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
を
「
真
理
」
と
と
も
に

文
学
論
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
し
た
文
学
評
論
群
の
中
で
、
そ
の
一
訪
問
紫
を
い
か
な
る
概
念
と
し
て
認
識
し
て
文
脈
に
布
置
し
た
の
か
、
そ
し
て

そ
の
役
割
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
考
察
の
中
心
課
題
と
す
る
。
課
題
を
捉
え
る
方
法
論
と
し
て
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
「
妙
想
」
と
同
様
の

概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
真
理
」
と
い
う
語
葉
に
注
自
し
、
「
妙
想
」
「
薬
理
」
と
い
う
一
一
つ
の
概
念
が
い
か
に
意
味
連
関
し
て
い
た
の

か
、
そ
の
意
味
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
の
遁
逼
の
文
学
論
の
も
つ
時
代
的
意
味
を
考
察
す
る
。

二
、
「
妙
想
論
」
の
成
立

i
i
フ
ヱ
ノ
ロ
サ
の
「
美
術
真
説
」

i
i

明
治
一
九
年
五
月
「
小
説
神
髄
」
を
再
刊
す
る
際
、
遣
準
が
「
文
章
論
」
「
変
遷
論
」
と
と
も
に
「
美
術
論
」
(
芸
術
論
)
に
関
す
る
認
識
が

す
で
に
現
在
の
時
点
か
ら
す
る
と
異
な
っ
て
い
る
と
言
明
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
美
術
論
」
の
座
際
軸
の

移
動
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
注
自
さ
れ
る
の
が
こ
の
「
真
理
」
「
妙
想
」
と
い
う
こ
つ
の
概
念
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
妙
恕
」
概

念
と
「
小
説
神
髄
」
の
「
美
術
論
」
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
「
美
術
論
」
に
お
け
る
法
違
の
認
識
の
変
容
を
あ
ら
わ
す
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
を
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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①
美
術
に
美
麗
な
り
と
認
定
む
る
と
こ
ろ
ハ
謂
所
妙
想
に
外
な
ら
ざ
る
な
り

②
演
劇
ハ
美
妙
の
芸
な
り
口
ハ
管
実
地
の
み
を
主
と
す
る
に
ハ
あ
ら
ず
否
々
な
か
な
か
に
実
地
を
釘
棄
所
謂
妙
想
を
写
す
も
の
な
り

③
(
小
説
・
美
術
の
l

引
用
者
)
目
的
ハ
前
日
も
演
説
せ
し
如
く
無
形
の
妙
想
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
(
中
略
)
悲
し
(
遁
議
の
考
へ
で
ハ
)

広
く
い
ふ
美
な
る
者
ハ
所
認
妙
想
に
外
な
ら
ね
ど
之
を
写
す
こ
と
の
巧
拙
に
よ
ツ
て
折
角
の
妙
想
も
現
す
る
に
至
ら
で
中
途
で
掩
は
れ
て

蔵
る
る
の
み
故
に
割
合
か
ら
申
さ
ん
に
美
を
知
る
の
人
ハ
砂
か
ら
ず
と
雌
も
美
を
写
す
の
人
ハ
極
め
て
砂
な
し

こ
れ
ら
の
言
説
群
を
み
る
限
り
、
遡
溢
は
小
説
を
含
め
た
「
美
術
」
の
目
的
を
と
向
格
化
さ
れ
て
い
る
「
妙
恕
」
の
実
現
と
み
な
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
「
美
術
」
の

B
的
は
「
無
形
」
の
「
妙
想
」
を
芸
術
作
品
に
写
し
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
認
識
は
「
真
理
」
に
関
す
る
位
置
と
ま
っ
た
く
重
な
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
認
識
を
吋
小
説
神
髄
い
に
お
け
る
「
美
術
論
」
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と
較
べ
て
み
る
と
、
確
か
に
大
き
く
変
容
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
の
「
さ
れ
ば
美
術
の
本
義
の
如

き
も
、
目
的
と
い
ふ
一
一
字
を
除
き
て
、
美
術
は
人
の
、
む
目
を
鋭
、
ば
し
め
且
つ
其
気
絡
を
高
尚
に
す
る
者
な
り
と
い
は
ぜ
則
ち
可
し
」
と
い
う

「
美
簡
」
の
定
義
か
ら
す
る
と
、
「
妙
想
論
」
と
吋
小
説
神
髄
」
の
差
輿
は
明
ら
か
で
あ
る
。
治
活
は
「
真
理
」
「
ア
イ
デ
ヤ
」
の
「
攻
究
」
か

ら
美
術
を
定
義
付
け
る
「
美
術
論
)
と
い
う
評
論
の
中
で
、

第
一
。
小
説
を
初
め
と
致
し
、
美
術
と
申
す
も
の
は
人
の
心
や
眼
を
楽
し
ま
す
る
を
以
て
目
的
と
為
す
。

第
三
。
小
説
は
勧
蕃
懲
悪
、
世
を
識
し
裕
を
酬
明
る
を
以
て
目
的
と
な
す
。

第
三
。
小
説
は
人
情
風
俗
を
写
し
出
だ
す
を
以
て
自
的
と
な
す
。

第
四
。
小
説
を
初
め
と
致
し
、
美
術
な
る
も
の
は
人
の
気
格
を
高
尚
に
為
す
を
目
的
と
な
す
。

と
い
う
項
目
を
「
美
術
」
の
中
心
か
ら
斥
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
吋
小
説
神
髄
い
の
「
美
術
論
」
で
、
「
美
術
」
の
定
義
、
あ
る
い
は
役
割
と

み
立
さ
れ
て
い
た
こ
の
間
つ
の
項
目
が
そ
の
中
心
か
ら
排
除
さ
れ
て
、
「
美
術
」
の
唯
一
の
呂
的
が
「
ア
イ
デ
ヤ
」
「
真
理
」
を
探
究
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
捉
え
夜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
吋
小
説
神
髄
い
を
刊
行
し
て
以
降
、
「
小
説
神
髄
」
に
織
り
込
ん
で

あ
っ
た
美
術
界
の
功
利
主
義
的
な
「
美
術
」
観
を
洗
い
出
し
、
あ
ら
た
め
て
美
学
的
観
点
か
ら
芸
術
・
小
説
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
際
、
治
議

は
「
美
術
論
」
の
変
容
を
宣
言
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

抗
写
論
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
こ
の
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
は
吋
小
説
神
髄
い
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
描
写
の
対
象
と
し
て
の
「
妙
想
」
は
、

『
小
説
神
髄
い
の
「
外
に
現
る
〉
外
部
の
行
為
と
、
内
に
蔵
れ
た
る
思
想
と
、
二
俸
の
現
象
」
と
区
別
さ
れ
る
新
た
な
概
念
を
学
ん
で
い
る
。

と
い
う
の
は
、
「
小
説
神
髄
い
で
小
説
に
お
け
る
描
写
の
対
象
と
は
、
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
浴
こ
れ
に
次
ぐ
」
(
「
小
説
の
主

限
」
)
と
い
う
ユ
一
一
口
説
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
現
象
と
し
て
の
人
情
・
世
態
・
風
俗
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
「
小
説
神
髄
」
で
も
「
此
人

の
山
一
の
凶
果
の
秘
密
を
見
る
が
如
く
に
描
き
出
し
、
見
え
が
た
き
も
の
を
見
え
し
む
る
を
其
本
分
と
は
な
す
も
の
な
り
」
(
「
小
説
総
論
」
)
と

か
、
「
小
説
を
綴
る
に
当
り
て
、
よ
く
人
情
の
奥
を
穿
ち
、
世
態
の
真
を
得
ま
く
ほ
り
」
(
「
小
説
の
主
根
」
)
す
と
い
う
言
説
が
示
す
よ
う
に
、

描
き
出
す
べ
き
対
象
は
単
な
る
人
情
・
世
態
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
因
果
の
秘
密
」
や
「
人
情
の
奥
」
や
「
世

態
の
真
」
な
ど
と
い
っ
た
概
念
が
、
「
人
情
・
世
態
」
と
い
う
境
象
と
ま
っ
た
く
異
な
る
概
念
と
し
て
、
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
よ
う
な
描
写
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の
対
象
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

外
に
晃
え
た
る
行
為
の
如
き
は
概
ね
是
れ
を
写
す
と
い
へ
ど
も
、
市
内
部
に
包
め
る
忠
想
の
如
き
は
く
だ
/
¥
し
き
に
渉
る
を
も
て
、
写

し
得
た
る
は
曾
て
稀
れ
な
り
。
此
人
情
の
奥
を
穿
ち
て
、
賢
人
、
君
子
は
さ
ら
な
り
、
老
若
男
女
、
善
悪
正
邪
の
心
の
中
の
内
幕
を
ば
洩

す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
密
精
封
、
人
情
を
灼
然
と
し
て
見
え
し
む
る
を
我
が
小
説
家
の
務
め
と
は
す
る
な
り
。
よ
し
ゃ
人
情
を
写
せ

ば
と
て
、
其
皮
相
の
み
を
写
し
た
る
も
の
は
、
未
だ
之
れ
を
真
の
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
骨
髄
を
穿
つ
に
及
び
、
は
じ
め
て
小
説

の
小
説
た
る
を
見
る
な
り
。
(
「
小
説
の
主
眼
」
)
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
あ
る
人
物
の
「
行
為
」
「
思
想
」
を
描
く
に
際
し
て
、
そ
の
根
拠
や
動
機
と
な
る
「
人
情
」
の
「
内

幕
」
を
「
周
密
精
到
」
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
が
「
皮
相
的
」
で
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
遡
準
の
「
人
情
」
(
心
理
)
中
心
主
義
の
論
旨
を
確
認
さ
せ
る
言
説
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
拙
判
官
者
流
は
心
理
学
者
の
ご
と
し
。

