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宇
宙
的
総
体
の
根
底
に
存
在
す
る
世
界
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

の
か
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
は
マ
ー
ャ
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
か
い
ま
に
葡
萄
の
葉
と

蔓
を
冠
と
し
、
虎
に
引
か
せ
た
戦
車
に
乗
っ
た
デ
ィ
オ
’
一
ソ
ス
の
神
を
坊
佛

さ
せ
た
。
又
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
仮
象
・
現
象
の
世
界
を
つ
か
さ

ど
る
青
年
神
・
ア
ポ
ロ
を
対
置
し
た
。
デ
ィ
オ
’
一
ソ
ス
は
ニ
ー
チ
ェ
を
ま
つ

、
、
、
、

ま
で
も
な
く
、
本
来
的
に
わ
れ
わ
れ
が
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
も
の
自
体
〉
の

世
界
で
あ
り
絶
対
的
な
実
体
（
対
象
）
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ア
ポ

ロ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
宇
宙
の
本
体
を
っ
か
の
ま
て
ら
す
鏡
で
あ
り
、
デ

ィ
オ
ニ
ソ
ス
を
か
い
ま
み
せ
る
表
象
で
あ
り
、
形
而
上
的
世
界
を
つ
か
さ
ど

る
神
で
あ
る
。
本
来
人
間
は
宇
宙
的
一
塊
の
デ
ィ
オ
’
一
ソ
ス
の
分
身
と
し
て

、
、

生
ま
れ
た
は
ず
だ
。
だ
が
人
間
の
知
性
は
そ
れ
に
反
逆
し
、
さ
ら
に
さ
ら
に

人
間
を
孤
立
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
デ
ィ
オ
’
一
ソ
ス
の
冠
か
ら
人
間
が
分
離
し

飛
翔
し
た
時
、
ア
ポ
ロ
の
神
が
う
ま
れ
宇
宙
的
総
体
の
中
に
一
つ
の
別
の
認

創
作
行
為
と
批
評
行
為

ー

創
作
行
為
と
批
評
行
為

Ｉ
あ
る
い
は
主
体
と
対
象
の
論
理
構
造
序
説
Ｉ
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サ
ル
ト
ル
の
い
う
即
自
存
在
と
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
存
在
。
対
自

存
在
と
は
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
人
間
の
意
識
で
あ
る
。
即
自
存
在
と
対
自

℃
、

存
在
は
宇
宙
的
存
在
を
構
成
す
る
二
つ
の
「
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述

の
デ
ィ
オ
’
一
ソ
ス
と
ア
ポ
ロ
の
二
神
に
具
現
さ
れ
る
。
認
識
論
か
ら
い
え
ば

一
方
は
意
識
さ
れ
る
存
在
（
物
）
で
あ
り
、
一
方
は
意
識
す
る
存
在
（
人
間
）

識
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
『
存
在
と
無
」
の
中
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

も
し
即
自
と
対
自
と
が
、
存
在
の
二
つ
の
様
相
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ

に
存
在
と
い
う
観
念
の
ふ
と
こ
ろ
に
一
つ
の
空
隙
が
あ
る
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
ま
た
存
在
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
の
了
解
は
、

存
在
と
い
う
こ
の
観
念
の
外
延
が
、
根
底
的
に
異
質
的
な
二
つ
の
類
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
た
が
い
に
交
通
不
能
な

①

こ
の
二
つ
の
部
分
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

安
森
敏 少

隆



で
あ
る
。
一
方
を
対
象
（
自
然
対
象
）
と
呼
び
一
方
を
主
体
（
人
間
主
体
）

と
呼
ぶ
と
き
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の
相
関
関
係
の
メ
カ
ニ
ス
ム
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
即
自
と
対
自
と
い
う
二
元
論

の
ま
ま
で
「
た
が
い
に
交
通
不
能
」
な
る
も
の
と
し
て
放
榔
し
て
し
か
る
。
へ

き
も
の
だ
ろ
う
か
。
対
象
は
人
間
主
体
の
外
に
あ
り
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ

