
は
じ
め
に

〈虚〉

の
文
学
か
ら

〈
実
〉
の
文
学
へ
の
凝
視

一
一
菜
亭
四
迷
の
文
学
論
に
お
け
る
「
真
理
論
」

明
治
―

1
0
年
に
迫
ろ
う
と
す
る
時
代
、
二
築
亭
が
当
時
と
し
て
は
ほ
と

ん
ど
不
毛
の
領
域
に
近
か
っ
た
文
学
理
論
の
構
築
に
踏
み
出
し
た
背
景
に

は
、
周
知
の
ご
と
く
坪
内
逍
遥
と
の
出
会
い
と
彼
の
積
極
的
な
推
薦
が

あ
っ
た
。
そ
の
事
情
は
と
も
か
く
も
、
『
小
説
神
髄
』
と
「
小
説
総
論
」

が
代
表
す
る
よ
う
に
、
こ
の
―
一
人
の
近
代
小
説
に
対
す
る
理
論
の
構
築
は
、

そ
の
背
景
な
い
し
は
基
盤
と
な
る
イ
ギ
リ
ス
文
学
と
ロ
シ
ア
文
学
と
い
っ

た
差
異
は
歴
然
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
日
本
に
お
け
る
文
学
意
識
を
前

近
代
の
遊
戯
的
な
文
芸
観
か
ら
離
脱
さ
せ
、
欧
米
の
文
学
概
念
に
近
づ
か

せ
る
こ
と
で
、
文
学
の
近
代
化
に
新
た
な
幕
を
開
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
の
二
薬
亭
の
文
学
理
論
に
関
す
る
先
行
論
の
ほ
と
ん
ど
は
作

家
の
〈
伝
記
的
な
事
実
〉
に
甚
づ
い
た
り
、
〈
ロ
シ
ア
文
学
の
影
響
〉
の

跡
を
追
究
し
た
り
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
研
究
の
大
き
な
流
れ
で
あ
っ

た
。
本
論
文
に
惹
き
つ
け
て
前
者
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
畑
有
三
は
、
二
葉

亭
四
迷
と
い
う
「
文
学
者
の
成
立
」
に
彼
の
文
学
理
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
「
『
真
理
』
探
求
志
向
」
と
い
っ
た
意
識
が
潜
め
ら
れ
て
い
た
と
指

摘
し
、
「
そ
の
『
真
理
』
探
求
志
向
の
根
底
に
は
」
、
当
時
の
「
下
級
士
族

の
成
立
の
背
景

出
身
の
不
動
性
」
が
働
い
て
い
た
た
め
、
「
絶
対
的
一
定
不
変
」
の
「
真

理
」
を
追
い
求
め
て
「
現
実
の
統
一
把
据
欲
求
」
が
あ
っ
た
と
捉
え
て
い

る
。
と
り
わ
け
二
葉
亭
の
「
真
理
」
が
「
漢
学
」
（
朱
子
学
）
の
「
『
真
の

理
』
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
熟
語
l

と
い
う
指
摘
は
本
論
文
に
と
っ

(
1
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て
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
一
一
槃
亭
の
文
学
理
論

の
母
胎
を
論
じ
る
と
い
う
も
の
で
、
す
で
に
昭
和
七
年
、
岩
城
準
太
郎
が

「
二
葉
亭
の
新
し
さ
は
、
露
西
亜
語
を
学
び
露
西
亜
文
学
を
読
ん
だ
事
に

[2) 

胚
胎
し
」
て
い
る
と
言
及
し
て
以
来
、
そ
の
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
事
実

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
と
は
対
照
的
に
、
二
葉
亭
と
同
時
代
の

文
化
思
潮
を
関
連
づ
け
て
そ
の
文
学
理
論
を
考
察
す
る
と
い
っ
た
視
座
と

方
法
は
皆
無
に
近
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
視
座
と

方
法
と
い
う
の
は
、
当
時
啓
蒙
思
想
を
始
め
、
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
学
問

が
開
花
す
る
時
代
的
動
向
の
中
に
二
葉
亭
の
文
学
論
を
据
え
て
、
そ
の
模

写
論
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
二
葉
亭
の
文
学
論
も

当
時
の
逍
遥
を
中
心
と
す
る
〈
小
説
改
良
〉
と
い
う
側
面
か
ら
は
当
然
ふ

れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
文
化
思
潮
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が

ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
は
断
じ
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

鄭

柄

浩
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坪
内
逍
遥
は
、
明
治
―

I
C
年
一
月
―
二
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
で
「
美

術
ハ
（
中
略
）
真
理
人
梢
を
写
す
者
な
り
と
ハ
斯
申
す
隠
居
と
我
友
冷
々

亭
主
人
（
二
葉
亭
引
用
者
注
）
の
外
に
何
時
ご
ろ
誰
人
が
唱
へ
た
る

ぞ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
明
ら
か
に
、
「
真
理
」
を
「
文
学
の

-
4
)
 

中
心
に
据
え
た
の
は
自
分
と
四
迷
が
鳴
矢
で
あ
る
と
い
う
誇
り
の
強
」
さ

を
示
す
と
詞
時
に
、
「
真
理
l

と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
す
で
に
文
芸
用

語
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
真

理
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
文
芸
用
語
と
し
て
用
い
た
の
は
、
「
美
術
は

模
写
対
象
と
し
て
「
真
理
」
の
成
立

ー
文
芸
用
語
と
し
て
の
「
真
理
論
」

し
、
こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
す
る
論
考
で
も
関
心
の
中
心
に
置
か
れ
て
い

る
方
向
性
は
、
彼
の
文
学
論
が
江
戸
時
代
以
来
の
「
戯
作
文
学
」
か
ら

「
近
代
小
説
」
へ
と
転
換
す
る
―
つ
の
契
機
を
な
し
て
い
る
と
い
う
固
定

し
た
範
疇
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
は
、
一
薬
亭
に
お
け
る
「
模
写
理
論
」
の
成
立
と
い
う
問

囮
を
、
単
に
作
者
内
部
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
文
学
の
影
聾

の
問
題
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
文
化
思
潮
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス

ト
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
明
治
十
年
代
と
い
う

〈
文
学
環
境
〉
の
中
で
、
一
＿
葉
亭
が
目
指
し
て
い
た
〈
作
者
、
主
体
〉
の
論

理
を
再
考
す
る
と
こ
ろ
に
本
論
の
目
的
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
文
学

論
の
核
心
を
な
し
て
い
る
模
写
対
象
と
し
て
の
〈
真
理
〉
の
成
立
と
そ
の

よ
う
な
〈
真
理
論
〉
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
同
時
代
の
文
化
的
背
景
に
焦

点
を
当
て
る
こ
と
で
、
二
薬
亭
の
文
学
論
が
卒
ん
で
い
る
〈
作
者
主
体
の

意
図
〉
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

真
理
の
直
接
の
観
察
、
若
く
は
形
像
中
の
意
匠
な
り
」
で
始
ま
る
「
美
術

の
本
義
」
（
原
題
は
ベ
リ
ー
ン
ス
キ
ー
の
「
芸
術
の
イ
テ
ア
」

1
8
4
1
〕
）
に

お
け
る
一
納
亭
の
訳
文
で
あ
っ
た
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
葉
亭
に
よ
っ
て
文
芸
用
語
と
し
て
成
立
さ
れ
た

と
い
う
べ
く
、
「
真
理
」
と
い
う
概
念
は
彼
の
文
学
論
で
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
即
し
て
新
た
な
文
学
の
理
論

を
構
築
し
よ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
あ
っ
た

の
か
。ま

ず
、
「
真
理
」
の
概
念
は
『
落
葉
の
は
き
よ
せ
一
一
籠
め
』
に
お
け

る
「
リ
ア
リ
チ
ー
本
義
」
と
題
す
る
と
こ
ろ
で
、
「
リ
ア
リ
チ
イ
と
は
現

象
に
形
は
れ
た
る
真
理
を
い
ふ
也
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
定
か

ら
す
る
と
、
「
真
理
」
と
は
対
象
描
写
の
際
、
対
象
（
「
現
象
」
）
に
ひ
そ

む
リ
ア
リ
テ
ィ
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
現
象
」

と
は
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
入
り
込
む
た
め
の
素
材
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
「
小
説
総
論
」
に
お
け
る
「
意
（
ア
イ
デ
ヤ
）
」

／
「
形
（
フ
ォ
ー
ム
）
」
の
関
係
、
も
し
く
は
「
模
写
と
い
へ
る
こ
と
は

実
相
を
仮
り
て
虚
相
を
写
し
出
す
と
い
ふ
こ
と
な
り
」
と
い
う
「
模
写
」

の
定
義
に
示
さ
れ
て
い
る
、
〈
実
相
〉
／
〈
虚
相
〉
の
関
係
と
等
し
い
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
二
葉
亭
の
文
学

論
、
と
り
わ
け
そ
の
文
学
論
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
模
写
論
は
つ
ね
に
、

対
の
概
念
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
槃
亭
の
対
の
概
念
は
彼
の
文
学
論
に
お
い
て
は
「
意
」
「
虚
相
」

「
真
理
」
の
概
念
系
と
「
形
」
「
実
相
」
「
現
象
」
の
概
念
系
の
対
構
造
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
概
念
系
は
、
例
え
ば
、
「
形
（
フ

オ
ー
ム
）
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
「
形
と
は
物
な
り
。
物
動
い
て
事
を
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生
ず
。
さ
れ
ば
事
も
亦
形
な
り
」
（
「
小
説
総
論
」
）
と
い
う
指
摘
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界
の
外
面
的
な
「
物
事
」
を
指
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
こ
の
概
念
系
の
意
味
範
囲
に
は
、
坪
内
逍
遥
の
文
学
理
論
に
見

ら
れ
る
心
理
的
現
象
と
し
て
の
「
人
情
」
と
人
間
行
為
の
外
面
的
現
象
と

し
て
の
「
世
態
風
俗
」
の
対
構
造
を
ふ
く
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
こ
の
概
念
系
と
対
を
な
し
て
い
る
も
う
一
方
の
概
念
系
「
意
」
「
虚