宜
し
く
心
理
学
の
道
理
に
基
づ
き
、
其
人
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
物
の
行
為
や
思
惟
を
播
く
と
き
、
そ
の
原
因
か
動

機
を
な
す
心
理
の
動
き
を
論
理
性
や
蓋
然
性
を
も
つ
よ
う
に
掛
か
く
写
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
「
善
人
に
も
尚
ほ
煩
悩
あ

り
、
悪
人
に
も
尚
ほ
良
心
あ
り
て
、
そ
の
行
ひ
を
な
す
に
さ
き
だ
ち
、
議
ら
か
路
踏
ふ
由
あ
る
を
ば
洩
し
て
写
し
い
だ
さ
ず
も
あ
ら
ば
、
是
れ

ま
た
皮
相
の
状
態
に
て
、
翼
を
穿
た
ぬ
も
の
と
い
ふ
べ
し
」
と
い
う
一
一
一
一
口
説
か
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
善
人
」
に
は
警
の
心
だ
け
、
「
悪
質
」

な
人
物
に
は
「
邪
曲
し
心
」
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
登
場
人
物
が
抱
く
多
種
多
様
な
心
理
の
動
き
、
あ
る
い
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
す
べ

き
だ
と
言
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
め
る
と
す
れ
ば
、
右
の
主
張
は
心
理
を
多
面
的
に
捉
え
る
方
法
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
心
理
主
義
に
立
っ
て
、
「
奇
異
な
る
事
」
や
「
荒
唐
な
る
脚
色
町
あ
る
い
は
「
奇
棋
は
の
物
語
」
を
小
説
か
ら
排
除
し
、
「
只
傍
観

し
て
あ
り
の
ま
〉
に
」
「
人
情
陸
態
」
の
「
真
」
を
「
模
写
」
し
よ
う
と
す
る
の
が
吋
小
説
神
髄
い
に
お
け
る
「
模
写
」
の
主
旨
な
の
だ
。
し

た
が
っ
て
、
「
模
写
」
に
お
け
る
「
因
果
の
秘
密
」
や
「
人
惜
の
奥
」
や
「
世
態
の
真
」
な
ど
の
概
念
は
、
登
場
人
物
の
行
為
や
思
惟
(
「
現

象
」
)
の
原
因
ま
た
は
動
機
と
な
る
蓋
然
性
の
あ
る
心
の
働
き
を
意
味
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
「
小
説
神
髄
」
を
刊
行
し
て
以
降
、
新
た
に
た
ど
り
付
い
た
描
写
対
象
と
し
て
の
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
は
、
「
外
に
現
る
〉
外
部

の
行
為
と
、
内
に
蔵
れ
た
る
思
想
」
と
い
う
「
二
僚
の
現
象
」
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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①
之
(
妙
想
)
を
写
す
こ
と
の
巧
捕
に
よ
ツ
て
折
角
の
妙
想
も
現
す
る
に
至
ら
で
中
途
で
掩
は
れ
て
蹴
る
る
の
み
(
中
略
)
荷
も
美
術
家
に

列
す
る
族
ハ
い
づ
れ
も
幾
分
の
妙
怒
(
美
)
を
生
捕
り
之
を
有
形
に
現
は
さ
ん
と
丹
精
せ
ざ
る
者
ハ
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
力
及
、
ば
ず
し
て

取
り
過
す
の
み

②
妙
想
ハ
無
形
の
物
な
り
諮
る
物
な
く
て
ハ
現
れ
ざ
る
由
は
己
に
前
日
も
仔
紺
に
隙
た
り
直
接
の
観
察
と
い
ふ
者
な
く
ん
パ
無
形
の
妙
想
を

感
得
す
る
に
白
な
し

③
何
と
な
れ
パ
一
昨
謂
妙
想
ハ
直
接
の
観
察
に
依
ツ
て
感
得
す
べ
き
も
の
な
る
ゆ
ゑ
未
だ
現
は
れ
ざ
る
未
来
の
物
ハ
感
得
し
が
た
き
が
当
然
な

れ
パ
な
り

こ
れ
ら
の
言
説
群
で
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
「
妙
恕
」
と
は
ま
さ
し
く
「
美
な
る
者
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
「
外
に
現
る
〉
外
部
の
行
為
と
、
内
に
蔵

れ
た
る
思
想
」
と
い
っ
た
「
現
象
」
に
宿
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
「
宿
る
物
な
く
て
ハ
現
れ
ざ
る
」
と
い
う
個
所
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
「
現
象
」
の
内
臨
(
裏
面
)
に
潜
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
措
定
で
き
よ
う
。
だ
か
ら
、
小
説
を
州
制
作
す
る
探
、
か
な
ら
ず
こ
の
「
現
象
」

に
「
直
按
の
観
察
」
を
施
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
「
現
象
」
そ
の
も
の
は
「
美
術
」
で
は
な
く
、
「
直
接
の
観
察
」
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て

「
妙
想
」
を
見
つ
け
(
「
感
得
」
)
、
小
説
に
写
し
出
(
「
有
形
に
現
は
さ
ん
」
)
す
こ
と
が
小
説
あ
る
い
は
芸
術
の
目
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
、
③
の
一
一
一
一
口
説
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
未
来
の
出
来
事
は
現
前
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
「
直
接
的
な
観
察
」
が
で
き
な
い

こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
「
妙
想
」
を
見
付
け
る
す
べ
が
な
い
と
い
う
場
合
も
起
こ
る
。
こ
れ
ら
の
辛
口
説
群
が
一
致
し
て
示
す
論
器
、
す
な
わ

ち
「
妙
想
」
を
小
説
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
と
い
う
論
理
が
確
認
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
吋
小
説
神
髄
」
の
「
美
術
論
」
と
は
一
一
線
を
闘

す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
治
這
の
「
妙
想
」
の
意
味
性
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
相
反
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。

た
だ
先
行
研
究
で
も
、
言
葉
と
し
て
の
「
妙
想
」
は
、
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
評
論
の
「
某
氏
(
フ
ェ
ノ
ロ
サ
l

引
用
者
)
の
論
ず
る
所

は
重
に
お
希
記
を
写
す
こ
と
に
あ
り
、
古
人
を
マ
ネ
よ
と
の
事
に
て
あ
ら
ず
」
と
い
う
言
説
を
と
お
し
て
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
用
語
、
す
な
わ

ち
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
美
術
」
に
関
す
る
、
次
の
よ
う
な
演
説
の
訳
文
か
ら
引
用
し
た
と
認
定
す
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
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此
ノ
如
ク
各
分
子
ニ
内
面
ノ
関
係
ヲ
保
チ
終
始
相
依
テ
常
ニ
完
全
唯
一
ノ
感
覚
ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
、

JL
ヲ
美
術
ノ
妙
恕
〈
ア
イ
ジ
ヤ
〉
ト

諮
フ
。
然
リ
而
シ
テ
天
然
万
有
中
完
全
一
ナ
ル
モ
ノ
留
ヨ
リ
多
シ
ト
ナ
サ
ズ
、
其
妙
恕
ニ
称
フ
モ
ノ
ハ
殊
ニ
齢
、
ン
ト
ス
。
(
中
略
)
余
ハ
今

進
ン
デ
美
術
ノ
本
旨
ヲ
判
定
セ
ン
。
部
チ
各
般
ノ
美
術
ニ
於
テ
美
術
ノ
善
美
ト
称
ス
ベ
キ
資
格
ヲ
構
成
ス
ル
ノ
性
繋
ハ
、
其
術
ノ
妙
恕
是

レ
ナ
リ
0

.

而
シ
テ
妙
想
ハ
外
部
関
係
ノ
問
ニ
存
セ
ズ
シ
テ
、
唯
内
部
関
係
ノ
中
ニ
ア
り
。
(
中
略
)
妙
想
ノ
存
ス
ル
ト
否
ト
ハ
、
美
術
ト

非
美
備
ト
ヲ
民
一
別
ス
ル
ノ
標
的
ナ
ル
ヲ
了
知
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
シ
。
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ブ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
「
美
術
真
説
」
で
「
美
術
」
を
「
技
儒
ノ
精
巧
」
や
「
吾
人
ノ
心
意
ヲ
愉
悦
セ
シ
ム
ル
事
物
」
、
あ
る
い
は
ノ
実
物

ニ
擬
似
ス
ル
コ
ト
」
と
み
な
す
既
存
の
諸
説
に
対
す
る
批
判
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
既
存
の
説
は
、
「
其
物
件
ト
他
物
ト
ノ
外
商
ノ

関
係
」
か
ら
「
美
術
ノ
性
質
」
を
求
め
て
い
る
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
「
美
術
ノ
性
質
」
そ
の
も
の
は
「
美
街
」
の
「
内
部
関
係
ノ
中
」
に
あ
る

ア
メ
ジ
ヤ

と
主
張
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
内
面
関
係
ノ
中
」
に
あ
る
の
が
ま
さ
し
く
完
全
唯
一
の
感
覚
を
生
ず
る
〈
妙
想
〉
と
い
う
概
念
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
「
美
術
」
は
そ
の
よ
う
な
「
妙
想
」
が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
「
非
美
術
」
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、

ブ
ヱ
ノ
ロ
サ
は
定
義
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ェ
ノ
己
サ
の
「
美
術
」
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
ス
ペ
ン
サ
!
の
進
化
論
的
立
場
と
へ
!
ゲ
ル

の
観
念
論
哲
学
の
思
想
的
要
素
の
結
合
し
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
唱
矢
と
み
る
べ
き
美
学
的
著
述
」
と
か
、
「
な
ん
の
変
哲
も
な
い
通
俗
的
な

観
念
論
美
学
の
解
説
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
相
反
し
た
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
許
制
に
組
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
宝
穴

術
真
説
」
が
「
イ
デ
ア
」
と
い
う
概
念
を
基
準
に
据
え
て
「
美
術
」
を
定
立
し
よ
う
と
し
た
先
駆
的
な
芸
術
論
と
し
て
、
当
時
百
本
の
美
術
界