又
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
概
念
を
共
時
的
存

在
と
し
て
同
時
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

私
（
人
間
主
体
）
か
ら
山
（
も
の
自
体
）
を
き
り
は
な
し
た
機
図
と
私
と

山
を
共
時
的
存
在
と
考
え
る
構
図
は
根
本
的
に
違
う
と
思
う
．
前
者
は
人
間

的
、
現
実
的
反
映
論
で
あ
り
、
後
者
は
全
体
論
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
「
神
の

目
」
へ
の
止
揚
が
あ
り
、
ダ
イ
レ
ク
ト
な
現
実
認
識
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
真
の
宇
宙
は
、
対
象
と
主
体
を
切
り
は
な
し
て
考
え
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
二
つ
を
包
含
し
た
姿
そ
の
も
の
の
中
に
宇
宙
的
総
体
の
本
質

は
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
発
達
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
札

対
象
の
相
互
関
係
の
中
に
、
根
源
的
な
真
実
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
と
ば
を
か
え
れ
ば
、
対
象
は
主
体
の
、
主
体
は
対
象
の
鏡
で
あ
り

自
己
を
う
つ
す
手
鏡
で
あ
る
。
だ
が
、
対
象
と
主
体
が
出
あ
い
、
交
歓
し
、

う
ま
れ
か
わ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
又
ど
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

二
つ
は
出
あ
い
、
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
よ
う

は
、
こ
の
二
つ
の
弁
証
法
が
ど
う
し
て
成
り
立
ち
、
又
成
り
た
た
せ
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
。

対
象
と
主
体
と
の
相
関
関
係
は
い
ま
や
批
評
家
の
手
に
よ
っ
て
文
学
の
問

題
と
し
て
根
源
的
に
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

勘

軍

伶
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一

、
、
、
、

一
つ
の
作
品
が
出
来
る
過
程
に
お
い
て
従
来
の
作
者
と
作
品
と
い
う
平
面

的
二
点
論
か
ら
飛
躍
し
、
三
つ
の
視
点
を
想
定
し
、
お
の
お
の
そ
れ
ら
を
独

自
な
も
の
と
し
て
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
の
は
詩

人
・
入
沢
康
夫
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
作
者
と
作
品
の
二
つ
の
関
係

だ
け
で
作
品
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
従
来
の
平
面
的
な
方
法
論
に
一
点

メ
カ
ニ
ス
ム

を
さ
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
詩
の
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す
る
劃
期
的
な

発
言
で
あ
っ
た
。
だ
が
「
発
話
者
」
と
い
う
新
し
い
概
念
導
入
は
多
分
に
暖

昧
な
要
素
を
含
み
、
彼
の
い
う
「
詩
人
（
作
者
）
」
「
発
話
内
容
の
中
心
人
物

（
主
人
公
上
と
い
う
言
葉
の
概
念
と
切
り
は
な
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

混
同
さ
れ
や
す
い
こ
と
に
気
づ
く
。

彼
は
与
謝
野
寛
の
詩
『
誠
之
助
の
死
』
部
分
を
引
用
し
な
が
ら
、
詩
人

ｌ
話
者
ｌ
主
人
公
の
関
係
を
具
体
的
に
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

一
篇
の
詩
作
品
の
構
造
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
詩
人
（
作
者
）
と

発
話
者
と
、
発
話
内
容
の
中
心
人
物
（
主
人
公
）
と
の
三
者
は
、
ま
ず
第

一
に
区
別
す
る
方
向
で
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
品
に
よ
っ
て
は
、

こ
の
三
者
の
、
第
一
と
第
二
が
、
あ
る
い
は
第
二
と
第
三
が
、
さ
ら
に
ま

た
第
一
と
第
二
と
第
三
が
、
同
一
視
さ
れ
か
ね
な
い
場
合
も
し
ば
し
ば
あ

る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
さ
え
、
こ
の
三
者
の
関
係
は
十
分
な
点