相
」
「
真
理
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に

は
、
「
小
説
総
論
l

の
執
筆
に
際
し
て
深
く
影
響
さ
れ
た
ベ
リ
ー
ン
ス
キ
ー

の
小
説
理
論
の
考
察
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
概
念
系
に
属
す
る
「
意
」
と
い
う
用
語
が
「
小
説
総
論
」
の
言
説

で
は
「
ア
イ
デ
ヤ
l

と
い
う
言
葉
で
敷
術
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
注
意

さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
小
説
総
論
」
の
執
筆
だ
が
、
そ
れ
が
「
ベ
リ
ン
ス

キ
ー
の
芸
術
論
の
大
意
め
い
た
も
の
を
」
「
通
俗
に
、
自
分
の
物
に
し
て

砕
い
て
書
い
て
く
れ
」
と
い
う
逍
造
の
依
嘱
に
二
築
亭
が
応
じ
た
と
い
う

事
実
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
小
説
総
論
」
お
よ
び
「
虞
理
論
」
は
ベ
リ
ー

ン
ス
キ
ー
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
そ
の
影
響
関
係
か
ら
い
っ
て
、

こ
の
概
念
系
は
、
後
で
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
「
美
術
の
本
義
」
に
お
け

る
「
意
匠
の
由
て
生
ず
る
所
の
も
の
は
真
理
な
り
（
中
略
）
自
ら
真
理
を

生
ず
る
と
は
真
理
の
独
生
（
そ
の
固
有
の
時
間
を
経
過
し
て
発
達
す
る
こ

と
）
す
る
を
云
ふ
」
と
い
っ
た
「
真
理
」
の
概
念
に
由
来
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

こ
の
二
薬
亭
が
翻
訳
し
た
当
該
個
所
の
現
代
訳
を
み
る
と
「
思
惟
の
出

発
点
、
起
点
は
、
神
の
絶
対
的
理
念
（
イ
デ
ア
ー
引
用
者
注
）
で
あ
る

（
中
略
）
理
念
の
自
分
自
身
か
ら
の
展
開
と
は
、
理
念
が
そ
の
本
来
の
諸

で

6
)

契
機
を
通
過
す
る
こ
と
で
あ
る
」
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
概
念
系
の
原
義
は
、
世
界
の
存
在
の
根
源
を
意
味
す
る
「
思
惟

の
出
発
点
、
起
点
」
で
あ
る
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」
に
由
来
し
て
い
る
。

一
ー
葉
亭
が
「
真
理
」
と
訳
し
た
、
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」
は
、
前
の
引

用
文
が
う
か
が
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
「
時
間
と
と
も
に
必
然
的
に
発
展
す

る
イ
デ
ー
」
、
す
な
わ
ち
運
動
·
変
化
•
発
展
の
属
性
を
持
つ
「
イ
デ
ア
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
ベ
リ
ー
ン
ス
キ
ー
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
「
小
説

総
論
」
で
は
、
運
動
・
変
化
・
発
展
す
る
「
イ
デ
ア
」
で
あ
る
は
ず
の

「
意
」
は
、
「
ガ
古
不
変
の
必
然
的
な
も
の
」
と
し
て
、
た
だ
「
宇
宙
間

の
森
羅
万
象
の
中
に
あ
る
」
（
「
小
説
総
論
」
）
絶
対
的
一
定
不
変
の
実
在

と
い
う
概
念
に
変
換
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
論
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
だ

が
、
そ
の
中
で
も
次
の
二
つ
が
つ
ね
に
論
点
と
さ
れ
た
。
ま
ず
―
つ
は
、

「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」
を
「
真
理
」
に
訳
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
「
神
を

(
8
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信
ず
る
こ
と
も
で
き
ず
」
、
「
イ
デ
ー
が
、
『
神
的
』
イ
デ
ー
で
あ
る
と
い

う
点
は
、
ど
う
や
ら
、
意
識
的
に
拒
ん
だ
」
た
め
だ
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
小
説
総
論
」
が
苔
か
れ
る
一
ヶ
月
前
の
明
治
一
九
年
三
月
七

日
に
二
槃
亭
が
逍
逝
に
「
美
術
の
目
的
は
真
理
を
発
揮
す
る
に
あ
り
、
神

の
製
作
に
は
不
美
な
る
も
の
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
考
慮
す
る

と
、
二
薬
亭
が
故
意
に
「
神
」
と
い
う
概
念
を
欠
落
し
た
と
い
う
見
解
は

そ
れ
ほ
ど
説
得
力
が
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
『
美
術
の

本
義
』
で
は
「
其
中
に
は
諸
生
存
物
の
衆
母
な
る
神
意
の
み
あ
っ
て
主
裁

す
。
神
意
は
蓋
し
万
有
を
生
ぜ
し
」
と
い
う
個
所
に
見
え
る
「
神
意
」
は

実
は
、
「
肉
体
な
き
諸
理
念
（
イ
デ
ア
）
」
を
誤
訳
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

(10) 

そ
の
点
か
ら
み
て
も
「
I

神
』
と
い
う
こ
と
ば
を
意
識
的
に
避
け
た
」
と

は
断
じ
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」
を
「
真
理
」
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と
訳
し
た
の
は
、
む
し
ろ
二
葉
亭
な
り
の
戦
略
が
潜
ん
で
い
る
意
識
的
な

誤
訳
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
も
う
―
つ
の
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ベ
リ
ー

ン
ス
キ
ー
の
「
イ
デ
ア
」
が
「
歴
史
的
発
展
過
程
を
長
々
と
た
ど
る
」
こ

と
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
槃
亭
の
「
意
」
で
は
、
「
時
間
と
と

も
に
『
前
進
し
発
展
す
る
j

こ
と
の
な
い
」
「
情
態
的
」
な
実
在
と
変
換

さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
先
行
論
で

は
、
主
に
朱
子
学
や
詩
論
、
俳
論
に
お
け
る
虚
実
論
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ

概
念
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
畑
有
二
は
、
「
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
を

越
え
て
独
自
の
絶
対
的
一
定
不
変
と
い
う
考
え
方
に
ま
で
敷
術
さ
れ
て
い

る
こ
と
」
は
、
当
時
の
「
下
級
士
族
出
身
の
不
動
性
」
が
働
い
て
い
た
た

め
、
「
絶
対
的
一
定
不
変
」
の
「
真
理
」
を
追
い
求
め
て
「
現
実
の
統
一

把
握
欲
求
」
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
二
槃
亭
の

「
真
理
」
と
は
「
漢
学
」
（
朱
子
学
）
の
「
『
真
の
理
』
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
生
ま
れ
た
熟
聞
」
と
定
位
し
て
い
る
。
一
方
、
十
川
信
介
も
、
「
時
間

と
と
も
に
お
の
ず
か
ら
発
展
す
る
『
神
の
絶
対
的
イ
デ
ー
』
」
と
い
う
概

念
を
切
り
離
し
た
二
葉
亭
の
「
意
」
は
、
そ
の
「
論
理
的
曖
昧
さ
を
お
お

い
か
く
す
た
め
」
、
「
虚
相
」
「
実
相
」
と
い
う
用
語
に
罹
換
さ
れ
て
い
る

(12) 

よ
う
に
、
結
局
は
「
虚
実
論
」
に
た
ど
り
着
い
た
と
断
定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
の
ど
ち
ら
に
従
う
に
し
て
も
、
こ
の
ロ
シ
ア
文
学

か
ら
の
文
学
理
論
の
受
容
の
根
底
に
は
前
近
代
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
働
い

て
い
た
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
は
明
治
初
期
、
い
ま

だ
に
漢
学
教
育
を
受
け
て
い
た
知
識
人
の
一
面
が
読
み
と
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
を
追
究
す
る
に
際
し
て
、
も
っ
と
注
意
深
く
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時
に
お
け
る
「
頁
理
」
と
い
う
用
語

の
一
般
的
な
流
通
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
葉
亭
の
「
真
理
論
」
に
お
け

る
「
イ
デ
ア
」
の
概
念
が
こ
の
よ
う
に
「
一
定
不
変
」
の
も
の
と
し
て
固

着
し
て
し
ま
っ
た
背
景
に
は
、
次
の
言
説
群
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
当

時
流
通
さ
れ
て
い
た
啓
蒙
思
想
を
始
め
と
す
る
学
問
・
科
学
に
お
け
る

「
真
理
」
の
概
念
を
念
頭
に
閻
い
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。

①
学
術
は
真
理
な
り
（
中
略
）
学
術
上
の
真
理
と
い
へ
ば
、

苔い）

の
物
を
指
す

②
「
学
術
の
真
理
は
二
二
が
四
の
如
く
」
「
only
truth
な
る
真
理
無
二
と

云
ふ
こ
と
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
「
其
真
理
た
る
古
今
更
に
変
る
こ

と
な
き
も
の
な
り
」

③
抑
も
一
定
の
真
理
は
万
古
不
変
の
者
な
り
故
に
世
運
は
寧
ろ
真
理
に

従
っ
て
変
遷
す
べ
し
と
雖
も
真
理
は
決
し
て
時
嬰
に
伴
っ
て
変
遷
す

(15) 

べ
き
も
の
に
あ
ら
ず

二
葉
亭
に
お
け
る
芸
術
描
写
の
対
象
で
あ
る
「
イ
デ
ア
」
（
意
）
は
、
「
小

説
総
論
」
で
引
用
さ
れ
て
い
る
「
ニ
ニ
ン
が
四
」
と
い
う
学
問
上
の
知
識

の
根
源
（
「
真
理
」
）
と
同
一
に
措
定
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
「
イ
デ
ア
」

が
当
時
の
文
化
思
潮
の
環
境
に
お
い
て
は
「
一
定
不
変
の
真
理
」
と
認
識

さ
れ
た
の
は
当
然
の
結
果
だ
と
い
え
る
。
だ
か
ら
、
「
小
説
総
論
」
の
「
イ

デ
ア
」
、
も
し
く
は
「
美
術
の
本
義
」
に
お
け
る
「
真
理
」
の
形
成
に
は
、

当
時
の
一
定
不
変
な
性
質
を
持
つ
「
実
用
学
問
」
上
の
「
真
理
」
と
い
う

概
念
の
影
響
が
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
言
論
界
の
享
受
層
に
と
っ
て
そ