に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
ブ
エ
ロ
ノ
サ
の
き
口
説
を
前
述
の
迫
遜
の
言
説
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
法
活
は
ブ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
を
援
用
し
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
造
選
は
す
で
に
「
小
説
神
髄
』
の
段
踏
か
ら
、
「
近
き
こ
ろ
某
氏
と
い
ふ
米
国
の
同
識
が
わ
が
東
京
の
府
下
に
於
て
し
ば
/
¥

美
術
の
理
を
講
じ
て
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
吋
美
術
真
説
い
を
引
用
し
、
そ
の
論
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
一
五
年
の
「
美
術
異
説
」
の
美
術
論
を
渇
洛
は
利
用
し
た
、
或
い
は
彼
の
北
大
術
論
の
基
礎
の
上
に
吋
小
説
神
髄
い

を
築
き
上
げ
お
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
突
い
て
、
治
迩
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
美
術
論
を
「
故
意
に
無
視
し
」
(
三
六
九
頁
)
て
い
る

と
捉
え
る
こ
と
で
、
「
進
遁
の
矛
活
」
を
暴
き
出
し
て
い
る
栗
原
信
一
の
論
や
、
「
遁
湿
の
「
美
術
真
説
い
の
読
み
方
が
か
な
り
暖
昧
で
あ
り
、

理
解
が
充
分
で
な
か
っ
た
」
と
い
う
関
良
一
の
論
が
あ
る
。
両
氏
の
説
が
い
う
よ
う
に
、
治
活
は
ブ
ェ
ノ
ロ
サ
の
美
術
論
を
き
わ
め
て
曲
解
し
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て
い
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
誤
解
し
て
い
る
こ
と
は
舵
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
鑑
み
た
場
合
、
「
小
説
神
髄
」
全
九
冊
を
刊
行
し
て
間
も
な
く
、
巡
遊
が
「
妙
想
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
「
美
術

論
」
の
再
構
築
の
キ
i
ワ
i
ド
と
し
て
頻
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
、
果
た
し
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
流
の
「
妙
想
」

(
E
g
)
と
い
う
概
念
の
受

容
(
「
再
交
渉
」
)
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
が
照
趨
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
先
行
研
究
の
偏
向
と
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が

「
妙
想
」
を
提
起
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ブ
エ
ノ
ロ
サ
の
理
論
の
波
及
圏
、

逆
に
見
れ
ば
受
容
欄
間
に
あ
っ
た
能
池
会
を
中
心
と
し
た
当
時
の
美
術
界
の
「
美
術
」
論
を
み
る
と
、
「
妙
想
」
と
い
う
用
語
は
「
美
簡
」
の
論

理
を
組
み
立
て
る
際
、
一
つ
の
鍵
タ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

①
美
術
と
は
何
そ
人
文
発
育
の
妙
奇
妙
陪
こ
れ
な
り
何
を
以
て
か
之
を
部
ふ
美
術
は
人
の
心
呂
を
娯
楽
し
気
格
を
高
尚
に
す
る
を
以
て
目
的

と
な
せ
は
な
り
(
中
略
)
夫
れ
(
「
美
術
」
)
人
幽
趣
住
墳
に
逢
着
し
神
韻
雅
致
に
対
峠
す
る
や
、
悠
然
と
し
て
清
絶
高
遠
の
妙
想
を
感
起

せ
ざ
る
は
な
し
是
れ
之
れ
を
美
術
の
妙
機
妙
用
と
謂
ふ
(
中
略
)
龍
池
会
に
於
て
調
理
す
る
所
の
美
術
の
区
部
は
専
ら
絵
画
、
彫
刻
、
七

宝
、
漆
器
、
桜
木
、
繊
織
、
鍛
器
、
建
築
国
冶
、
の
八
項
を
以
て
主
要
と
な
す
此
八
項
既
に
有
形
美
術
を
網
羅
し
て
遺
す
所
な
し
と
雌
も

本
社
の
期
す
る
所
は
尚
ほ
之
に
加
ふ
る
に
音
楽
詩
歌
等
の
無
形
の
美
簡
を
以
て
し
普
く
天
下
の
妙
想
を
該
尽
し
て
以
て
邦
国
の
文
明
を
興

一
部
せ
ん
と
欲
す

②
厳
浩
一
泌
が
詩
を
論
じ
て
特
に
妙
惜
の
二
字
を
括
提
せ
し
も
王
院
亭
が
誌
は
神
韻
を
尚
と
ぶ
と
云
ひ
し
も
皆
謂
ゆ
る
美
術
の
妙
想
を
談
ぜ
し

な
る
べ
し
(
中
略
)
畢
覚
画
と
誌
と
互
ひ
に
長
処
あ
り
誌
の
言
ひ
尽
し
難
き
所
を
は
闘
と
な
す
へ
く
画
に
写
し
尽
し
難
き
所
も
誌
に
は
自

在
に
言
ひ
出
で
¥
共
に
諮
ゆ
る
天
真
に
超
え
造
化
児
を
驚
か
し
む
る
の
妙
想
を
感
起
せ
し
む
へ
き
な
り

③
小
説
ほ
ど
人
を
感
動
せ
し
む
る
に
易
く
人
を
奨
励
懲
誠
す
る
の
効
験
著
る
き
も
の
は
あ
ら
ざ
る
な
り
諜
し
小
説
の
み
に
限
ら
ず
凡
そ
美
術

は
総
て
人
間
の
感
情
を
根
拠
と
し
目
的
と
し
て
作
為
す
る
も
の
な
れ
ば
其
の
妙
と
称
せ
ら
る
、
や
妙
想
気
韻
融
然
と
し
て
著
者
の
感
憤
を

奪
ひ
こ
れ
を
見
る
の
関
だ
に
税
総
と
し
て
ま
た
他
事
を
忠
ふ
に
暇
あ
ら
ず

と
い
う
一
一
一
一
口
説
群
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
中
で
①
の
場
合
は
、
「
小
説
神
髄
い
で
も
「
ま
た
他
の
某
氏
の
い
は
く
」
と
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い

る
大
内
青
簡
の
「
大
日
本
美
術
新
報
緒
言
」
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
は
「
大
日
本
美
術
新
報
」
の
「
美
術
」
観
お
よ
び
方
向
性
を
表
明
し
た
詳



論
と
し
て
、
龍
油
会
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
美
術
界
に
お
け
る
「
妙
恕
」
へ
の
注
目
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
「
妙
想
」

と
い
う
の
は
、
芸
術
の
享
受
者
に
呼
び
起
こ
す
心
的
状
態
で
あ
り
、
「
人
の
心
日
を
娯
楽
し
気
格
を
高
尚
に
す
る
」
「
人
文
発
育
の
妙
奇
妙
間
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
②
の
場
合
も
門
大
自
本
美
術
新
報
」
の
「
雑
記
」
欄
に
お
け
る
「
詩
」
に
関
す
る
説
明

記
事
で
あ
る
が
、
「
詩
」
を
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
を
と
お
し
て
「
酉
」
と
等
価
物
と
み
な
し
て
い
る
箇
所
が
注
屈
さ
れ
る
。
一
方
、
「
や
ま
と

新
開
』
の
記
事
で
あ
る
③
の
場
合
は
、
小
説
に
関
す
る
認
識
を
示
し
た
言
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
を
と
お
し
て
「
美
術
」

に
接
木
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
③
の
ニ
一
一
口
説
は
遣
準
以
外
の
論
者
が
「
妙
想
」
を
、
「
小
説
」
を
説
明
す
る
鍵
タ

i
ム
で
用
い
て
い
る
好
例
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
①
②
の
一
言
説
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
美
術
界
の
「
妙
想
」
が
文
学
(
小
説
)
を
説
明
す
る
論
理
へ
と
援
用
さ
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ

ス
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
遣
準
の
周
辺
を
見
て
く
る
と
、
治
活
の
用
い
て
い
る
「
妙
想
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
へ

l
ゲ
ル
流
の
「
イ
デ
ア
」
な
の
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
さ
れ
る
ブ
エ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
を
受
容
し
た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
前
掲
の
言
説

ア
ノ
i

e

ン
ヤ

群
に
み
る
「
妙
想
」
の
流
通
は
、
昨
か
に
ブ
エ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
加
と
か
ら
端
を
発
し
て
い
る
と
は
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
概
念
も
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
は
断
言
し
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
妙
恕
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ス
ペ
ク
ト
ル
に
よ
っ
て
変
容
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
諮
葉
の
流
通
の
中
で
、

遺
慈
の
「
妙
想
」
も
や
は
り
ブ
ェ
ノ
ロ
サ
の
訳
文
か
ら
の
稿
用
と
は
い
え
て
も
、
そ
れ
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
美
学
を
そ
の
ま
ま
に
受
容
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
ブ
ェ
ノ
ロ
サ
の
意
味
を
変
容
す
る
か
た
ち
で
、
ポ
J

説
神
髄
」
以
降
に
お
け
る
新
た
な
文
学
論
の
中
心
概
念
と
し
て
取
り
入
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
遁
迩
の
「
妙
想
」
に
関
す
る
言
説
群
は
独
自
の
知
的
枠
組
み
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
。
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三
、
〈
妙
想
〉
と
〈
真
理
〉
の
意
味
連
関

i
iニ
葉
亭
四
迷
の
「
真
理
論
」

i
i

も
し
法
違
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
の
慣
に
一
線
を
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
ま
で
の
指
摘
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
選
逃
が

「
小
説
神
髄
」
以
降
、
「
妙
想
論
」
を
中
核
と
し
て
文
学
論
を
変
容
し
て
ゆ
く
契
機
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
い

え
ば
、
治
慈
の
「
妙
想
論
」
の
示
す
「
妙
畑
山
」
概
念
の
特
徴
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
変
容
の
契
機
を
考
察
す
る
た
め
、
次