②

検
に
あ
た
い
す
る
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
ご
と
く
、
こ
れ
は
「
大
逆
事
件
」
に
連
坐
し
て
死
刑
に
な
っ
た

、



》

そ
う
で
は
あ
る
。

た
し
か
に
こ
の
詩
の
よ
う
に
単
純
な
構
図
し
か
も
た
な
い
場
合
は
そ
う
で

あ
る
か
の
ど
と
く
思
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
《
話
者
》
の
立
場
と
は
至

極
暖
昧
な
認
識
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
言
語
の
修
辞
的
問
題
と
し

て
《
発
話
者
》
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
《
詩
人
（
作
者
）
》
と
共
有
す
る
部
分

を
わ
か
ち
も
ち
、
又
哲
学
的
問
題
と
し
て
《
発
話
者
》
を
考
え
れ
ば
《
主
人

公
》
と
共
有
す
る
部
分
を
わ
か
ち
も
つ
。
そ
れ
は
入
沢
康
夫
が
《
発
話
者
》

の
概
念
を
作
者
と
主
人
公
と
の
中
間
点
に
位
置
さ
せ
、
固
定
化
さ
せ
ん
と
し、

た
こ
と
に
起
因
す
る
。
特
に
《
詩
人
（
作
者
）
》
と
い
う
も
の
の
存
在
は
観

、
、
、
、
、
、

念
的
認
識
論
的
に
だ
け
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
存
在
す
る
の
は
人
間
Ａ
で
あ

り
人
間
Ｂ
で
あ
る
。
《
詩
人
（
作
者
）
》
と
い
う
も
の
の
認
識
は
《
発
話
者
》

、
、

と
い
う
も
の
の
認
識
の
類
概
念
で
あ
り
、
後
述
す
る
ご
と
く
知
識
の
所
産
と

創
作
行
為
と
批
評
行
為

友
人
・
大
石
誠
之
助
を
主
題
に
し
た
詩
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
前
記

の
三
者
を
区
別
す
る
と
、
《
詩
人
》
は
、
こ
の
作
品
を
作
っ
た
与
謝
野
寛

で
あ
り
、
《
話
者
》
は
、
大
石
の
死
を
「
い
い
気
味
な
」
と
語
っ
て
い
る

「
わ
た
し
」
で
あ
り
、
《
主
人
公
》
は
大
石
誠
之
助
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
《
詩
人
》
は
、
大
石
の
死
を
「
い
い
気

味
」
な
ど
と
思
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
《
話
者
》
と
は

反
対
の
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
《
人
》
と
《
話
者
》
の
関
係
は
単
に
判

断
と
語
調
が
転
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
簡
単
な
反
語
的
表
現
に
他
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
読
者
は
《
話
者
》
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
《
話

③

人
》
与
謝
野
の
発
言
と
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

途
、
鑑
勤

主
体
の
側
の
三
段
階
に
そ
っ
て
、
対
象
の
側
も
三
段
階
が
一
応
概
念
上
想

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
（
実
際
は
根
源
的
一
者
ｌ

、
、
、
、

も
の
自
体
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
）

⑩
の
段
階
に
お
い
て
は
人
間
Ａ
な
る
主
体
が
あ
る
。
生
ま
れ
お
ち
て
こ
の

か
た
過
去
を
背
負
い
未
来
を
眺
望
せ
ん
と
し
、
し
、
つ
か
り
現
実
に
立
っ
て
い

る
人
間
の
総
合
的
、
統
括
的
な
姿
で
あ
る
。
そ
の
人
間
主
体
Ａ
は
意
識
す
る

、
、

、
、

と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
場
面
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
、
あ
ら
ゆ
る

し
て
措
定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
よ
う
は
こ
こ
で
、
作
者
よ
り
も
も