の
よ
う
な
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
概
念
へ
の
適
応
を

意
識
的
に
考
慮
し
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

一
定
不
変
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つ
ま
り
、
二
葉
亭
に
お
け
る
文
芸
用
語
と
し
て
「
真
理
論
」
を
位
置
づ

け
、
模
写
対
象
と
し
て
の
「
真
理
」
の
認
識
に
傍
点
を
四
い
た
背
景
に
は
、

こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
時
代
思
潮
を
背
負
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
言
説
が
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

そ
の
書
は
如
何
な
る
類
ひ
か
と
い
へ
ば
粋
と
か
通
と
か
い
ひ
て
此

世
を
あ
そ
び
く
ら
せ
し
人
々
の
食
は
う
か
た
め
、
呼
吸
を
し
や
う
か

た
め
に
書
散
ら
し
た
る
有
り
て
も
益
な
く
無
し
（
く
）
も
不
自
由
に

も
な
き
つ
ま
ら
ぬ
書
物
の
み
な
り
か
A

る
書
類
に
眼
を
つ
か
ら

せ
、
肩
を
は
ら
し
、
生
命
を
む
し
り
取
ら
れ
て
一
生
を
送
る
は
あ
に

心
外
な
ら
す
や
イ
ヤ
イ
ヤ
さ
に
あ
ら
す
是
れ
は
文
章
家
の
生
涯

な
り
小
説
家
は
今
少
し
打
か
か
り
た
る
所
あ
る
べ
し
一
枝
の
笹

を
執
り
て
（
中
略
）
学
者
も
道
徳
家
も
眼
の
と
ゞ
か
ぬ
所
に
於
て
真

理
を
探
り
出
し
以
て
自
ら
安
心
を
求
め
か
ね
て
衆
人
の
世
渡
の
助
と

も
な
ら
ば
あ
に
可
な
ら
す
や
さ
れ
ば
小
説
は
瑣
事
に
あ
ら
ず
之

を
い
や
し
と
い
ふ
は
非
な
り
（
『
落
槃
の
は
き
よ
せ
一
締
籠
め
』
）

こ
の
言
説
を
彼
の
文
学
論
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
「
真
理
」

と
い
う
概
念
へ
の
凝
視
は
、
「
あ
そ
び
」
を
中
心
と
し
た

18小
説
か
ら
「
卑

し
く
」
な
い
新
し
い
「
小
説
」
を
目
指
す
試
み
と
も
強
く
繋
が
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
言
及
し
た
一
＿
項
対
立
の
構
造
が
こ
の
文
章
に
も

う
か
が
え
る
の
で
あ
っ
て
、
「
文
章
家
」
／
「
小
説
家
」
、
「
益
な
く
つ
ま

ら
な
い
書
物
」
／
「
瑣
事
で
も
卑
し
く
も
な
い
世
渡
の
助
」
が
そ
れ
で
あ

る
が
、
そ
の
後
者
を
支
え
る
「
真
理
」
と
い
う
用
語
は
、
そ
れ
が
た
ん
に

模
写
の
対
象
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
は
よ
り
広
い
文
化
的
な

戦
略
が
内
在
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
節
を
か
え
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

小
説
の
芸
術
化
と
芸
術
の
実
用
化

|
『
小
説
神
髄
』
か
ら
「
小
説
総
論
」

へ
と
ー

以
上
で
考
察
し
た
「
小
説
総
論
」
を
初
め
と
す
る
―
―
葉
亭
の
文
学
論
は
、

彼
の
理
論
形
成
に
お
け
る
触
媒
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
逍
遥
の
文
学
論
に

も
少
な
か
ら
ぬ
影
臀
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
逍
遥
が
二
莱
亭

の
「
イ
デ
ア
論
」
お
よ
び
「
真
理
論
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事

実
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
イ
デ
ア
論
」
お
よ
び
「
真
理

論
」
は
、
『
小
説
神
髄
』
で
は
見
ら
れ
な
い
理
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
逍

遥
が
二
莱
亭
と
知
り
合
っ
て
か
ら
、
彼
の
理
論
的
な
惑
化
を
受
け
た
と
い

う
事
実
を
示
唆
す
る
典
型
的
な
例
と
い
え
る
。

①
若
夫
小
説
家
の
本
事
と
い
つ
ば
先
人
尚
い
ま
だ
発
揮
し
得
ざ
り
し
新

奇
の
妙
想
を
写
し
い
だ
し
て
真
理
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
謂
包

合
し
て
有
の
儘
に
活
か
し
て
紙
の
上
に
描
く
に
あ
り

②
「
科
学
と
美
術
と
は
其

H
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
」
「
稗
官

は
惑
覚
の
力
を
も
て
、
妙
に
真
理
を
発
見
す
る
と
は
、
栂
の
美
学
家

の
名
言
な
り
」

③
「
と
こ
ろ
で
、
無
形
物
を
攻
究
す
る
道
は
二
つ
し
か
な
い
。
智
力
を

以
て
穿
竪
す
る
、
惑
情
を
以
て
穿
堅
す
る
、
こ
の
一
―
つ
で
あ
る
。
智

力
を
以
て
穿
墾
す
る
の
学
問
と
は
、
人
間
の
智
力
を
以
て
攻
究
す
る
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も
の
を
い
ふ
の
で
、
総
称
し
て
哲
学
と
い
ふ
。
感
情
を
以
て
攻
究
す

る
者
を
称
し
て
之
を
美
術
と
申
す
の
で
あ
る
。
美
術
は
即
ち
哲
学
の

力
を
も
て
攻
究
し
得
ら
れ
ぬ
を
攻
究
す
る
の
学
問
で
あ
り
ま
す
」
「
是

よ
り
ア
イ
デ
ヤ
の
事
に
付
て
今
少
し
く
委
細
述
べ
よ
う
と
思
い
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

(lli) 

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

こ
の
よ
う
な
逍
遥
の
文
学
芸
術
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
言
説
を
見
る

と
、
二
薬
亭
の
文
学
論
の
影
響
に
よ
っ
て
、
逍
遥
は
自
身
の
写
実
主
義
理

論
の
骨

f
を
な
し
て
い
た
「
人
情
論
」
か
ら
「
イ
デ
ア
論
」
へ
と
そ
の
理

論
を
変
貌
さ
せ
て
い
る
e

逍
遥
の
事
実
主
義
理
論
を
表
明
し
て
い
る
『
小

説
神
髄
』
に
お
い
て
は
、
描
写
の
一
次
的
な
対
象
は
「
人
情
」
で
あ
っ
た
。

「
人
梢
」
と
い
う
言
槃
は
、
逍
遥
が
「
人
間
の
情
欲
」
と
か
「

H
八
煩
悩
」

と
か
で
敷
術
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
普
遍
的
な
「
心
理
」
を
指
し
て

い
る
用
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
人
梢
」
が
右
の
言
説
で
は
「
真

理
」
に
到
る
た
め
の
二
次
的
な
対
象
へ
と
転
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
点
で
示
唆
的
な
の
は
、
逍
遥
の
日
記
に
、
一
＿
葉
亭
が
「
美
術
の
目
的

は
真
理
を
発
揮
す
る
に
あ
り
、
神
の
製
作
に
は
不
美
な
る
も
の
な
し
」
と

述
べ
た
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
葉
亭
の
言
葉
な
る

も
の
は
ま
さ
に
上
記
の
逍
遥
の
言
説
と
一
致
し
て
い
る
。
実
際
、
明
治
一

九
年
以
来
逍
遥
と
]
葉
亭
は
、
文
学
芸
術
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
絲
見
を
交

わ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
引
用
文
で
芸
術
と
は
惑
覚
を
と
お
し

て
〈
真
理
〉
に
行
き
着
き
、
そ
の
〈
貞
理
〉
を
呈
示
す
る
と
い
う
論
理
は
、

二
華
亭
の
エ
い
説
総
論
」
の
文
学
芸
術
論
を
受
け
入
れ
た
結
果
だ
と
い
え

と
こ
ろ
で
、
上
掲
の
文
学
論
を
注
意
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
イ
デ
ア
論
」

あ
る
い
は
「
真
理
論
」
の
外
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
論
で
は
そ
れ
ほ
ど

注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
今
―
つ
の
二
葉
亭
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
、
逍
遥
が
〈
文
学
芸
術
〉
の
概
念
を
定
位
す
る
に
あ

た
っ
て
、
「
学
問
」
と
「
芸
術
」
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
学
問
」
と
「
芸

術
」
の
対
等
性
を
意
識
し
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
後

で
詳
し
く
考
察
す
る
の
だ
が
、
明
治
維
新
以
来
日
本
の
「
近
代
化
」
は
自

国
の
国
力
を
何
よ
り
も
早
く
欧
米
の
先
進
国
家
の
水
準
に
到
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
み
な
さ
れ
た
た
め
、
「
実
用
中
心
」
の
〈
学
問
〉
に
お
け

る
効
用
性
だ
け
が
強
讀
さ
れ
す
ぎ
て
、
〈
文
学
〉
を
意
味
す
る
詩
歌
や
小

説
は
「
無
用
」
な
も
の
と
し
て
極
端
に
卑
し
め
ら
れ
た
り
無
視
さ
れ
た
り

し
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
小
説
神
髄
』
で
は
、
こ
の
よ
う

な
時
代
的
思
潮
の
中
に
あ
っ
て
も
、
〈
文
学
芸
術
〉
と
〈
実
用
学
問
〉
の

対
等
性
に
関
わ
る
課
題
は
、
そ
の
中
心
的
な
構
想
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。

だ
と
す
れ
ば
、
〈
小
説
改
良
〉
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
『
小
説
神

髄
』
が
な
に
よ
り
も
ま
ず
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
課
題
は
い
か
な
る
こ
と

で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
一
応
、
次
の
言
説
を
と
お
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

敢
て
持
論
を
世
に
示
し
て
、
ま
づ
看
官
の
惑
を
解
き
、
兼
て
は
作

者
の
蒙
を
啓
き
て
、
我
が
小
説
の
改
良
進
歩
を
今
よ
り
次
第
に
企
図

て
つ
＼
立
兒
に
は
欧
土
の
小
説
を
凌
鴛
し
、
絵
画
、
音
楽
、
詩
歌
と

共
に
美
術
の
壇
頭
に
喚
然
た
る
我
が
物
語
を
見
ま
く
ほ
り
す
。

畢
党
、
小
説
の
旨
と
す
る
所
は
専
ら
人
情
世
態
に
あ
り
（
中
略
）

よ
う
。
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さ
れ
ば
小
説
の
完
全
無
欠
の
も
の
に
於
て
は
、
画
に
画
き
が
た
き
も