の
言
説
群
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
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①
若
夫
小
説
家
の
本
事
と
い
っ
ぱ
先
人
尚
い
ま
だ
発
揮
し
得
ざ
り
し
新
奇
の
妙
惣
を
写
し
い
だ
し
て
英
湿
の
在
る
所
を
示
す
に
あ
り
彼
の
哲

学
者
が
脳
髄
を
病
ま
し
て
刻
苦
焦
慮
し
て
解
剖
せ
る
真
理
を
所
潤
包
合
し
て
有
の
織
に
活
か
し
て
紙
の
上
に
描
く
に
あ
り

②
奨
壊
と
は
何
ぞ
や
臼
く
い
ひ
難
き
妙
惣
を
い
ふ
な
り
人
情
の
真
理
世
態
の
真
理
は
総
じ
て
解
剖
し
て
説
明
し
が
た
き
者
な
り
(
中
略
)
所

識
直
持
の
感
覚
に
図
り
て
掠
妙
想
を
写
す
に
あ
ら
ば
決
し
て
秘
密
蔵
を
発
押
し
が
た
し

こ
の
二
つ
の
言
説
を
み
る
と
、
治
遜
の
新
た
な
「
美
前
」
論
の
中
核
を
な
す
「
妙
恕
」
と
は
、
「
真
理
と
は
何
ぞ
や
臼
く
い
ひ
難
き
妙
想
を

い
ふ
な
り
」
と
い
う
箇
所
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
真
理
」
と
関
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
こ
の

文
学
論
に
よ
れ
ば
、
「
真
理
」
に
至
る
過
程
は
、
「
哲
学
」
で
代
表
さ
れ
る
学
問
上
の
真
理
探
究
の
方
法
論
と
は
異
な
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
準
が
「
妙
想
」
と
同
義
で
用
い
て
い
た
「
真
理
」
を
文
芸
論
の
中
心
概
念
と
し
て
受
容
し
た
背
景
に
は
、
「
美
術

ハ
(
中
略
)
真
理
人
情
を
写
す
者
な
り
と
ハ
斯
申
す
隠
毘
と
我
友
冷
々
亭
主
人
(
二
葉
亭
四
迷
|
引
用
者
ご
と
い
う
言
説
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、
二
葉
亭
四
迷
の
文
学
論
に
お
け
る
「
真
理
論
」
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
治
這
の
「
妙
怒
」
を
中
心
と
し
て
言
説
編
成
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
真
理
」
と
い
う
概
念
が
果
た
し
た
役
観
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
造
逼
は
、
四
迷
の
「
小
説
総
論
」
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
継
承
し
た
と
い
え
る
評
論
「
美
縮
論
」
の
中
で
、
小
説
芸
術
で
攻
究
し
描
く
べ

き
対
象
を
「
西
洋
語
で
い
へ
ば
ア
イ
デ
ヤ
」
と
断
じ
て
、

足
よ
り
ア
イ
デ
ヤ
の
事
に
付
て
今
少
し
く
委
細
述
べ
よ
う
と
患
ひ
ま
す
が
(
中
略
)
之
を
要
す
る
に
、
哲
学
は
世
の
中
の
無
形
の
真
理

を
解
剖
し
て
、
殺
し
て
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
美
術
は
其
真
理
を
引
き
く
る
め
て
、
生
き
た
と
こ
ろ
を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る

(
中
略
)
(
古
学
と
小
説
な
ど
の
芸
備
と
が
!
引
用
者
)
相
助
け
て
進
ま
ん
に
は
、
人
間
界
に
存
す
る
何
者
の
真
理
か
、
宇
内
に
充
満
せ

る
何
等
の
真
理
か
、
遂
に
人
間
の
有
為
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
私
は
此
二
つ
の
者
共
が
互
に
発
達
せ
ん
事
を
常
に
希
望
し
て
止
ま
ざ
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

と
い
っ
て
い
る
。
「
美
術
」
と
「
学
問
」
(
も
し
く
は
「
哲
学
」
詩
人
文
科
学
)
に
共
通
す
る
「
真
理
」
の
重
要
さ
が
力
説
さ
れ
、
「
真
理
」
と



「
ア
イ
デ
ヤ
」
を
同
義
語
と
し
て
用
い
て
い
る
の
は
、
実
は
四
迷
の
用
法
そ
の
も
の
の
継
承
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
泊
迩
が
こ
の
「
真
理
」

を
「
ア
イ
デ
ヤ
」
と
問
、
議
語
と
み
な
し
た
と
き
、
「
真
理
」
の
概
念
が
「
妙
想
」
に
重
な
っ
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
遣

準
が
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
で
「
某
氏
(
フ
ェ
ノ
ロ
サ
i

引
用
者
)
の
論
ず
る
所
は
重
に
「
妙
想
」
を
写
す
こ
と
に
あ
り
」
と
解
釈
し
た
と
き
、

「
美
術
真
説
」
の
「
妙
想
」
に
「
ア
イ
ジ
ヤ
」
と
い
う
ル
ピ
が
付
い
て
い
た
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
「
ア
イ
デ
ヤ
」
と
い
う
用
語
を
機
軸
と
し
て
み
る
と
き
、
治
慈
の
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
は
、
「
真
理
」
と
い
う
文
芸

用
語
の
変
奏
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
「
真
理
」
を
媒
分
に
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
と
い
う
用
語
の
援
問
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
受
容
の
経
路
か
ら
し
で
も
、
多
く
の
先
行
論
が
論
じ
る
よ
う
に
、
遡
溢
の
「
妙
想
論
」
を
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
直
接
的
な
影
響
と

は
断
定
し
え
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
遁
遜
の
「
妙
想
」
の
概
念
を
、
そ
の
流
通
の
経
路
を
た
ど
っ
て
確
認
し
て
み

る。
遁
這
は
「
妙
想
」
と
い
う
言
葉
を
す
で
に
吋
小
説
神
髄
』
で
も
使
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
意
味
は
「
妙
想
論
」
で
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て

い
た
。
そ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
用
例
が
指
摘
で
き
よ
う
。

①
其
妙
神
に
入
り
た
ら
ん
に
は
、
観
る
者
お
の
づ
か
ら
感
動
し
て
、
彼
の
食
客
な
る
欲
を
忘
れ
、
彼
の
刻
薄
な
る
情
を
脱
し
て
他
の
高
尚
な

る
妙
想
を
ば
楽
し
む
(
「
小
説
総
論
」
)

②
其
妙
ほ
と
ノ
人
神
に
通
じ
て
、
看
者
を
し
て
し
ら
ず
/
¥
神
飛
ひ
魂
馳
す
る
が
如
き
幽
趣
佳
境
を
感
ぜ
し
む
る
は
是
れ
本
然
の
目
的
に
し

て
、
美
術
の
美
術
た
る
所
以
な
れ
ど
も
、
其
気
韻
を
高
速
に
し
其
妙
想
を
浩
絶
に
し
、
も
て
入
業
を
尚
う
す
る
は
是
れ
間
然
の
作
用
に
し

て
、
美
術
の
目
的
と
は
い
ふ
可
ら
ず
。
(
「
小
説
総
論
」
)

③
小
説
の
日
的
と
す
る
所
は
人
の
文
心
を
娯
ま
し
む
る
に
あ
り
。
文
心
と
は
何
を
か
い
ふ
。
日
く
美
妙
の
情
緒
こ
れ
な
り
。
そ
れ
人
野
蛮
に

あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
皆
風
流
の
妙
想
を
娯
み
、
高
雅
の
現
象
を
愛
せ
ざ
る
な
し
。
(
「
小
説
の
神
話
」
)

④
彼
の
蒙
昧
の
野
蛮
を
見
る
に
、
ひ
た
す
ら
肉
体
の
慾
に
枇
り
て
、
所
謂
妙
想
を
楽
む
こ
と
を
知
ら
ね
ば
、
其
為
に
す
る
と
こ
ろ
を
問
へ
ば

皆
肉
慾
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
(
「
小
説
の
神
益
」
)

71 

以
上
の
「
小
説
神
髄
」
に
お
け
る
「
妙
想
」
の
用
法
を
み
る
と
、
「
肉
体
の
慾
」
や
「
貧
苔
な
る
欲
」
や
「
刻
薄
な
る
情
」
と
対
置
さ
れ
て
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い
て
、
主
に
「
奨
避
が
そ
の
鑑
賞
者
に
与
え
る
高
並
の
情
緒
と
い
う
意
味
で
「
芝
蓄
の
心
的
状
臨
」
を
意
味
し
で
い
る
と
い
え
る
。

「
美
術
」
の
属
性
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
妙
想
論
」
に
い
う
「
妙
想
」
と
は
、
現
象
と
し
て
の
物
事
の

内
面
や
謀
部
に
あ
る
、
探
究
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
「
小
説
神
髄
』
か
ら
「
妙
想
論
」
に
至
る
ま
で
の
「
妙
恕
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
異
種

の
概
念
と
し
て
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
『
小
説
神
髄
い
の
文
脈
に
は
め
込
ま
れ
た
「
妙
想
」
が
、
「
繋
昧
の
野
蛮
」
に
相
反
す
る
「
開
化
」
さ
れ
た
文
明
の
精
神
的
位
相

を
意
味
す
る
「
高
山
間
」
の
情
緒
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
痕
跡
は
次
の
よ
う
な
「
美
術
論
」
の
中
に
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

「
ヨ
シ
人
の
気
格
を
高
尚
に
す
る
と
一
五
ふ
事
が
宜
い
と
し
て
も
、
然
ら
ば
何
が
人
の
性
質
を
高
尚
に
す
る
か
、
そ
の
何
は
何
で
あ
る
か
、
何
が

美
術
家
の
目
的
で
あ
る
か
(
中
略
)
其
の
高
尚
に
す
る
と
一
五
ふ
本
源
の
穿
撃
が
知
り
た
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
脈
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ

に
指
摘
さ
れ
る
「
人
の
気
格
を
高
指
に
す
る
」
「
本
源
」
が
ま
さ
し
く
「
真
理
」
「
ア
イ
デ
ヤ
」
と
い
う
諮
裳
に
包
括
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
「
美
術
論
」
に
い
う
「
真
理
」
「
ア
イ
デ
ヤ
」
は
決
し
て
「
美
術
」
の
鑑
賞
者
が
感
じ
取
る
「
心
的
状
態
」
で

は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
現
象
の
内
部
あ
る
い
は
奥
に
「
穿
撃
」
あ
る
い
は
「
攻
究
」
す
べ
き
客
観
的
対
象
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
吋
小
説
神
髄
同
の
「
妙
想
」
の
概
念
は
、
一
方
で
は
「
美
術
」
が
呼
び
起
こ
す
享
受
者
の
「
心
的
状
態
」
を
意
味
と
し
て
お

っ
、
他
方
で
は
、
「
文
明
」
の
「
高
尚
」
を
も
含
み
込
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
の
「
妙
想
」
は
、
前
で
分
析
し
た
美
術
界
の
「
妙

想
」
概
念
に
通
底
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

万
一
小
説
が
美
術
に
し
て
美
術
の
眼
目
と
す
る
所
が
妙
想
発
揮
と
い
ふ
事
に
あ
ら
ば
所
謂
妙
想
さ
へ
発
揮
い
た
せ
ば
十
分
高
尚
鰍
と
存
じ

土

づ

め

ん

候
ふ
妙
想
の
価
値
は
索
と
同
一
な
り
下
等
上
等
の
底
知
…
は
無
き
筈
、
妙
想
と
さ
ヘ
ヰ
一
一
口
へ
ば
高
尚
な
る
筈
な
り
さ
な
く
ば
画
図
面
の
品
に
よ

魚、

J
Z

り
て
画
工
の
品
格
が
極
る
訳
な
り
さ
れ
ど
も
古
へ
よ
り
そ
ん
な
事
は
な
し
上
手
と
下
手
の
加
で
品
格
が
極
る
が
十
中
八
九
か
と
存
じ
候
ふ

む
き

た
と
へ
卑
し
げ
な
る
物
を
商
き
て
も
其
外
形
の
織
き
を
写
さ
ず
其
高
尚
な
る
妙
想
だ
に
写
せ
ば
高
雅
の
品
な
り
と
申
す
や
う
に
候
ふ

と
い
う
、
無
精
生
と
い
う
筆
名
の
人
が
書
い
た
明
治
二

O
年
臨
月
一

O
日
付
の
『
読
売
新
聞
閥
』
の
記
事
に
、
そ
の
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
言
説
で
注
目
さ
れ
る
論
理
は
、
「
心
自
」
の
「
娯
楽
」
と
と
も
に
「
美
術
ノ
目
的
」
で
あ
っ
た
「
気
格
」
の
「
高
尚
」
と
、
「
美
術
」

と
非
「
美
術
」
を
峻
別
す
る
「
妙
想
」
と
い
う
「
美
術
」
の
定
義
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
妙
想
」



の
用
法
は
、
当
時
に
あ
っ
て
「
美
術
」
の
効
用
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
美
術
界
の
動
向
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
論
理
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
論
理
に
あ
っ
て
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
が
変
容
・
屈
折
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、

右
に
晃
ら
れ
る
引
用
記
事
は
そ
の
好
例
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
点
で
こ
の
記
事
は
「
妙
恕
」
日
「
高
尚
」
を
主
張
す
る
美
術
界
の
姿
勢
を

正
確
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

『
小
説
神
髄
』
に
お
け
る
「
妙
想
」
は
、
右
の
引
用
記
事
の
用
法
と
一
致
し
て
い
る
以
上
、
ブ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
を
変
容
し
た
美
術
界

の
「
妙
想
」
の
用
法
の
受
容
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
迫
遂
の
文
芸
論
は
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ

ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
寸
真
理
」
と
い
う
概
念
と
の
接
触
を
と
お
し
て
「
妙
想
」
の
概
念
は
さ
ら
な
る
変
容
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
の
二
度
に
わ
た
る
変
容
か
ら
み
て
も
、
「
小
説
神
髄
」
刊
行
以
後
の
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」

を
直
接
に
受
容
し
た
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
美
術
界
に
お
け
る
思
潮
や
四
迷
の
「
真
理
」
を
媒
介
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。

回
、
造
建
の
〈
妙
想
〉
と
い
う
概
念
の
領
分

i
i「
真
理
」
と
「
美
文
」
の
は
ざ
ま

i
i
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「
小
説
神
髄
」
以
降
の
遁
逼
の
文
学
評
論
を
評
価
す
る
場
合
、
「
妙
想
」
と
「
真
理
」
の
相
関
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
妙

想
」
「
真
理
」
の
受
容
の
経
路
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
治
活
は
そ
れ
ら
の
概
念
を
並
行
さ
せ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
選
湿
の
特
徴

は
、
「
妙
恕
」
と
い
う
概
念
が
つ
ね
に
「
真
理
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

媒
介
行
為
を
必
要
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
の
範
囲
と
、
そ
れ
が
彼
の
文
学
論
に
と
っ
て
い
か
な
る
位
置
と
役

割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
「
妙
想
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
真
理
」
の
用
例
を
み
る
と
、

①
小
説
は
之
に
反
し
て
影
な
く
形
な
き
真
理
を
写
し
て
之
を
活
動
し
て
示
す
へ
き
も
の
な
り
故
に
外
形
の
美
麗
と
新
奇
は
決
し
て
重
立
た
る

事
に
て
は
な
し

②
然
る
に
演
劇
の
自
的
た
る
元
来
人
情
の
真
理
を
写
し
て
之
を
活
動
し
て
出
比
す
る
に
あ
る
ゆ
ゑ
仮
に
も
人
情
の
真
理
に
遣
は
パ
如
何
に
其
外

部
が
面
白
か
ら
う
と
も
如
何
に
其
脚
色
が
珍
ら
し
か
ら
う
と
も
最
早
大
統
あ
る
片
輪
者
な
り

③
鴫
呼
滑
稽
ハ
美
術
の
一
部
門
な
り
美
術
ハ
英
理
を
も
て
自
的
と
な
す
故
意
と
人
工
と
ハ
美
術
の
外
道
な
り
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と
い
う
言
説
群
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
評
論
は
「
天
下
」
の
物
事
か
ら
「
真
郎
己
を
探
り
出
し
小
説
や
芸
織
作
品
に
写
す
と
こ
ろ
に
「
小
説
の

目
的
」
が
あ
り
、
「
小
説
家
の
本
分
」
が
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
群
に
み
え
る
「
真
理
」
の
担
う
意
味
は
、
ほ
ぽ
三
ま
で

に
み
た
「
妙
想
」
と
同
じ
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
「
真
理
」
を
捉
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
小
説
や
芸
術
の
価
値
を
決
定
す
る
規
準
と
な
る
た
め
、
「
外
形
の
美
腿
」
や
「
脚

色
」
は
、
小
説
に
と
っ
て
は
副
次
的
な
要
禁
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
「
妙
想
論
」
の
論
理
と
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
真
理
」
に

関
す
る
言
説
は
「
妙
想
論
」
と
同
じ
く
「
小
説
神
髄
い
以
昨
選
準
の
「
美
術
・
小
説
論
」
を
も
っ
と
も
特
色
付
け
る
概
念
と
指
摘
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
選
準
は
な
ぜ
文
学
論
の
中
で
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
を
但
う
「
真
理
」
と
「
妙
想
」
を
問
時
期
に
、
あ
る
い
は
一
つ
の
文
学
評

議
の
中
で
混
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
こ
そ
、
「
小
説
神
髄
〕
に
代
わ
る
遡
湿
の
新
た
な
文
学
論
の
あ
り
か
た
を
見
つ
け
だ
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
選
迭
の
文
学
論
に
お
け
る
「
真
理
」
と
「
妙
恕
」
が
、
小
説
や
芸
術
で
占
め
て
い
る
意
味
と
機
能
は
、
「
真

理
と
は
何
ぞ
や
臼
く
い
ひ
難
き
妙
想
を
い
ふ
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
同
義
反
復
で
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
が
用
い
ら
れ
て

い
る
文
献
を
詳
し
く
み
る
と
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
は
役
割
分
担
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
用

い
ら
れ
て
い
る
「
妙
想
」
と
「
真
理
」
の
機
能
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
概
念
が
な
ぜ
同
時
期
の
文
学
評
論
で
併
用
あ
る
い

は
媒
介
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
理
市
聞
を
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
「
妙
想
」
の
場
合
を
毘
る
と
、
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蓋
し
(
迫
這
の
考
へ
で
ハ
)
広
く
い
ふ
美
な
る
者
ハ
所
謂
妙
想
に
外
な
ら
ね
ど
之
を
写
す
こ
と
の
巧
拙
に
よ
ツ
て
折
角
の
妙
想
も
現
す
る

に
至
ら
で
中
途
で
掩
は
れ
て
蔵
る
る
の
み
故
に
割
合
か
ら
申
さ
ん
に
美
を
知
る
の
人
ハ
砂
か
ら
ず
と
雌
も
美
を
写
す
の
人
ハ
極
め
て
勘
な

し
大
抵
の
批
評
家
ハ
多
く
あ
れ
ど
真
の
美
術
家
ハ
甚
だ
砂
な
し
荷
も
美
術
家
に
列
す
る
族
ハ
い
づ
れ
も
幾
分
の
妙
想
(
美
)
を
生
捕
り
之

を
有
形
に
現
は
さ
ん
と
丹
精
せ
ざ
る
者
ハ
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
力
及
ば
ず
し
て
取
り
逃
す
の
み