っ
と
大
き
な
概
念
導
入
が
三
点
を
成
り
立
た
せ
、
弁
別
さ
せ
る
た
め
に
は
必

あ
や

要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
又
、
入
沢
自
身
も
言
葉
の
文
様
を
別
に
し
て
い

え
ば
そ
の
こ
と
自
身
を
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
入

沢
の
言
葉
を
い
い
か
え
て
主
体
と
対
象
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た

い
と
思
う
。

入
沢
の
い
う
《
詩
人
（
作
者
）
》
を
人
間
主
体
Ａ
に
、
《
発
話
者
》
を
創
作

主
体
ａ
に
移
項
さ
せ
、
《
発
話
内
容
の
中
心
人
物
（
主
人
公
）
》
は
作
品
主
体

メ
カ
ニ
ス
ム

α
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
、
作
品
が
出
来
る
過
程
は

主
体
と
対
象
の
関
係
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気

づ
く
。

(3)（2 (1）
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現
実
（
こ
れ
を
も
の
と
み
て
）
の
対
象
ｘ
と
む
き
あ
っ
て
き
た
し
、
ま
た
む

き
あ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
主
体
と
対
象
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
、

、
、

む
き
あ
い
、
み
つ
め
あ
い
（
矢
印
で
示
唆
）
の
中
に
お
い
て
唾
な
る
観
、
人

司
壬

生
観
、
も
の
の
観
か
た
、
思
想
が
一
個
の
人
間
の
中
に
う
ま
れ
て
く
る
。

お
な
じ
よ
う
な
関
係
が
創
作
行
為
に
う
つ
る
寸
前
の
②
に
お
い
て
も
お
こ

な
わ
れ
る
。
創
作
主
体
ａ
は
人
間
主
体
Ａ
の
一
属
性
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ

バ
ソ
カ
ー

ポ
リ
ス
マ
ソ

パ
ー
ト

は
銀
行
員
で
あ
り
、
警
官
で
あ
る
と
い
っ
た
一
つ
の
分
野
と
考
え
て
お
き
た、

い
。
し
か
し
こ
こ
で
創
作
主
体
ａ
と
物
ｘ
の
間
の
関
係
は
、
主
体
ａ
の
見

、
、
、
、
、
、

る
、
聞
く
、
考
え
る
等
々
の
関
係
に
立
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
創
作
主
体
ａ
の

窓
意
性
に
よ
っ
て
世
界
を
区
切
り
、
切
り
取
る
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

（
と
は
い
え
無
意
識
的
世
界
の
導
入
も
現
実
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
だ

が
。
）創

作
主
体
ａ
で
あ
る
わ
た
し
は
山
（
一
本
の
道
、
海
）
を
さ
ら
に
私
の
興

味
に
あ
わ
せ
た
一
点
に
区
切
っ
て
行
く
。
（
区
切
る
と
は
即
自
に
存
在
す
る

山
の
一
部
分
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
場
合
も
あ
る

し
、
さ
ら
に
思
惟
的
意
識
、
想
像
的
意
識
を
は
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
の

山
か
ら
、
さ
ら
に
世
界
の
山
へ
、
幻
想
の
山
へ
と
夢
を
は
せ
る
こ
と
も
で
き

る
。
）
区
切
ら
れ
た
対
象
ｘ
は
区
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
私
を
規

定
し
私
を
か
え
よ
う
と
自
動
し
は
じ
め
る
。
そ
こ
で
創
作
主
体
ａ
と
対
象
ｘ

の
交
歓
が
お
こ
な
わ
れ
錘
な
る
発
想
が
創
出
さ
れ
る
。
創
出
さ
れ
る
過
程
は

ま
ず
あ
る
も
の
か
ら
直
観
す
る
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
の
う
ち
漠
然
と

し
た
も
の
で
断
片
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
確
な
も
の
へ
展
開
さ
せ
る