の
を
も
描
写
し
、
詩
に
尽
し
が
た
き
も
の
を
も
現
は
し
、
且
つ
演
劇

に
て
演
じ
が
た
き
隠
微
を
も
写
し
つ
べ
し
（
中
略
）
是
れ
小
説
の
美

術
中
に
其
位
置
を
得
る
所
以
に
し
て
、
覚
に
は
伝
奇
、
戯
曲
を
凌
駕

し
、
文
燈
上
の
最
大
美
術
の
其
随
一
と
い
は
れ
つ
べ
き
理
由
と
な
ら

(17) 

む
も
知
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の
言
説
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
で
意
図
し
た

こ
と
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
戯
作
に
代
表
さ
れ
る
「
小
説
文
学
」
を
改
良

し
、
小
説
を
芸
術
の
一
分
野
と
し
て
位
箆
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
鈴
木
貞
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
坪
内
逍
遥
の
頭
の
中
を
占
め
て

い
た
の
は
『
政
治
小
説
』
に
し
ろ
、
戯
作
に
し
ろ
、
小
説
を
『
改
良
』
し

て
、
高
尚
な
言
語
芸
術
を
新
し
く
つ
く
り
だ
す
と
い
う
課
題
だ
け
だ
っ

{18) 

た
」
と
い
え
よ
う
。
小
説
を
美
的
価
値
か
ら
捉
え
る
と
い
っ
た
〈
小
説
の

芸
術
化
〉
、
こ
こ
に
こ
そ
逍
遥
が
立
ち
向
か
っ
て
い
た
一
次
的
な
目
的
が

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
小
説
神
髄
』
の
中
に
は
〈
文
学
〉
と
〈
学
問
〉

の
対
等
性
と
い
っ
た
問
閣
へ
の
着
目
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
的
で
は
な
か
っ

た
。
「
無
用
」
な
も
の
と
し
て
見
お
ろ
さ
れ
て
い
る
〈
文
学
〉
に
〈
実
用

的
学
問
〉
と
同
様
の
価
伯
を
見
つ
け
だ
す
と
こ
ろ
に
、
〈
文
学
改
良
〉
に

お
け
る
も
う
―
つ
の
時
代
的
使
命
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
め
ざ
め
る
の

(19) 

は
、
二
槃
亭
の
理
論
的
刺
激
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

一
方
、
逍
遥
の
「
勧
善
懲
悪
小
説
」
の
批
判
と
写
実
主
義
と
い
っ
た
問

題
意
識
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
『
小
説
神
髄
』
よ
り
理
論
的
に
も
っ
と

深
化
さ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
二
莱
亭
の
「
小
説
総
論
」
に
は
、
実
は

当
時
の
言
論
界
を
風
靡
す
る
文
学
無
用
論
へ
の
戦
略
が
ひ
そ
ん
で
い
た
。

〈
文
学
芸
術
〉
に
〈
学
問
〉
と
対
等
な
地
位
を
賦
与
す
る
と
い
う
理
論
は
、

同
時
代
の
思
潮
へ
の
鋭
敏
な
対
応
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
小
説
総
論
」

で
物
事
の
現
象
か
ら
「
意
」
を
穿
竪
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
「
学
問
」
と

「
美
術
」
を
並
置
し
て
、
「
穿
竪
と
い
へ
ど
、
仕
方
に
両
様
あ
り
。
一
は

智
識
を
以
て
理
会
す
る
学
問
上
の
穿
竪
、
一
は
感
情
を
以
て
感
得
す
る
美

術
上
の
穿
竪
、
是
な
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
並
行
さ
せ
る

言
説
に
よ
れ
ば
、
一
―
―
―
一
ン
が
四
」
と
い
う
こ
と
は
「
学
問
的
知
識
」
を

介
し
て
頷
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
唱
歌
の
よ
う
な
芸
術
的
産
物
と
は
学
間

的
知
識
に
よ
っ
て
理
解
し
え
ず
、
「
惑
情
」
に
よ
っ
て
の
み
始
め
て
理
解

し
う
る
こ
と
だ
と
い
う
論
理
で
敷
術
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
言
説
に

は
明
ら
か
に
、
小
説
を
ふ
く
め
た
芸
術
と
い
う
媒
体
が
人
間
に
い
か
に
必

須
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
「
実
用
的
学
問
」

に
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
実
用
的
学
間
」
に
対
す
る
「
文
学
芸
術
」

の
価
値
領
域
を
据
え
直
そ
う
と
す
る
戦
略
、
す
な
わ
ち
当
時
の
文
化
思
潮

へ
の
対
決
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
実
用
的

学
問
l

の
万
能
時
代
に
無
用
な
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
が
ち
の
、
小
説
を

中
心
と
す
る
「
芸
術
」
の
位
置
を
、
当
時
の
文
化
思
潮
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
即
す
る
か
た
ち
で
、
あ
ら
た
め
て
高
め
よ
う
と
す
る
戦
略
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。

一
般
的
に
―
一
薬
亭
の
文
学
理
論
、
と
り
わ
け
そ
の
文
学
論
の
根
幹
を
な

し
て
い
る
模
写
論
は
、
「
形
」

(form)
と
「
意
」

(
i
d
e
a
)

と
い
う
概
念
に

よ
っ
て
、
「
逍
遥
が
不
十
分
な
が
ら
も
提
唱
し
た
文
学
の
虚
性
は
、
こ
こ

で
（
「
小
説
総
論
」
引
用
者
注
）
一
段
と
深
め
ら
れ
そ
の
理
論
的
根
拠

(20) 

を
持
つ
に
い
た
っ
た
」
と
い
う
側
面
で
逍
遥
の
写
実
論
を
よ
り
発
展
的
に
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―
―
葉
亭
が
小
説
文
学
や
芸
術
の
あ
り
か
た
を
摸
索
す
る
際
に
、
「
学
問
」

と
の
関
わ
り
方
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
単
に
「
小
説
総
論
」
で

し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
二
槃
亭
が
自
身
の
文
学
論
を
実
作
に

試
み
た
と
さ
れ
る
『
浮
雲
』
の
第
三
篇
を
執
筆
す
る
頃
に
書
き
込
ん
だ
雑

記
帳
『
落
葉
の
は
き
よ
せ
―
一
籠
め
』
を
み
る
と
、
そ
の
考
え
方
の
延
長
線

上
に
あ
る
言
説
に
出
会
え
る
。

是
れ
（
前
時
代
の
小
説
に
専
念
す
る
こ
と
ー
引
用
者
注
）
は
文
章

家
の
生
料
な
り
小
説
家
は
（
中
略
）
学
者
も
道
徳
家
も
眼
の
と
ゞ

か
ぬ
所
に
於
て
真
理
を
探
り
出
し
以
て
自
ら
安
心
を
求
め
か
ね
て
衆

人
の
世
渡
の
助
と
も
な
ら
ば
あ
に
可
な
ら
す
や
さ
れ
ば
小
説
は
瑣

事
に
あ
ら
ず
之
を
い
や
し
と
い
ふ
は
非
な
り

此
東
京
を
去
り
、
何
処
に
て
も
静
か
な
る
所
に
て
英
語
を
教
へ
、

そ
の
隙
に
自
ら
未
だ
読
ま
さ
る
書
を
渉
猟
し
て
、
智
を
研
き
心
を
練

り
て
も
て
真
理
を
看
破
せ
ん
と
思
ひ
、
ま
た
あ
る
時
は
此
侭
小
説
な

四

二
葉
亭
の
模
写
理
論
と
〈
文
学
無
用
論
〉

|
〈
実
の
学
〉
へ
の
凝
視

引
き
継
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
華
亭
の
文
学
論
は
こ
の
よ

う
な
模
写
論
の
理
論
的
士
台
を
提
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
明
治
の
近
代
文

学
誕
生
期
に
お
け
る
〈
文
学
芸
術
〉
が
当
時
の
嫡
子
的
存
在
で
あ
っ
た

〈
実
用
的
学
問
〉
と
同
様
の
意
昧
と
機
能
を
分
か
ち
合
え
る
媒
体
で
あ
る

と
い
う
価
値
観
を
も
文
学
界
に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
時
代
に
鋭
敏
な
戦
略
家
と
し
て

の
二
葉
亭
の
言
説
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
を
妄
り
に
作
り
て
、
（
中
略
）
か
ね
て
は
苔
を
説
み
、
世
の
さ
ま

を
も
観
し
て
真
理
の
味
ひ
も
嘗
め
も
（
し
）
人
に
も
嘗
さ
せ
ん
と
思

ふ
。
か
う
道
を
異
に
す
れ
ど
到
着
く
所
は
真
理
と
い
ふ
に
他
な
ら
ね

ば
、
い
つ
れ
の
道
を
鉛
む
と
も
我
生
涯
の
目
的
に
於
て
分
奄
の
損
益

な
し

こ
の
引
用
文
で
も
相
変
わ
ら
ず
、
二
槃
亭
は
小
説
創
作
と
い
う
行
為
を

「
真
理
」
の
探
究
に
あ
る
と
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
学
問
に

お
け
る
「
真
理
」
の
探
究
と
同
様
の
位
誼
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
特

に
こ
の
言
説
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
「
真
理
」
の
探
究
と
い
う
行
為

に
よ
っ
て
、
小
説
が
前
時
代
の
戯
作
と
弁
別
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実

の
人
間
一
般
に
役
に
立
つ
〈
有
用
〉
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
も

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
二
槃
亭
が
小
説
を
含
め
た
〈
文
学
芸
術
〉
の
概
念
を
新

た
に
措
定
す
る
に
当
た
り
、
「
学
問
」
と
の
関
係
を
こ
れ
ほ
ど
意
識
し
て

い
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う

に
、
明
治
初
期
に
欧
米
型
の
近
代
化
に
拍
車
を
か
け
、
富
国
強
兵
と
い
っ

た
時
代
的
要
請
に
照
応
し
た
〈
実
用
〉
中
心
の
文
学

(11
「
学
問
」
）
史

に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
だ
と
い
え
る
。
明
治
期
の
代
表
的
な
啓
蒙
思
想