と
い
う
よ
う
に
、
「
美
」
そ
の
も
の
を
「
妙
想
」
の
ほ
う
に
括
弧
を
入
れ
て
使
う
用
法
に
出
会
う
場
合
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
「
妙
想
」
の
場
合

は
い
わ
ゆ
る
美
的
対
象
に
関
わ
る
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
「
妙
想
」
は
「
美
」
と
ま
っ
た
く
毘
位
の



概
念
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
実
理
」
の
場
合
も
「
美
の
真
理
」
と
い
う
よ
う
に
「
美
」
と
結
び
つ
い
て
は
い

る
も
の
の
、
決
し
て
「
美
」
と
同
位
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。

石
田
忠
彦
は
、
当
時
の
ほ
と
ん
ど
の
-
評
論
に
見
え
る
「
真
理
」
と
い
う
タ

i
ム
を
、
豆
大
と
は
何
ぞ
や
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
美
の
真
理
」

と
い
う
熟
語
へ
と
賓
換
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
「
文
学
の
中
心
に
美
の
真
埋
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
小
説
神
髄
」
の
理
論
を
深

化
さ
せ
よ
う
と
」
(
一
六
八
頁
)
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
把
揮
か
ら
、
そ
の
概
念
は
「
美
と
真
理
と
が
儲
別
に
摂
取
さ
れ
や
が

て
美
の
真
理
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
」
(
一
六
九
頁
)
る
「
美
的
真
」
(
一
七
五
頁
)
、
あ
る
い
は
「
真
理
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
美
」
を
意

味
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
小
説
神
髄
」
以
降
の
「
真
理
論
」
に
見
え
る
「
真
理
」
の
意
味
す
べ
て
を
、
彼
が
論
の
根
拠
と
し
て

い
る
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
評
論
に
集
約
さ
せ
「
美
の
真
理
」
で
置
換
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
「
美
と
は
何
ぞ
や
」

に
見
え
る
「
美
の
真
理
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
も
、
「
美
と
莫
理
と
が
結
合
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
よ
り
、
コ
早
大
」
と
「
真
理
」
の
関
mm牲
を
言
い
取
っ

た
熟
語
で
、
「
「
美
」
に
関
す
る
真
理
」
と
か
、
「
美
」
も
「
道
徳
の
真
理
、
政
治
の
真
理
」
の
よ
う
な
「
実
利
上
の
真
理
」
に
劣
ら
な
い
「
真

理
の
本
体
」
を
保
っ
て
い
る
、
と
い
う
用
法
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
石
田
説
に
批
判
を
加
え
る
な
ら
ば
、
「
模
擁
主
義
を
批
判
す

る
の
は
そ
れ
は
真
理
で
は
あ
る
が
感
動
を
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
四
一
頁
)
と
い
う
文
章
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
実
理
」
、
す
な
わ
ち
外
面

的
模
様
と
み
な
す
こ
と
も
、
「
真
理
」
の
概
念
か
ら
み
る
と
程
遠
い
分
析
で
あ
る
。

以
上
の
反
論
か
ら
い
っ
て
も
、
「
北
大
」
日
「
真
理
」
、
あ
る
い
は
「
真
理
」

H
H

「
美
的
真
」
と
い
う
等
式
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

代
わ
り
に
、
「
真
理
」
の
場
合
、
「
妙
想
」
の
文
脈
に
は
見
当
た
ら
な
い
、
次
の
よ
う
な
文
脈
に
こ
の
諮
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
、

①
市
し
て
人
間
は
有
形
の
学
問
よ
わ
り
先
づ
初
め
て
、
段
々
に
知
識
を
増
し
た
。
(
中
略
)
人
間
は
外
に
形
の
な
い
学
問
を
調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

是
れ
即
ち
哲
学
(
一
般
を
指
す
)
の
進
歩
し
て
来
る
道
理
で
あ

F

る
。
社
会
学
、
心
理
学
、
純
粋
哲
学
は
皆
学
問
の
道
理
を
知
る
の
で
あ
る
。

(
中
略
)
之
を
要
す
る
に
、
哲
学
は
世
の
中
の
無
形
の
真
理
を
解
剖
し
て
、
殺
し
て
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
美
術
は
其
真
理
を
引

き
く
る
め
て
、
生
き
た
と
こ
ろ
を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る

②
科
学
と
美
術
と
は
其
自
的
を
一
に
す
、
共
に
真
理
を
知
る
方
、
法
で
は
あ
る
が
、
一
は
知
識
を
以
て
し
、
一
は
感
覚
を
以
て
す
、
景
相
興
る

第
一
な
り

③
美
術
ハ
感
情
を
以
て
真
理
を
感
得
し
，
哲
学
ハ
知
力
を
以
て
真
理
を
知
る
と
然
ら
ん
に
ハ
美
術
ハ
飽
く
ま
で
も
知
力
を
離
れ
て
働
き
得
る
も
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③ 
な 故 の
すにに
べ遊て
し人あ
とノ、ら

!忍i1:tざ
ふき評れ

すパ
る I]-j-

に は
i臨ず
み
て

と
い
ふ
事
を
以
て
終
始
の
標
準
と

「
小
説
の
要
は
哲
学
の
講
究
し
得
ざ
る
真
理
を
発
揮
す
る
に
あ
り
」

と
い
う
言
説
群
が
そ
れ
で
あ
る
。
遡
遜
が
文
学
論
の
中
心
に
据
え
て
い
る
「
天
下
の
真
理
」
「
人
情
世
態
の
真
理
」
「
美
妙
の
真
理
」
「
影
な
く

形
な
き
真
理
(
寸
2
吾
)
」
を
含
む
文
脈
は
、
「
科
学
の
真
理
」
/
「
美
術
の
真
理
」
、
あ
る
い
は
「
官
学
(
人
文
科
学
)
の
真
理
」
/
「
美
術
の

真
理
」
の
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
項
の
「
真
理
」
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
用
法
か
ら
す
る
と
、
「
小
説
」
と
「
美

術
」
と
い
う
異
な
る
文
化
領
域
に
あ
っ
て
も
、
「
真
理
」
が
つ
ね
に
「
学
向
上
の
真
浬
」

i
i例
え
ば
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
の
用
語
を
倍
り
る

と
、
「
実
用
」
的
学
問
問
の
「
真
理
」

l
i
!
と
同
様
の
控
誼
に
定
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
定
位
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
え

ば
、
二
つ
の
異
な
る
領
域
が
と
も
に
「
真
理
」
を
穿
饗
す
る
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
も
ち
、
同
一
の
目
的
を
共
有
す
る
と
措
定
す
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
「
真
理
」
と
い
う
タ

i
ム
に
は
、
明
治
一

0
年
代
の
実
用
主
義
に
伴
う
「
実
用
学
問
」
の

尊
重
と
、
そ
れ
と
連
動
し
て
派
生
し
た
「
文
学
無
用
」
の
思
潮
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
戦
略
を
潜
ま
せ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
考
察
し
た
と
お

り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
形
成
す
る
「
真
理
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
、
「
妙
想
」
と
い
う
語
繋
が
併
用
あ
る
い
は
媒
介

さ
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
遁
遜
は
「
小
説
の
子
段
」
と
い
う
一
許
論
で
「
妙
想
」
を
「
美
」
と
同
位
さ
せ

て
い
る
。
そ
の
評
論
は
「
美
術
ハ
哲
学
の
同
胞
な
り
と
ハ
い
つ
ぞ
や
演
説
せ
し
断
論
な
り
し
が
其
節
ハ
時
間
の
都
合
に
よ
り
僅
に
美
術
家
の
自

的
の
み
を
講
じ
て
手
段
に
論
及
す
る
場
合
に
到
ら
ず
」
と
い
う
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
「
い
つ
ぞ
や
演
説
せ
し
」
と
あ
る

の
は
同
年
一
月
一
六
日
「
問
攻
会
学
術
講
演
」
で
の
「
美
術
論
」
を
指
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
小
説
の
手
段
」
は
「
美
術
論
」
の
続

編
の
性
格
を
持
つ
わ
け
だ
が
、
こ
の
両
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
「
真
理
」
と
「
妙
恕
」
を
含
む
文
脈
の
差
異
は
明
確
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
後

者
は
学
問
と
の
関
係
の
中
で
「
真
理
」
を
「
ア
イ
デ
ヤ
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
「
美
」
の
意
味
で
「
妙
想
」
を
前
面
に

押
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
世
一
記
異
を
ふ
ま
与
え
て
「
小
説
の
子
段
」
の
最
後
の
と
こ
ろ
を
見
て
も
、

小
説
の
根
本
の
手
段
ハ
甚
接
観
察
と
い
ふ
事
に
あ
り
て
世
人
が
漠
然
と
論
ず
る
如
く
架
空
の
想
録
に
基
か
ざ
る
事
全
く
た
し
か
な
り
と

ぜ

t
ムつL

H

1
i
 



思
は
る
〉
な
り
否
架
空
的
の
想
像
の
み
に
て
ハ
決
し
て
妙
想
ハ
写
し
難
き
も
の
な
り
決
し
て
小
説
ハ
綴
り
が
た
き
も
の
な
り
よ
し
ゃ
想
橡

の
力
を
用
ひ
て
仮
に
小
説
を
綴
り
得
た
り
と
す
る
も
そ
れ
ら
ハ
妄
想
の
小
説
な
る
の
み
哲
学
の
同
胞
と
自
ら
騒
る
美
術
の
相
鈍
す
る
を
恥

る
も
の
な
り
何
と
な
れ
パ
妄
想
ハ
真
理
に
あ
ら
ざ
れ
パ
な
り
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と
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
差
異
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
論
で
は
小
説
を
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
で
解
釈
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
哲
学
」

と
対
照
す
る
文
脈
に
唯
一
「
真
理
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
用
法
か
ら
み
て
も
、
こ
の
「
妙
想
」
は
、
治
惑
が
「
真
理
」
の
概