た
め
に
言
語
が
使
用
さ
れ
る
。
創
作
主
体
ａ
は
書
く
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て

均
一
、
四
一
●
‐
⑰

四

思
考
を
つ
み
か
さ
ね
、
素
材
で
あ
る
言
語
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界

を
構
築
す
る
。

⑥
の
段
階
は
す
で
に
作
品
の
形
而
上
的
世
界
の
問
題
で
あ
る
。
言
語
と
い

う
記
号
の
媒
介
を
経
て
構
築
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
作
品
主
体
ａ

と
作
品
上
の
他
の
物
〃
と
の
交
歓
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
相
互

関
係
に
よ
っ
て
心
な
る
テ
ー
マ
が
ア
ポ
ロ
の
仲
の
ご
と
く
現
出
す
る
。
作
品

そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
る
。

以
上
の
考
え
方
の
根
底
は
、
主
体
と
対
象
の
相
互
関
係
の
中
に
お
い
て
の

み
宇
宙
的
総
体
の
本
質
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
あ

る
。
以
上
の
説
明
で
は
主
体
の
側
の
三
様
態
に
力
点
を
お
き
す
ぎ
対
象
の
側

の
三
様
態
の
説
明
が
〈
物
Ｘ
〉
〈
物
ｘ
〉
〈
物
だ
〉
と
い
う
暖
昧
な
段
階
の

指
示
し
か
出
来
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
〈
物
〉
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た

か
た
ち
で
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
さ
ら
に
あ
き
ら
か
に
し
て
行
き
た

い
と
思
う
。

人
間
Ａ
を
包
括
し
か
っ
又
相
対
す
る
対
象
の
世
界
（
物
ｘ
）
を
こ
こ
で
は

、
、

〈
自
然
〉
と
呼
び
、
創
作
主
体
ａ
を
包
括
し
か
っ
又
相
対
す
る
対
象
の
世
界

、
、

、
、

（
物
ｘ
）
を
〈
知
識
〉
と
呼
び
、
作
品
主
体
ａ
を
包
括
し
か
つ
又
相
対
す
る

、
、

、
、

対
象
の
世
界
（
物
こ
を
〈
表
現
〉
と
い
う
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ

う
す
る
と
〈
自
然
〉
〈
知
識
〉
〈
表
現
〉
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

そ
し
て
そ
れ
ら
は
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
次
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
こ
で
い
う
〈
自
然
〉
と
は
在
来
の
盆
栽
的
、
墨
絵
的
、
南
画
的
、
漢
詩

趣
味
的
、
短
歌
的
詠
嘆
的
、
俳
文
的
と
い
っ
た
概
念
規
定
を
峻
拒
し
、
人
間

汀

画



主
体
Ａ
を
も
含
め
た
一
切
の
世
界
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
〈
自
然
〉
は
梶

④

木
剛
が
さ
ら
に
わ
け
た
よ
う
に
「
自
然
的
自
然
」
と
「
人
間
的
自
然
」
に
わ

け
る
と
文
学
作
品
を
み
る
場
合
さ
ら
に
有
効
性
を
発
揮
し
て
く
る
。
「
自
然

的
自
然
」
と
は
人
間
の
存
在
と
か
か
わ
り
な
く
即
自
に
存
在
す
る
自
然
の
こ

と
で
あ
る
。
人
間
は
そ
う
し
た
「
自
然
的
自
然
」
の
神
秘
、
不
透
明
さ
を
自

己
化
し
有
用
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
間
的
自
然
」
を
さ
ら
に
拡
大
し
て

行
く
。
そ
の
時
、
人
間
は
他
の
動
物
と
違
い
そ
こ
に
〈
知
識
〉
を
措
定
す
る

の
で
あ
る
。
〈
知
識
〉
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
自
然
〉
を
は
じ
め
て

自
己
化
し
人
間
世
界
に
有
用
的
に
再
編
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