家
、
福
沢
諭
吉
は
当
時
の
啓
蒙
書
の
正
典
と
い
え
る
『
学
問
の
す
A

め』

で、

学
問
と
は
、
た
だ
む
つ
か
し
き
字
を
知
り
、
解
し
難
き
古
文
を
説

み
、
利
歌
を
楽
し
み
、
詩
を
作
る
な
ど
、
世
上
に
実
の
な
き
文
学
を

言
う
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
ら
の
文
学
も
自
ず
か
ら
人
の
心
を
悦
ば
し
め

随
分
調
法
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
古
来
世
間
の
儒
者
利
学
者
な
ど
の
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申
す
よ
う
、
さ
ま
で
あ
が
め
貰
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
古
来
漢
学

者
に
世
帯
持
の
上
手
な
る
者
も
少
な
く
、
和
歌
を
よ
く
し
て
商
売
に

巧
者
な
る
町
人
も
稀
な
り
。
（
中
略
）
畢
党
そ
の
学
問
（
「
詩
歌
」
な

ど
の
文
学
引
用
者
注
）
の
実
に
遠
く
し
て
日
用
の
間
に
合
わ
ぬ
証

拠
な
り
。
さ
れ
ば
今
か
か
る
実
な
き
学
問
は
先
ず
次
に
し
、
専
ら
勤

(21) 

む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
な
り
。

と
断
じ
て
い
る
。
こ
の
言
説
に
お
け
る
福
沢
の
態
度
を
見
る
か
ぎ
り
、
文

学
と
は
現
実
の
生
活
に
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
も
の
と
み
な
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
福
沢
は
〈
文
学
無
用
論
〉
を
唱
え
、
文
学
が

世
の
中
に
少
し
も
殻
用
の
な
い
「
実
な
き
学
問
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
文

学
そ
の
も
の
を
斥
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
、
「
今
世
界
中
を

見
渡
す
に
、
文
明
開
化
と
て
文
学
も
武
備
も
盛
ん
に
し
て
富
強
な
る
国
あ

り
、
或
い
は
蛮
野
未
開
と
て
文
武
と
も
に
不
行
届
に
し
て
貧
張
な
る
国
あ

り
。
一
般
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
諸
国
は
富
ん
で
強
く
、
ア
ジ

ア
、
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
は
貧
に
し
て
弱
し
」
と
地
政
学
的
な
識
見
を
披
泄

し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
し
か
の
み
な
ら
ず
貧
富
強
弱
の
有
様
は
、
天

然
の
約
束
に
非
ず
、
日
と
の
勉
と
不
勉
と
に
由
っ
て
移
り
変
る
べ
き
も
の

に
て
、
今
日
の
愚
人
も
明
B
は
智
者
と
な
る
べ
く
、
昔
年
の
富
強
も
今
世

の
貧
弱
と
な
る
べ
し
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
我
日
本
国
中
も
今

よ
り
学
問
に
志
し
、
気
力
を
悔
に
し
て
先
ず
一
身
の
独
立
を
謀
り
、
随
っ

て
一
国
の
富
強
を
致
す
こ
と
あ
ら
ば
、
何
ぞ
西
洋
人
の
力
を
恐
る
る
に
足

ら
ん
。
道
理
あ
る
も
の
は
こ
れ
に
交
わ
り
、
道
理
な
き
も
の
は
こ
れ
を
打

(2) 

ち
払
わ
ん
の
み
。
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
と
は
こ
の
事
な
り
」
と

「
実
用
的
学
問
」
を
奨
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
旨
に
よ
れ
ば
、
「
詩
歌
」

な
ど
の
〈
文
学
〉
を
斥
け
〈
実
用
的
学
問
〉
を
重
ん
じ
る
立
場
と
は
、
狭

く
は
個
人
、
広
く
は
国
家
の
独
立
と
富
国
強
兵
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
。

実
際
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
み
る
と
、
〈
実
用
的
学
問
〉
の
尊
重
と

い
う
こ
と
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
風
潮
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
用
的
学
問
の

尊
重
は
た
ん
に
福
沢
個
人
の
主
張
に
と
ど
ま
ら
ず
、
例
え
ば
、
樽
井
籐
吉

と
い
う
人
が
明
治
初
期
の
立
法
機
関
で
あ
っ
た
左
院
に
「
実
利
実
益
ヲ
増

(23) 

進
セ
シ
メ
ル
ガ
為
メ
、
妄
誕
不
稽
ノ
稗
史
小
説
ヲ
禁
遥
ス
ベ
キ
コ
ト
」
を

建
白
し
た
と
い
う
事
実
を
と
お
し
て
、
制
度
化
へ
の
動
き
ま
で
読
み
取
れ

る
。
こ
の
建
白
の
文
章
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
初
期
の
社
会
的

雰
囲
気
は
〈
文
学
無
用
〉
を
飛
び
越
え
、
さ
ら
に
〈
文
学
禁
止
〉
と
い
う

認
識
さ
え
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
代
的
雰
囲
気
は
か
な
り
長
い
間
消
え
去
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
事
実
は
『
し
が
ら
み
草
紙
』
の
創
刊
号
に
お
け
る
森
鴎
外
の
「
天
下

の
人
士
は
殆
ど
将
に
彼
の
プ
ラ
ト
ー
が
政
策
を
学
ば
ん
と
せ
り
夫
れ
プ
ラ

ト
ー
は
知
る
が
故
に
あ
れ
を
逐
は
ん
と
欲
し
当
時
の
人
は
知
ら
ず
し
て
こ

れ
を
逐
は
ん
と
欲
す
、
そ
の
源
は
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
そ
の
帰
す
る
所
は

(24) 

実
に
一
轍
に
出
で
ん
と
せ
り
」
と
い
う
文
章
に
よ
く
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

鴎
外
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
論
』
で
述
べ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
理
想
国
家
」

で
は
詩
人
を
駆
逐
す
べ
き
だ
と
い
う
言
説
を
ふ
ま
え
、
明
治
初
期
の
時
代

的
雰
囲
気
が
い
か
に
文
学
を
無
用
視
し
て
い
る
の
か
を
攻
撃
す
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
明
治
ニ
―
一
年
は
、
様
々
な
分
野
・
ジ
ャ
ン

ル
に
お
け
る
文
学
改
良
の
動
き
が
広
が
り
、
外
山
正
一
の
『
新
体
詩
抄
』
、

逍
遥
と
二
蕪
亭
の
写
実
主
義
小
説
論
、
末
松
謙
澄
の
演
劇
改
良
へ
の
動
き

な
ど
を
始
め
と
す
る
多
岐
に
わ
た
る
論
議
と
成
果
が
実
っ
て
い
た
時
期
で

も
あ
っ
て
、
鴎
外
の
言
説
は
当
時
〈
文
学
無
用
論
〉
が
い
か
に
根
深
く
言
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論
界
を
風
靡
し
て
い
た
の
か
を
実
証
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
〈
文
学
無
用
〉
に
つ
ら
な
る

〈
実
学
尊
菫
〉
の
認
識
が
啓
蒙
思
想
家
だ
け
の
時
代
認
識
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
明
治
一

0
年
代
半
ば
頃
、
当
時
の
青
少
年
を
主
対

象
と
し
た
『
小
学
雑
誌
』
に
、
伊
藤
隆
―
一
郎
と
い
う
一
少
年
が
こ
の
実
学

主
義
を
強
弁
し
詩
歌
の
よ
う
な
「
虚
文
空
理
」
を
斥
け
る
べ
き
だ
と
い
っ

た
趣
旨
の
、
「
時
務
ヲ
知
ル
ハ
真
ノ
偏
者
ナ
ル
ノ
説
」
と
い
う
短
い
投
書

が
そ
の
事
実
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
記
事
が
発
端
と
な
っ
て

明
治
一
七
年
一
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
こ
の
テ
ー
マ
を
論
点
と
す
る
様
々

な
論
争
が
行
わ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
中
で
伊
藤
の
意
見
に
同
調
す
る
投
書

を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
無
用
ノ
学
ハ
学
バ
ズ
シ
テ
可
ナ
リ
方
今
学
問
の
道
隆
興
シ
世
ノ
学
者

動
モ
ス
レ
バ
無
用
の
学
ヲ
事
ト
ス
ル
者
ア
リ
登
二
過
チ
ナ
ラ
ズ
ヤ
無

用
ノ
学
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
日
ク
詩
ヲ
賦
シ
歌
ヲ
詠
ジ
徒
二
虚
文
空
理
ヲ
談

ジ
テ
其
身
及
ビ
国
家
二
小
補
ア
ラ
ザ
ル
者
是
也

②
人
文
日
二
進
ン
デ
大
二
開
明
ノ
域
二
迫
ル
辿
モ
詩
歌
位
オ
以
テ
名
ヲ

ナ
ス
能
ハ
ズ
実
二
其
詩
歌
ヲ
以
テ
名
ト
ナ
ス
時
勢
ハ
以
前
徳
川
政
府

ノ
如
キ
未
園
ナ
レ
バ
是
レ
亦
如
何
ト
モ
計
リ
難
キ
所
ナ
レ
モ
此
ノ
明

治
時
代
二
至
リ
テ
ハ
（
中
略
）
実
学
ヲ
講
ゼ
ザ
ル
者
ナ
シ
此
ノ
如
キ

時
納
ナ
レ
バ
何
ゾ
詩
歌
位
ヲ
以
テ
志
ヲ
遂
グ
ル
能
ハ
ザ
ル

③
今
日
明
治
社
会
二
牛
レ
実
利
実
学
ヲ
葬
ブ
ニ
際
シ
詩
歌
果
シ
テ
何
ノ

効
ガ
ア
ル
（
中
略
）
今
日
活
動
世
界
二
於
テ
詩
歌
ヲ
以
テ
社
会
人
民

ノ
福
祉
ヲ
為
セ
シ
者
ア
リ
シ
カ
又
詩
歌
ヲ
以
テ
諸
物
ヲ
発
明
セ
シ
者

ア
リ
シ
カ
我
輩
未
ダ
之
ヲ
見
聞
セ
ザ
ル
ナ
リ

④
其
実
用
二
適
ス
ル
学
科
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
経
済
、
法
律
、
工
学
、
理
学
、