念
を
美
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
小
説
を
「
美
術
」
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
説
明
す
る
際
に
、
そ
れ
に
相
培
し
い
用
語
と
し
て
選
ん
で
い
る
言
葉

だ
と
縦
認
で
き
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
当
時
の
美
術
界
の
「
妙
想
」
を
受
容
し
た
「
小
説
神
髄
」
の
「
妙
想
」
の
概
念
が
変
容
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
必
然
性
が
あ
る
。

石
田
も
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
人
情
の
秘
密
蔵
が
真
理
と
し
て
把
握
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
反
し
て
真
理
把
提
手
段
で
あ
る

RU構
」
の
設
置

づ
け
は
そ
れ
だ
け
閤
難
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
真
理
は
知
的
認
識
に
接
近
し
、
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
と
い
う
主
張
は

む
し
ろ
退
場
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
妙
相
出
が
登
場
し
て
く
る
」
(
三
七
一
員
)
と
か
、
「
遣
準
の
「
妙
相
誌
は
美
の
真
理
の
美
的
表
現
」
(
一

七
八
百
ハ
)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
文
学
の
中
心
に
「
真
理
」
を
据
え
る
こ
と
で
、
逆
に
小
説
盟
有
の
「
、
慾
性
」
「
感
動
」
「
美
」

と
い
う
目
的
が
鼓
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
新
た
に
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
を
登
場
せ
し
め
た
と
い
う
論
理

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
指
摘
は
、
第
一
に
遁
慈
の
「
真
理
」
を
「
科
学
的
」
「
哲
学
的
考
究
」
(
一
七
回
京
)
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る

主
張
と
も
矛
盾
す
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
「
真
理
」
そ
の
も
の
を
「
美
の
真
理
」
と
し
て
把
握
し
、
「
真
理
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
美
」
と
み
な

す
論
理
と
も
髄
離
す
る
。
こ
の
二
つ
の
用
語
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
並
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
石
田
は
「
妙
想
」
が
「
真
理
」
に

代
わ
っ
て
登
場
し
て
い
る
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
も
同
意
し
難
い
。
筆
者
は
む
し
ろ
、
「
真
理
」
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
「
妙
想
」

と
い
う
概
念
に
変
容
が
起
こ
っ
た
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

す
で
に
晃
た
よ
う
に
、
「
小
説
神
髄
い
で
の
「
妙
想
」
は
、
「
楽
し
む
」
と
い
う
感
動
の
対
象
と
し
て
「
情
」
の
要
素
で
あ
り
、
「
美
術
」
の

「
偶
然
の
作
用
」
か
ら
生
ま
れ
る
「
美
妙
の
情
緒
」
を
属
性
と
す
る
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
「
真
理
」
の
文
脈
は
あ
く
ま
で
も
他
の

学
問
に
お
け
る
の
と
同
じ
「
真
埋
」
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
「
美
術
」
を
文
化
領
域
の
確
聞
た
る
一
分
野
に
位
撞
付
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
「
妙
想
」
の
文
脈
は
「
真
理
」
の
概
念
に
近
似
す
る
よ
う
に
意
味
内
容
を
変
容
さ
せ
ら
れ
で
も
、
「
真
理
」
の
文
脈
と
区
別
し
て
小
説

-120ー
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の
「
憾
」
「
奨
」
「
美
術
」
的
要
素
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
味
の
領
分
が
あ
っ
た
。

遡
遁
の
「
文
章
結
論
」
や
「
美
辞
学
」
に
関
す
る
認
識
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
は
「
智
力
の
領
八
刀
」
と
し
て
の
「
真
理
」
の
文

。

と
「
情
緒
の
領
分
」
と
し
て
の
「
感
情
を
吐
露
す
る
」
文
、
あ
る
い
は
「
美
を
其
の
理
想
と
す
る
」
「
情
の
文
」
と
「
真
を
表
極
と
す
る
」
「
智

の
文
」
な
ど
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
意
識
が
き
わ
め
て
強
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
意
識
が
反
映
し
て
、
「
妙
想
」
に
は
「
真
理
」

と
一
区
別
さ
れ
る
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
る
と
き
、
週
遜
が
用
い
た
「
妙
想
」
と
い
う
語
紫
は
ま

さ
し
く
美
術
界
か
ら
の
影
響
の
波
及
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
遁
遜
は
そ
の
諮
を
文
芸
用
語
と
し
て
の
「
真
理
」
と
罰
義
で
用
い
な
が
ら
も
、

そ
の
意
味
の
領
分
と
し
て
は
、
小
説
が
「
美
縮
」
に
所
属
す
る
創
作
活
動
と
し
て
「
美
術
」
の
一
ジ
ャ
ン
ル
に
位
醤
愉
つ
け
よ
う
と
す
る
意
図
を

も
苧
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
、
む
す
び

選
議
の
「
妙
想
」
と
い
う
語
紫
は
、
ブ
ヱ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
に
始
ま
っ
て
何
度
も
そ
の
概
念
が
〈
変
容
〉
す
る
過
程
を
た
ど
っ
て
き
た
。

そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
「
美
締
ト
非
美
術
ト
ヲ
区
別
ス
ル
ノ
標
的
」
を
表
す
広

g
の
訳
語
と
し
て
の
「
妙
想
」
が
第

一
義
と
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
美
術
ノ
自
的
」
で
あ
る
「
高
尚
」
な
る
錆
緒
や
「
楽
し
み
」
を
、
「
美
術
」
の
享
受
者
に
呼
び
起
こ
す
「
心

的
状
態
」
と
結
び
付
け
た
美
術
界
に
お
け
る
「
妙
想
」
概
念
に
接
近
す
る
変
容
が
あ
っ
た
。
こ
の
変
容
に
は
「
美
術
」
の
効
用
性
を
強
調
し
よ

う
と
す
る
龍
池
会
の
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
が
、
士
…
Jd

説
神
髄
」
の
「
妙
想
」
も
大
き
く
見
る
と
、
そ
の
範
憾
に
属
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
「
妙
恕
」
の
概
念
は
、
治
進
が
四
迷
と
交
渉
が
生
ま
れ
た
段
階
に
な
る
と
、
四
迷
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念
を
自
己
の
文
学
論

の
中
心
に
据
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
い
ま
一
度
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
現
象
の
奥
を
「
穿
撃
」
あ
る
い
は
「
攻

究
」
す
べ
き
客
観
的
対
象
と
い
う
概
念
へ
の
変
容
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
真
理
」
と
「
妙
想
」
の
併
用
、
あ
る
い
は
同
義
反
復
的
用
法
に

は
、
進
進
の
東
京
専
門
学
校
で
の
講
義
を
筆
記
し
た
自
髭
武
三
次
と
い
う
人
の
「
修
辞
学
)
ノ

i
ト
の
中
に
あ
る
「
美
術
ノ
美
ハ
物
ノ
意
(
広

g)

(
加
)

ナ
リ
(
露
国
亜
ノ
「
ペ
リ
ン
ス
キ
」
氏
ノ
説
ナ
リ
)
」
と
い
う
箇
所
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
意
」
「
真
理
」
と
訳
さ
れ
た

E
g
と
フ
ェ
ノ

ロ
サ
の
「
ア
イ
ジ
ヤ
」
の
結
び
付
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
契
機
も
あ
っ
て
、
「
小
説
神
髄
」
で
「
美
」
や
「
情
」
と

い
っ
た
要
素
と
関
連
の
あ
っ
た
「
妙
想
」
を
「
真
理
」
の
概
念
に
そ
っ
て
再
編
し
た
の
が
週
進
の
「
妙
想
論
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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し
た
が
っ
て
、
「
小
説
神
髄
」
以
降
に
新
た
に
構
築
し
よ
う
と
し
た
「
真
理
論
」
「
妙
想
論
」
は
、
「
真
理
」
「
妙
想
」
を
並
用
あ
る
い
は
媒
介

し
て
用
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
低
級
に
評
価
さ
れ
て
き
た
「
小
説
」
を
他
の
学
問
領
域
と
同
等
の
水
準
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
時
代
思
潮

と
の
格
協
が
あ
っ
た
。
そ
の
格
闘
の
過
程
で
、
小
説
を
中
心
と
し
て
「
美
術
」
に
よ
る
「
美
文
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
そ
の
格
闘
の
文
紙
に
交
叉
し
て
い
る
と
い
え
る
。

注
(1)
坪
内
遡
港
「
小
説
神
髄
」
「
遁
遁
選
集
」
期
冊
第
三
一
、
第
一
番
層
、
一
九
七
七
年
、

(2)
坪
内
遁
蓬
「
小
説
の
子
段
第
こ
「
読
売
新
聞
町
一
八
八
七
年
四
月
二
三
自
。

(3)
坪
内
選
遁
「
美
術
論
」
「
明
治
文
化
全
集
第
一
二
巻
』
日
本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
、
五
五
八
頁
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
門
中
央
学
術
雑
誌
い
、

五
自
)
。

(
4
)
明
治
期
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
」
(
広

g)
と
い
う
語
は
様
々
な
照
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
場
金
は
「
妙
想
」
と
い
う
用
語
で
訳
さ

イ
デ
ー

れ
た
り
、
二
葉
亭
四
迷
は
「
意
」
「
真
理
」
と
い
う
用
語
で
使
っ
た
り
、
森
鴎
外
は
「
想
」
(
「
文
学
と
自
黙
」
を
読
む
)
と
い
う
用
語
で
表
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
使
う
人
や
、
使
わ
れ
る
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
繍
相
を
呈
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
明
治
一

0
年
代
か
ら
、
〈
新
文
学
v

の
領
域
を
拓
い
て
ゆ

こ
う
と
し
た
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
イ
デ
ア
」
と
い
う
概
念
、
あ
る
い
は
そ
の
用
語
そ
の
も
の
を
、
文
学
や
芸
術
の
観
念
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
た
の
は
事
実