〈
知
識
〉
と
い
う
言
葉
の
よ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
人
間
は
体
験
的
に
又
は
生
活
を
通
し
て
、
又
は
言
語
を
通
し
て
色
灸

の
こ
と
を
「
知
る
」
こ
と
が
出
来
る
。
「
知
る
」
こ
と
は
〈
知
識
〉
の
初
源

的
な
性
格
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
も
の
で
は
な
い
〕
私
は
こ
こ
で
〈
知

識
〉
と
い
う
言
葉
と
〈
知
恵
〉
と
い
う
言
葉
を
「
知
る
」
と
い
う
初
源
の
上

に
立
た
せ
、
区
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
知
識
〉
の
特
立
性
を
あ
き
ら
か
に

し
た
い
と
思
う
。
そ
の
時
、
私
の
脳
裡
に
森
有
正
が
「
経
験
」
と
「
体
験
」

を
は
っ
き
り
区
別
し
認
識
の
世
界
を
拡
大
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
ビ
ィ
ビ

ッ
ド
に
思
い
出
す
。
そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
で
こ
の
〈
知
識
〉
と
〈
知
恵
〉

を
区
分
し
位
置
づ
け
て
み
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
だ
れ
も
「
経
験
」
（
知
識
）
を
は
な
れ
て
存
在
し
な
い
。
人
間

は
す
べ
て
「
経
験
（
知
識
）
を
も
っ
て
い
る
」
わ
け
で
す
が
、
あ
る
人
に

、
、
、
、
、
、

と
っ
て
、
そ
の
経
験
（
知
識
）
の
中
に
あ
る
一
部
分
が
、
特
に
貴
重
な
も

創
作
行
為
と
批
評
行
為

＄

ザ
一
つ

森
有
正
の
い
う
「
経
験
」
を
〈
知
識
〉
に
「
体
験
」
を
〈
知
恵
〉
に
あ
て

、
、
、

は
め
て
み
る
と
き
、
両
者
の
違
い
が
は
っ
き
り
解
っ
て
く
る
。
〈
知
識
〉
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
絶
え
ず
新
し
い
も
の
に
よ
っ
て
こ
わ
さ
れ
て
、
新
し
い
も
の
と
し
て
成

、
、
、
、
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

立
し
直
し
て
行
く
も
の
の
性
質
を
呼
ぶ
名
称
で
あ
り
、
根
本
的
に
未
来
へ
向

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
っ
て
人
間
の
存
在
が
動
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
〈
知
恵
〉
と
は
、
固
定
し
、
そ
の
後
の
そ
の
人
の
行
動
を
支
配
し
過

去
の
あ
る
一
つ
の
特
定
の
時
点
に
凝
固
さ
せ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
今
ま
で
〈
知
識
〉
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
凝
固
し
固
定
し
て
し
ま
っ
た

ら
そ
れ
は
即
〈
知
恵
〉
へ
の
顛
落
で
あ
る
。
又
〈
知
恵
〉
が
有
用
的
に
生
か

さ
れ
動
き
は
じ
め
る
と
〈
知
識
〉
へ
の
昇
化
と
な
る
。
あ
く
ま
で
〈
知
識
〉

は
次
か
ら
次
へ
と
措
定
す
る
も
の
と
し
て
脱
皮
し
変
革
さ
れ
て
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

やの
と
し
て
固
定
し
、
そ
の
後
の
、
そ
の
人
の
す
べ
て
の
行
動
を
支
配
す
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
経
験
（
知
識
）
の
中
の
あ
る
も
の
が
過

去
的
な
も
の
に
な
っ
た
ま
ま
で
、
現
在
に
働
き
か
け
て
く
る
。
そ
の
よ
う

な
と
き
、
私
は
体
験
（
知
恵
）
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
経
験
（
知
識
）
の
内
容
が
絶
え
ず
新
し
い
も
の
に
よ
っ