農
学
等
ナ
リ
未
ダ
是
レ
等
ノ
学
ヲ
研
究
セ
ザ
ル
ニ
先
チ
登
二
詩
歌
ヲ

賦
詠
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
ン
ヤ
（
中
略
）
（
無
用
の
学
と
は
ー
引
用
者
注
）

月
二
酔
ヒ
テ
詩
ヲ
賦
シ
花
二
戯
レ
テ
歌
ヲ
詠
ズ
ル
ガ
如
キ
軽
藻
浮
華

二
流
レ
虚
文
空
理
ヲ
談
ズ
ル
者
ヲ
謂
フ
ナ
リ
諸
君
卜
雖
モ
斯
ノ
如
キ

(zo) 

モ
ノ
ヲ
バ
マ
サ
カ
有
用
ノ
学
ト
ハ
ナ
サ
ゞ
ル
可
シ

以
上
の
ご
と
き
言
説
群
を
と
お
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
〈
文
学
無
用
〉
の

側
に
立
つ
投
稿
者
の
論
謂
は
、
当
時
の
時
代
的
急
務
と
は
ま
さ
に
実
用
的

な
〈
学
問
〉
に
努
め
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
は
〈
虚
文
〉
と
し
て
現
実
社

会
に
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
着
す
る
。
ま
さ
に
文

学
排
斥
論
で
あ
る
。
特
に
こ
の
論
争
の
投
稿
者
は
明
治
初
期
の
文
化
思
潮

を
指
導
す
る
思
想
家
で
は
な
く
、
こ
の
種
の
雑
誌
の
一
般
青
少
年
誠
者
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
言
説
は
当
時
の
〈
文
学
無
用
〉
と
い
う
雰
囲
気
が

い
か
に
社
会
の
底
辺
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
の
か
を
示
唆
す
る
好
資
料
と

い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
実
学
尊
重
の
時
代
的
思
潮
の
中
で
、
東
京
外
国
語

学
校
の
ロ
シ
ア
科
で
欧
米
の
新
文
学
に
め
ざ
め
た
一
―
葉
亭
が
、
文
学
の
価

値
を
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
〈
文
学
無
用
〉
と
い
う
時
代
的
雰
囲
気
を

払
拭
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
、
彼

の
文
学
論
は
詩
歌
な
ど
で
象
徴
さ
れ
る
文
学
無
用
と
実
用
的
学
問
尊
重
と

い
う
時
代
的
構
想
を
さ
か
の
ぼ
り
、
〈
文
学
芸
術
〉
の
価
値
を
〈
実
用
学

間
〉
と
同
様
の
水
準
に
ま
で
載
め
る
と
こ
ろ
に
思
想
的
戦
略
を
据
え
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
こ
そ
、
明
治
一

0
年
代
に
立
っ
て
い
た
〈
真
理
探
究

者
〉
と
し
て
の
二
葉
亭
の
主
体
的
な
位
泄
が
あ
っ
た
。
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以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
一
＿
葉
亭
の
文
学
論
の
根
底
に
は
明
治
初
期

か
ら
綿
々
と
流
れ
て
い
た
〈
実
学
尊
重
〉
と
い
う
時
代
思
潮
の
中
で
「
文

学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
無
用
視
さ
れ
た
時
代
的
観
念
を
真
っ
正
面
か
ら

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
そ
の
戦
略
的
言
説
が
、
〈
文
学
〉

あ
る
い
は
〈
芸
術
〉
の
概
念
を
定
位
す
る
時
、
つ
ね
に
〈
学
問
〉
と
並
立

さ
せ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

そ
の
並
立
は
た
ん
な
る
並
立
で
は
な
い
。
「
（
学
問
を
研
く
に
し
ろ
小
説

を
書
く
に
し
ろ
ー
引
用
者
注
）
か
う
道
を
異
に
す
れ
ど
到
着
く
所
は
真
理

と
い
ふ
に
他
な
ら
な
」
い
と
い
う
文
章
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
言
説

に
お
い
て
〈
文
学
芸
術
〉
と
〈
学
問
〉
を
媒
介
す
る
用
語
が
真
の
模
写
対

象
と
し
て
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
二
第
亭
は
、
「
小
説
総

論
」
で
「
真
理
」
と
概
念
系
を
ひ
と
し
く
す
る
「
意
」
や
「
イ
デ
ア
」
を
、

〈
文
学
芸
術
〉
と
〈
学
問
〉
の
両
分
野
で
と
も
に
穿
竪
す
べ
き
共
通
の
究

極
的
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
文
学
芸
術
の
目
的
も
学

問
と
同
じ
く
物
事
の
本
質
の
「
意
」

(11
真
理
）
を
穿
竪
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
た
め
、
文
学
の
価
値
は
学
問
と
同
一
だ
と
い
う
論
理
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
〈
文
学
芸
術
〉
も
〈
学
問
〉
も
と
も
に
そ
の
究

極
的
な
探
究
の
到
達
点
が
こ
の
「
真
理
」
に
あ
る
が
ゆ
え
、
同
一
の
価
値

を
半
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
二
葉
亭
の
理
論
構
築
に
お
け
る
「
真
理
」

と
い
う
用
語
の
成
立
過
程
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
「
真
理
」
と
い
う
用
語

を
一
―
葉
亭
が
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
を
見
る
と
、
い
か
に
意
識
的
で

五

〈
智
〉
の
根
源
と
し
て
「
真
理
」

ー
ロ
シ
ア
語
の
翻
訳
ー

の
成
立

あ
る
か
が
わ
か
る
。
二
葉
亭
が
最
初
に
「
真
理
」
と
い
う
言
薬
を
使
っ
た

の
は
、
前
で
言
及
し
た
よ
う
に
「
美
術
の
本
義
」
で
あ
っ
た
。
二
葉
亭
は
、

物
事
の
存
在
を
「
意
」

(
i
d
e
a
)

/
「
形
」

(form)
で
二
分
類
し
た
際
、
そ

の
「
意
」
に
相
当
す
る
「
イ
デ
ア
」
を
「
意
匠
の
由
て
生
ず
る
所
の
も
の

は
真
理
な
り
（
中
略
）
自
ら
真
理
を
生
ず
る
と
は
真
理
の
独
生
（
そ
の
固

有
の
時
間
を
経
過
し
て
発
達
す
る
こ
と
）
す
る
を
云
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、

〈
真
理
〉
と
い
う
言
葉
で
翻
訳
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
二
葉
亭
は
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」
で
あ
る
は
ず
の
言
葉

を
「
真
理
」
と
訳
し
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
右
の
文
章
の

意
識
的
な
誤
訳
に
こ
そ
、
二
葉
亭
の
「
真
理
」
と
い
う
用
語
へ
の
強
烈
な

執
着
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
「
美
術
の

本
義
」
の
別
の
個
所
で
〈
真
理
・
真
実
〉
を
意
味
す
る
「
H

C

T

H

H

a

」

と
い
う
ロ
シ
ア
語
を
正
し
く
〈
真
理
〉
と
訳
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ

う
に
、
ロ
シ
ア
語
の
二
つ
の
異
な
る
単
語
を
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
存
在

の
根
源
を
意
味
す
る
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」
と
い
う
用
語
を
〈
真
理
〉

と
い
う
―
つ
の
単
語
で
訳
し
て
い
る
意
図
は
、
「
小
説
総
論
」
で
〈
学
問
〉

の
「
意
」

(11
「
イ
デ
ア
」
）
と
〈
芸
術
〉
の
「
意
」
と
を
同
じ
レ
ベ
ル
に

位
置
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
小
説
総
論
」

の
「
意
」
に
相
当
す
る
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」
を
「
真
理
」
と
訳
し
、

そ
の
「
意
」
が
〈
学
問
〉
・
〈
芸
術
〉
の
究
極
的
な
到
達
点
と
同
一
化
し
、

そ
し
て
「
（
学
問
を
研
く
に
し
ろ
小
説
を
書
く
に
し
ろ
）
到
着
く
所
は
真

理
と
い
ふ
に
他
な
ら
な
」
い
と
結
論
づ
け
る
と
こ
ろ
に
ま
さ
し
＜
―
-
葉
亭

独
特
の
〈
智
〉
の
根
源
と
し
て
の
「
真
理
」
の
成
立
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。

実
際
、
当
時
の
〈
啓
蒙
思
想
〉
が
初
め
て
〈
学
問
〉
と
名
付
け
ら
れ
た
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言
説
を
見
る
と
、
探
究
の
究
極
的
な
対
象
、
つ
ま
り
〈
智
〉
の
根
源
を

「
真
理
」

(
t
r
u
t
h
)

と
い
う
概
念
で
把
握
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

①
学
は
知
る
こ
と
の
積
み
重
り
な
り
と
い
ふ
と
も
、
惟
だ
徒
ら
に
多
く

知
る
を
以
て
学
問
と
な
す
に
は
あ
ら
ず
、
何
事
に
も
あ
れ
、
其
源
由

よ
り
し
て
其
真
理

(
t
r
u
t
h
)

を
知
る
を
学
と
な
す
な
り
、
（
中
略
）

箇
条
の

H
的
に
於
て
は
貞
理
の
性
質
を
持
有
す
と
は
凡
そ
事
物
に
於

て
夫
れ
夫
れ
に
惟
―
つ
の
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
真
理
な
る
も
の
あ
り

之
を
捕
ま
え
得
て
保
持
す
る
を
云
ふ
な
り
（
中
略
）
故
に
学
者
専
ら

講
究
し
、
物
に
就
て
真
理
を
極
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
を
講
究
し
て

其
真
理
を
知
る
と
き
は
開
物
成
務
、
厚
生
利
用
、
又
孔
子
の
語
に
飽

(26) 

食
暖
衣
逸
居
の
処
に
至
る
も
亦
容
易
な
り
と
す

②
理
学
者
ハ
惟
宇
宙
間
何
ニ
テ
モ
真
理
ヲ
発
見
ス
ル
ヲ
目
的
ト
シ
、
其

実
地
二
効
用
有
ル
ヤ
否
ヲ
問
ハ
ズ
ト
雖
、
真
理
ヲ
発
見
シ
知
識
ヲ
広

(27) 