で
あ
る
。

(5)
柳
田
泉
「
明
治
初
期
文
学
思
想
と
へ

i
ゲ
ル
美
学
」
「
明
治
文
学
」
第
六
号
、
一
九
三
八
年
一
二
月
、
六
一
頁
。

(6)
関
良
一
円
遡
遥
・
鴎
外
考
証
と
試
論
」
有
繍
堂
、
一
九
七
一
年
、
七
一

i
七
三
京
。

(7)
石
田
忠
彦
「
坪
内
迫
諸
情
究
」
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
一
七

O
頁。

(8)
①
坪
内
選
準
「
末
松
君
の
演
劇
改
良
論
を
読
む
」
吋
競
売
新
開
町
一
八
八
六
年
一

O
月
二

O
目。

ア
サ
イ
ド

②
坪
内
選
進
「
再
び
チ
ョ
ポ
と
傍
一
言
を
論
ず
」
吋
読
売
新
聞
」
、
一
八
八
六
年
一

O
月
二
九
日
。

③
坪
内
遣
準
「
小
説
の
手
段
第
こ
。

(9)
坪
内
週
遜
「
小
説
神
髄
可

(
叩
)
坪
内
遁
議
「
美
術
論
」
、
五
五
五
頁
。

(
日
)
①
坪
内
遣
準
「
小
説
の
手
段
第
二
。

②
坪
内
週
迩
「
小
説
の
手
段
第
二
」
『
蹴
売
新
開
」
、

五
七
頁
(
初
刊
行
年
月
は
一
八
八
六
年
五
月
)

一
八
八
七
年
一
月
二

。。

79 

一
八
八
七
年
間
月
二
六
日
。
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。
坪
内
選
遊
「
米
米
記
に
類
す
る
小
説
」
「
競
売
新
関
門
一
八
八
七
年
六
月
一
四
日
。

(
日
以
)
坪
内
池
謡
「
奨
と
は
河
ぞ
や
」
涼
庁
内
泊
活
研
究
い
(
石
田
忠
彦
)
の
「
附
。
文
学
論
初
出
資
料
」
、
一
一
一
七
三
賀
(
初
出
誌
と
初
出
年
冨
γ
芸
雑
誌
」
、

月
五
日
)
。

(
日
)
フ
ェ
ノ
ロ
サ
「
奨
栴
謀
説
」
「
日
本
近
代
思
想
体
系
口
美
前
」
岩
波
書
活
、
一
九
八
九
年
、
山
一
二

l
凶
五
頁
。

(
り
は
)
中
村
議
一
「
日
本
近
代
奨
箭
論
争
史
」
求
能
賞
、
一
九
八
一
年
、
八
頁
。

(
日
)
架
原
信
.
『
フ
ヱ
ノ
ロ
サ
と
明
治
文
化
』
六
芸
野
間
、
一
九
六
八
年
、
一
一
一
八

O
真。

(
詑
)
州
開
設
…
穏
期
遥
・
鴎
外
考
証
と
試
論
円
六
五
頁
。

(
日
)
①
大
内
背
犠
「
大
日
本
美
術
新
報
緒
設
」
「
大
呂
本
計
一
六
稿
新
報
町
一
八
八
三
年
一
一
月
三

O
自
、
一

i
二一良。

命
「
詩
二
大
呂
本
葬
市
新
報
」
第
一
号
の
「
雑
記
」
樹
、
一
八
八
三
年
二
月
三

O
日
、
一
七
頁

0

0
文
学
三
昧
護
主
人
「
日
本
小
説
改
良
論
を
読
む
」
「
や
ま
と
新
開
」
一
八
八
七
年
一
月
二
七
日
。

(
同
)
①
坪
内
選
港
「
榔
亭
趨
彦
の
評
判
」
、
『
中
央
学
術
雑
誌
い
第
三
四
号
、
一
八
八
六
年
八
丹
。

②
坪
内
治
議
「
雪
中
梅
の
批
評
」
、
判
学
芸
雑
誌
」
第
四
号
、
一
八
八
六
年
一

C
月。

(
叩
)
坪
内
選
遥
「
ヤ
ヨ
繍
瞥
ら
く
、
白
雪
山
人
に
物
申
さ
ん
」
「
読
売
新
聞
開
」
、
一
八
八
七
年
一
丹
二
一
日
。

(
却
)
坪
内
治
遜
「
繋
術
論
」
、
五
六

O
頁。

(
幻
)
関
良
一
、
一
七
回
頁
。

(
泣
)
坪
内
選
議
「
美
術
論
」
、
五
五
七
真
。

(
お
)
無
精
生
「
日
々
新
開
の
小
説
諭
を
読
み
て
不
審
な
る
事
あ
り
」
吋
読
売
新
聞
担
、
一
八
八
七
年
四
月
一

O
日。

(
討
)
こ
の
よ
う
に
、
芸
術
界
か
ら
端
を
発
し
た
当
時
の
「
妙
想
」
と
い
う
用
語
は
、
追
湿
以
外
に
も
小
説
を
位
誼
付
け
る
概
念
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

あ
い
で
や

る
、
一
方
、
こ
の
「
妙
想
」
の
概
念
と
関
連
し
て
、
「
ァ
、
小
説
は
実
在
せ
る
妙
想
を
写
す
が
主
意
な
り
強
て
邪
ま
な
る
筆
を
弄
し
て
未
だ
成
立
ざ
る
悪
妙
想
を
養

成
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
(
漫
遊
生
「
決
慨
を
学
ば
ん
と
す
る
の
念
を
養
成
す
る
勿
れ
」
吋
読
売
新
聞
」
、
一
八
八
七
年
四
月
一
七
日
)
と
い
う
興
味
深
い

記
事
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
「
妙
想
」
を
小
説
を
説
明
す
る
問
誌
で
用
い
て
い
る
の
だ
が
、
「
妙
想
」
に
「
ア
イ
デ
ヤ
」
と
い
う
ル
ど
が
付
い
て
お

り
、
「
実
在
」
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
自
さ
れ
る
。
治
活
の
「
妙
恕
」
の
影
響
を
表
し
て
い
る
好
例
か
も
し
れ
な
い
。

(
お
)
泊
坪
内
迫
温
「
柳
山
口
市
γ

種
彦
の
評
判
」
「
中
央
学
術
雑
誌
」
一
二
部
号
、
一
八
八
六
年
八
月
、
五

O
頁。

会
坪
内
週
謹
「
河
竹
翁
よ
乞
ふ
脚
色
を
重
ん
ず
る
勿
れ
」
吋
読
売
新
聞
」
、
一
八
八
六
年
一
一
月
二
一
日
。

争
坪
内
過
溢
「
妄
に
諒
一
識
を
事
と
す
る
勿
れ
」
「
坪
内
選
準
研
究
』
(
石
田
忠
彦
)
の
「
附
。
文
学
論
初
出
資
料
」
、
四

O
二
頁
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
「
中
央
学
術

雑
誌
竺
一
八
八
六
年
一
一
月
二
五
百
)
。
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(
お
)
坪
内
選
議
「
小
説
の
手
段
」
つ
机
売
新
聞
」
、

(
訂
)
石
田
忠
彦
吋
坪
内
温
進
研
究
円
四
一
頁
。

(
お
)
坪
内
法
迩
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
、
三
六
九
頁
。

(
却
)
①
坪
内
泊
這
「
美
術
論
」
、
五
五
八
1
五
六

O
頁。

②
坪
内
遺
志
「
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
、
五
六
三
質
。

①
坪
内
選
準
「
未
来
記
に
類
す
る
小
説
」
吋
読
売
新
開
一
、
一
八
八
七
年
六
月
一
五
日
。

④
坪
内
治
活
「
雪
中
梅
(
小
説
)
の
批
評
」
「
附
。
文
学
論
初
出
資
料
」
、
三
八
二
頁
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
「
品
工
云
雑
誌
」
、

(
却
)
坪
内
選
議
「
小
説
の
手
段
第
一
ニ
」

2
机
売
新
聞
」
、
↑
八
八
七
年
四
月
二
八
日
。

(
出
)
坪
内
選
議
「
文
章
新
論
」
吋
中
央
学
術
雑
誌
』
第
二
八
号
、
一
八
八
六
年
五
丹
、
二
買
。

(
認
)
坪
内
進
議
「
美
辞
論
稿
」
「
早
稲
田
文
学
」
第
三
七
号
、
一
八
九
三
年
臨
月
、
一
二

l
一一二頁。

(
お
)
選
議
の
文
芸
論
の
ゆ
で
「
妙
想
」
と
い
う
概
念
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
妙
想
」
か
ら
美
備
界
の
「
妙
想
」
・
吋
小
説
神
髄
〕
の
「
妙
想
」
へ
と
、
ま
た
そ
こ
か
ら
「
妙
想

論
」
へ
と
変
容
し
た
志
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
当
時
の
美
術
界
の
風
潮
を
言
及
し
な
が
ら
絵
眠
に
お
け
る
「
妙
恕
」
を
論
じ
た
コ
線
ん
で
我
田
の
一
曲
家
に
臼
す
」

(
「
読
売
新
開
』
、
一
八
八
七
年
間
丹
二
二
日
)
と
い
う
記
事
を
み
て
も
推
測
で
き
る
。

(
出
)
坪
内
遁
進
講
述
、
白
髭
武
三
次
筆
記
「
修
辞
学
」
、
原
子
朗
吋
修
辞
学
の
史
的
研
究
」
の
付
錦
、

一
八
八
七
年
四
丹
二
三
日
。

ー、'jt
‘、.、

e

二

一j
ノ

l
ノ
よ
ノ
有
汁

。
月
五
日
)
。

一
九
九
四
年
、

八
三
頁
(
遡
惑
の
講
義
は
一
八
八
九
年
前
期
)
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