ム
ル
ハ
一
ト
シ
テ
早
晩
実
地
ノ
利
益
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ

③
学
術
は
真
理
な
り
（
中
略
）
学
術
上
の
真
理
と
い
へ
ば
、
一
定
不
変

の
物
を
指
す
（
中
略
）
教
法
上
に
至
り
て
は
、
そ
の
真
理
の
分
は
人

函）

心
世
道
を
利
益
す
る
最
用
最
厘
の
も
の
な
り

④
抑
々
学
問
ナ
ル
モ
ノ
、
帰
旨
ヲ
如
何
卜
繹
ス
ル
ニ
畢
虎
天
地
間
事
物

ノ
真
理
ヲ
究
明
ス
ル
ノ
外
二
出
テ
サ
ル
ヘ
シ
ト
信
ス
果
シ
テ
然
ラ
ハ

学
問
ナ
ル
モ
ノ
ハ
決
シ
テ
時
代
卜
場
所
ト
ニ
応
シ
テ
変
ス
ル
モ
ノ
ニ

(29) 

ハ
非
サ
ル
ヘ
シ

と
い
う
言
説
群
が
う
か
が
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
学
問
の
目
的
は
ま
さ
に

「
真
理
」

(
t
r
u
t
h
)

に
た
ど
り
着
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
真
理
」

は
現
実
の
実
質
的
な
利
益
、
す
な
わ
ち
人
間
の
現
実
の
営
み
に
お
け
る
〈
実

用
的
〉
で
〈
炊
用
的
〉
な
機
能
を
持
つ
概
念
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
―
第

亭
の
前
の
文
章
も
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
延
長
上
に
お
い
て
〈
智
〉
の
根

源
と
し
て
「
真
理
」
を
把
握
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
英
語
の

「t
r
u
t
h
」
に
相
当
す
る
「
H

C

T

H

H

a

」
を
「
真
理
」
と
訳
す
と
同
時

に
、
す
べ
て
の
物
事
の
現
象
の
根
源
を
意
味
す
る
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ア
」

も
「
真
理
」
と
訳
し
、
そ
れ
を
〈
学
間
〉
と
〈
文
学
芸
術
〉
が
窮
極
的
に

到
る
べ
き
共
通
の
分
母
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
だ
。
「
神
の
絶
対
的
イ
デ

ア
」
が
、
当
時
輻
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
学
問
上
の
「
真
理
」
へ
と
転
化

さ
せ
、
そ
の
一
方
で
文
学
芸
術
に
お
け
る
美
の
実
在
で
あ
る
「
イ
デ
ア
」

を
実
用
学
問
上
の
智
の
根
源
で
あ
る
「
真
理
」
へ
と
変
容
さ
せ
る
、
そ
こ

に
こ
そ
二
葉
亭
の
文
学
認
識
の
出
発
点
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

二
葉
亭
に
と
っ
て
文
学
に
お
け
る
模
写
の
対
象
で
あ
る
「
真
理
」
と
い

う
概
念
が
、
こ
の
よ
う
に
〈
智
〉
の
根
源
を
意
味
す
る
〈
学
問
〉
上
の

「
真
理
」
と
詞
一
に
考
え
ら
れ
た
と
い
う
根
拠
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

ニ
莱
亭
に
と
っ
て
「
真
理
」
と
い
う
概
念
は
、
小
説
で
模
写
す
べ
き
真
の

対
象
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
も
う
一
方
で
は
、
「
是
れ
（
前
時
代
の
小

説
に
専
念
す
る
こ
と
ー
引
用
者
注
）
は
文
単
家
の
生
涯
な
り
小
説
家
は

（
中
略
）
学
者
も
道
徳
家
も
眼
の
と
ゞ
か
ぬ
所
に
於
て
真
理
を
探
り
出
し

以
て
自
ら
安
心
を
求
め
か
ね
て
衆
人
の
世
渡
の
助
と
も
な
ら
ば
あ
に
可
な

ら
す
や
さ
れ
ば
小
説
は
瑣
事
に
あ
ら
ず
之
を
い
や
し
と
い
ふ
は
非
な

り
」
と
い
う
言
説
が
示
す
よ
う
に
、
現
実
の
人
間
に
〈
実
用
的
〉
な
も
の
、

価
値
あ
る
も
の
と
し
て
も
位
罹
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
認
識
に

も
と
づ
い
て
「
真
理
」
探
究
を
目
指
す
新
小
説
を
前
時
代
の
小
説
と
区
別

し
て
い
た
。
文
学
と
は
〈
無
用
〉
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
強
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か
っ
た
時
代
に
、
二
葉
亭
は
「
真
理
」
と
い
う
概
念
を
媒
介
に
し
て
文
学

を
〈
実
用
的
〉
な
も
の
と
し
て
捉
え
返
そ
う
と
し
た
。
そ
の
根
拠
は
〈
実

用
学
問
〉
の
「
真
理
」
の
〈
実
用
性
〉
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
概
念
の
同
一
化
を
背
景
と
す
る
一
一
葉
亭
の
「
真
理
論
」
は
、
当
時

の
一
定
不
変
な
性
質
を
持
つ
「
実
用
学
問
」
上
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念

の
借
用
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
〈
文
学
〉
の
「
真
理
」
に
も
〈
実

用
学
問
〉
の
「
真
理
」
に
相
当
す
る
市
民
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
っ
た
。
こ
こ
に
ま
さ
し
＜
―
-
築
亭
の
文
学
論
の
時
代
の
文
化
思
潮
と
か

か
わ
る
文
学
史
的
意
味
が
半
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

二
葉
亭
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念
は
当
時
の
啓
蒙
思
想
あ
る
い
は
近
代

科
学
思
想
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
以
上
、
そ
の
「
真
理
」
が
つ
ね
に
一
定

不
変
の
絶
対
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
必
然
の
結
果
だ
と

も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
「
運
動
・
変
化
・
発
展
」
の

属
性
を
持
つ
ベ
リ
ー
ン
ス
キ
ー
の
「
イ
デ
ア
」
が
「
万
古
不
変
の
必
然
的

な
も
の
」
と
し
て
、
た
だ
「
宇
宙
間
の
森
羅
万
象
の
中
に
あ
る
」
絶
対
的

一
定
不
変
の
も
の
へ
と
概
念
を
転
移
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
よ

スっ
こ
う
し
て
、
二
築
亭
は
文
学
に
お
け
る
模
写
の
真
の
対
象
で
あ
る
「
真

理
」
を
当
時
の
実
用
的
学
問
に
お
け
る
〈
智
〉
の
根
源
で
あ
っ
た
「
一
定

不
変
の
真
理
」
と
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
文
学
芸
術
〉
そ
の
も

の
も
決
し
て
社
会
的
に
「
卑
し
く
」
役
に
立
た
な
い
も
の
で
な
い
、
〈
有

用
〉
な
対
象
と
し
て
高
揚
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
さ
し
く
こ
こ
に
こ
そ
、

明
治
一

0
年
代
と
い
う
〈
文
学
環
境
〉
の
中
で
文
学
へ
の
道
に
踏
み
出
し

た
―
一
葉
亭
が
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
―
つ
の
険
峻
な
山
が

あ
っ
た
の
だ
。

「
小
説
総
論
」
を
発
表
し
て
以
来
、
二
葉
亭
は
以
上
の
模
写
理
論
で
目

配
り
し
て
い
た
「
学
問
」
と
「
芸
術
」
の
関
係
性
と
い
っ
た
問
題
を
、
一

連
の
ロ
シ
ア
の
文
学
（
芸
術
）
評
論
の
翻
訳
と
い
う
か
た
ち
で
呈
示
し
て

い
る
。

美
術
は
猶
学
問
の
如
く
、
先
ず
物
の
皮
を
剥
て
、
中
に
籠
れ
る
真

理
を
取
出
し
、
而
し
て
後
ち
に
真
理
に
任
せ
て
自
在
に
人
の
所
説
所

願
の
上
に
働
か
し
む
も
の
な
り
（
「
カ
ー
ト
コ
フ
氏
美
術
俗
解
」
）

凡
そ
学
術
は
物
を
変
じ
て
意
思
と
な
し
、
美
術
は
意
思
を
変
じ
て

物
と
な
す
。
学
術
は
実
在
の
物
を
変
じ
て
虚
霊
の
物
と
な
し
、
美
術

は
虚
霊
の
物
を
変
じ
て
実
在
の
物
と
な
す
。
（
中
略
）
学
術
に
在
り

て
は
種
々
の
物
象
智
識
に
築
ま
り
、
美
術
に
在
り
て
は
智
識
種
々
の

物

象

に

変

ず

。

（

「

学

術

と

美

術

の

差

別

」

）

こ
の
引
用
言
説
が
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
に
、
こ
の
文
学
論
で
中
心
的
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
問
題
意
識
、
つ
ま

り
「
文
学
芸
術
」
に
し
て
「
学
問
」
と
対
等
な
位
買
を
与
え
よ
う
と
す
る

意
図
の
延
長
と
い
え
る
、
さ
ら
に
、
こ
の
文
学
評
論
の
翻
訳
が
明
治
ニ
―
―

年
に
訳
さ
れ
た
「
文
学
の
本
色
及
び
平
民
と
文
学
の
関
係
」
と
い
う
評
論

の
端
占
き
に
弁
じ
た
「
私
の
之
を
訳
し
た
の
は
、
此
訳
文
に
依
り
て
、
露

国
の
批
評
家
の
識
力
を
世
に
吹
聴
せ
ん
が
為
め
で
は
な
く
、
若
し
此
中
に

我
邦
の
時
弊
に
適
切
な
議
論
が
あ
り
は
す
ま
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
す
」

と
い
う
問
題
意
識
と
共
鳴
し
て
い
る
と
い
え
ば
、
二
朗
亭
は
文
学
論
の
翻

訳
を
と
お
し
て
「
文
学
無
用
」
と
い
う
こ
の
時
代
の
「
時
弊
」
を
払
拭
し

...... 
ノ‘

む
す
び
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よ
う
と
す
る
熾
烈
な
意
図
に
依
然
と
し
て
燃
え
続
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
「
小
説
総
論
」
を
中
心
と
し
た
模
写
小
説
論
や
ロ
シ
ア

文
学
論
の
翻
訳
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
一
―
葉
亭
の
胸
中
に
は
、
〈
文
学
芸
術
〉
、

と
り
わ
け
〈
小
説
〉
の
社
会
的
位
置
の
高
揚
と
い
っ
た
意
図
が
貰
い
て
い

た
と
い
え
る
。
こ
の
役
割
こ
そ
、
欧
米
の
実
用
的
・
科
学
的
学
問
の
積
極

的
な
受
容
を
意
味
す
る
、
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
思
想
の
繰
り
広
が
る
真
ん
中
で

学
校
教
育
を
受
け
た
一
＿
葉
亭
が
不
毛
の
地
、
文
学
理
論
の
領
域
で
担
っ
て

い
た
〈
文
学
環
境
〉
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
に

際
し
て
、
そ
の
答
え
と
し
て
導
か
れ
た
道
筋
と
な
っ
た
の
が
ま
さ
し
く
、

模
写
の
対
象
と
し
て
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念
の
成
立
で
あ
り
、
〈
智
〉

の
根
源
と
し
て
の
「
真
理
」
の
成
立
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

注
本
論
に
引
用
し
た
二
葉
亭
四
迷
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
二
葉
亭
四
迷
全
格
』
（
筑
摩
書
房
）

に
よ
る
。
一
＿
葉
亭
四
迷
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
、
出
典
の
み
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
引
用
文
の
中
で
、
旧
字
体
の
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

(
l
)
畑
有
三
「
二
葉
亭
四
迷
ー
「
真
理
l

探
究
と
文
学
者
の
成
立
ー
」
（
日
本
文
学
協

会
編
『
日
本
文
学
』
、
一
九
六
五
年
十
一
月
）
一

1
J
L
頁
参
考
。

(2)
岩
城
準
太
郎
「
自
然
主
義
以
前
の
作
家
（
上
）
ー
ニ
葉
亭
四
迷
ー
」
（
「
岩
波
講

座
日
本
文
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
―
一
年
四
月
）
八
頁
。

(3)
坪
内
逍
遥
「
ヤ
ヨ
賄
暫
ら
く
、
白
雪
山
人
に
物
申
さ
ん
」
（
『
読
売
新
聞
』
、
一
八

八
七
年
一
月
ニ
―

B
)
。

(
4
)
石
田
忠
彦
「
坪
内
逍
遥
研
究
』
・
（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
二
＿
―
-
三
貞
。

(5)
坪
内
逍
遥
「
二
葉
亭
の
こ
と
」
、
『
柿
の
帯
」

(6)
黒
沢
峯
夫
訳
「
芸
術
の
理
念
」
（
『
比
較
文
学
年
誌
』
、
東
京
＂
早
稲
田
大
学
比
較

文
学
研
究
会
、
一
九
七
C
年
三
月
）
＾
一
五
頁
。

(
7
)
十
川
信
介
「
「
実
相
」
と
「
症
相
」
ー
「
小
説
総
論
」
に
つ
い
て
ー
」
（
「
増
補
ニ

葉
亭
四
迷
論
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
）
一
五
二
頁
。
-

(
8
)
十
川
、
前
掲
論
文
、
一
六
七
頁
。

(9)
北
岡
誠
司
「
「
小
説
総
論
j

材
源
考

I
-
＿
葉
亭
と
ベ
リ
ン
ス
キ
l
_
l
（
日
本
文

学
研
究
資
料
刊
行
会
編
「
坪
内
逍
遥
・
二
葉
亭
四
迷
j

、
有
精
常
、
一
九
八
四
年
）

一
六
六
頁
。

(10)
黒
沢
、
前
掲
論
文
、
一
三
七
参
考
。

(11)
北
岡
、
前
掲
論
文
、
一
六
六
頁
。

豆
）
十
川
、
前
掲
論
文
。

(13)
中
村
正
直
「
漢
学
不
可
廃
論
」
（
『
明
治
文
学
全
躾
3
明
治
啓
蒙
思
想
集
」
、
一
九

六
七
年
）

W
-
八
ー
三
一
九
頁
（
初
出
年
は
一
八
八
七
年
五
月
）
。

(14)
西
固
『
百
学
連
環
』
（
『
日
本
近
代
思
想
大
系
14
科
学
と
技
術
j

、
岩
波
書
店
、
一

九
八
几
年
）
六
七
i
六
九
頁
（
初
出
年
は
一
八
七
0
年）。

(15)
伊
岐
定
子
「
宗
教
真
仮
論
」
（
『
女
学
雑
誌
]
第
四
四
号
、
女
学
雑
誌
社
、
一
八
八

六
年
―
二
月
）
七
四
頁
。

(16)
①
坪
内
逍
遥
「
柳
亭
種
彦
の
評
判
」
（
『
中
央
学
術
雑
誌
l

第
三
四
号
、
一
八
八
六

年一

0
月
）
四
四
i
四
五
頁
。

②
坪
内
逍
遥
『
内
地
雑
居
未
来
の
夢
』
（
『
逍
遥
選
躾
」
、
第
一
書
房
、
一
九
七
七

年
）
五
六
三
頁
と
六
七
四
ー
六
七
五
頁
。

③
坪
内
逍
遥
「
美
術
論
」
（
『
明
治
文
化
全
集
第
―
二
巻
』
、
日
本
評
論
社
、
一
九

ニ
八
年
）
五
五
八
i
五

i

ハ
n自
頁
（
初
出
誌
と
初
出
年
は
『
大
日
本
美
術
新
報
」

一
八
八
七
年
一
月
）
。

(17)
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』
（
『
明
治
文
学
全
集
1
6

坪
内
逍
遥
集
」
、
筑
摩
書
房
、
一

九
六
九
）
四
頁
と
七
頁
。

(18)
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
概
念
」
（
作
品
社
、
▲
九
九
八
年
）
―

-
0
九
頁
。

(19)
坪
内
逍
遥
が
「
小
説
改
良
」
を
掲
げ
た
際
、
彼
も
こ
の
〈
実
学
尊
重
〉
／
〈
詩

歌
，
小
説
無
用
論
〉
と
い
っ
た
時
代
的
思
潮
を
充
分
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

明
治
一
八
年
五
月
一
〇

□日
付
の
『
説
売
新
聞
」
で
、
浅
野
狂
夫
と
い
う
人
が

「
想
の
日
新
す
る
今
日
に
在
て
ハ
詩
学
の
困
難
益
す
増
加
し
て
辿
も
其
希
望
を

達
す
る
事
能
は
ざ
る
べ
し
左
れ
バ
詩
歌
に
熱
心
な
る
志
望
を
他
の
学
芸
に
移
し

日
進
文
明
の
流
に
沿
ふ
て
有
益
の
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
今
日
の
急
務
な
り
」

（
「
詩
歌
ハ
文
明
と
並
進
せ
ず
」
）
と
主
張
し
た
こ
と
に
反
発
し
て
、
二
日
後
の
同

新
聞
で
「
詩
歌
に
も
改
良
の
方
法
あ
り
美
術
に
も
進
化
の
次
第
あ
る
を
奄
も
党
ら
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チ
ョ
ン
ビ
ョ
ン
ホ

れ
ざ
る
も
の
A

如
し
」
「
美
術
ハ
国
家
の
花
と
も
い
ふ
べ
く
実
学
ハ
其
葉
其
枝
な

り
」
「
実
利
に
の
み
偏
る
」
（
「
詩
歌
の
改
良
」
）
こ
と
に
問
題
提
起
し
な
が
ら
「
美

術
の
改
良
」
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
考
え
が

理
論
的
に
構
築
さ
れ
る
の
は
一
．
薬
亭
の
[
真
理
論
」
の
影
響
を
受
け
て
か
ら
だ
と

い
え
る
。

(20)
十
川
信
介
「
逍
遥
か
ら
二
蕪
亭
へ
」
（
前
掲
書
）
―
―

-
0
二
頁
。

(21)
福
沢
諭
吉
「
学
問
の
す
A

め
」
（
言
日
本
現
代
文
学
全
集
2
』
、
講
該
社
、
一
九
六

九
年
）
八
貞
゜

(22)
上
の
書
、
一
四
頁
。

(23)
柳
田
泉
『
明
治
初
期
の
文
学
思
想
上
巻
』
（
春
秋
社
、
一
九
六
五
年
）
六
五
頁
参

考。

(24)
森
鴎
外
二
し
が
ら
み
草
紙
」
の
本
領
を
論
ず
」
（
「
し
が
ら
み
草
紙
』
第
一
号
、

新
声
社
、
一
八
八
九
年
一

0
月
）
二
具

(25)
①
伊
藤
隆
一
一
郎
「
時
務
ヲ
知
ル
ハ
真
ノ
仙
者
ナ
ル
ノ
説
」
（
『
小
学
雑
誌
』
第
七

四
、
修
正
社
、
・
八
八
四
年
二
月
）
四
―
一
頁
。

②
小
川
剛
「
誂
佐
々
木
賜
君
駁
伊
藤
隆
次
郎
君
論
」
（
第
八
四
号
、
一
八
八
四
年

四
月
）
―

1
0
四
頁
。

③
曾
我
三
郎
「
詩
歌
ヲ
弁
ジ
テ
諸
子
二
告
グ
」
（
第
八
六
号
、
一
八
八
四
年
五
月
）

二
ふ
四
i
―
一
三
五
頁
。

④
山
村
泰
蔵
五
5

歌
ノ
学
今
世
二
急
ナ
ラ
ズ
」
（
第
八
九
号
、
一
八
八
四
年
五
月
）

ニ
八
四
頁
。

(26)
西
周
『
百
学
連
環
』
、
五
五
＼
七

0
頁。

(27)
菊
池
大
麓
「
理
学
之
説
」
(
『

H
本
近
代
思
想
大
系
1
4

科
学
と
技
術
』
）
―
―
―
一
六

頁。

(28)
中
村
正
直
「
漢
学
不
可
廃
論
」
、
三
一
八

i-
―
-
／
九
頁
。

(29)
加
藤
弘
之
「
何
ヲ
カ
学
問
卜
云
フ
」
（
『
学
芸
雑
誌
』
第
一
六
巻
、

月
）
四
八
八
頁
。
)

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

一
八
八
五
年
四

文
芸
・
言
語
研
究
科

文
学
）
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