て
こ
わ
さ
れ
て
、
新
し
い
も
の
と
し
て
成
立
し
直
し
て
い
く
の
が
経
験

（
知
識
）
で
す
。
経
験
（
知
識
）
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
に
、
未
来
へ

向
か
っ
て
人
間
の
存
在
が
動
い
て
い
く
。
一
方
、
体
験
（
知
恵
）
と
い
う

こ
と
は
、
経
験
（
知
識
）
が
、
過
去
の
あ
る
一
つ
の
特
定
の
時
点
に
凝
固

⑤

し
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
（
「
括
弧
内
・
安
森
」
）

ｐ
一
屯

？

五



作
品
の
世
界
と
現
実
の
世
界
の
間
に
、
先
に
規
定
し
た
く
知
識
〉
を
措
定

メ
カ
ニ
ス
ム

す
る
こ
と
に
よ
り
右
図
に
し
め
し
た
よ
う
に
三
つ
の
機
構
が
横
た
わ
っ
て
い

る
事
実
に
気
づ
く
。
一
つ
は
認
識
の
メ
カ
’
一
ス
ム
で
あ
り
、
一
つ
は
言
語
表

現
の
メ
カ
’
一
ス
ム
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
で
〈
知
識
〉
を
措
定
し
な
か
っ
た
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
三
つ
の
メ
カ
’
一
ス
ム
を
一
つ
の
関
係
ｌ
物
自
体
の
メ
カ
’
一
ス
ム
だ
け

と
考
え
ね
ば
な
ら
ず
は
な
は
だ
し
い
混
同
が
お
こ
る
。
今
ま
で
、
「
或
る
物
」

と
「
表
現
さ
れ
た
物
」
と
を
一
本
の
直
線
で
つ
な
ぎ
加
算
、
減
算
の
関
係
の

物
菫
笑
表
現
）

作
品
主
体

ｆＪ
ノ
ノ

背

1，

心

､

〆

、ノ

／

一
人
間
主
体

Ａ

物
Ｘ
（
自
然
）

創
作
主
体ａ

、、Ｌ

物
Ｘ
（
知
識
）

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
、
、
聴
遥

ノ

～里竜一一一一一宰一

①認識の メカニズノ

第1図作品創造過程図

一
〈

ご
と
く
実
生
活
と
作
品
生
活
を
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
し
て
享
受
し
て
い
た
も

の
自
体
の
メ
カ
’
一
ス
ム
の
中
に
、
目
に
見
え
な
い
複
雑
な
関
係
が
横
た
わ
り
、

本
当
は
「
或
る
物
」
と
「
表
現
さ
れ
た
物
」
と
は
ま
っ
た
く
別
物
と
し
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
こ
の
三
つ
の
メ
カ
’
一
ス
ム
を
想
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
解
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
に
坊
佛
し
て
き
た
「
認
識
の
メ
カ
’
一
ス
ム
」
と
は
一
体
ど

ん
な
機
構
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
供
が
泣
き
叫
ぶ
。
こ
こ
に
は
何
ら
認
識
と
呼
ば
れ

う
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
お
よ
び
彼
女
は
、
現
在
と
い
う
非
歴

史
的
時
間
の
上
で
の
制
約
と
人
間
社
会
と
い
う
制
約
を
知
る
と
知
ら
ず
と
に

か
か
わ
り
な
く
受
け
て
い
る
事
実
は
見
逃
が
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
彼
お

、
、

よ
び
彼
女
の
認
識
の
先
ず
最
初
の
芽
ば
え
は
感
覚
を
通
し
て
知
る
と
い
う
一
」

、
、

と
で
あ
る
。
知
る
こ
と
の
最
初
の
段
階
は
自
分
自
身
の
体
で
じ
か
に
体
験
す

る
こ
と
で
あ
る
。
彼
お
よ
び
彼
女
は
暖
炉
に
燃
え
て
い
る
火
に
触
れ
て
「
熱

、
、
、
、
、
、

さ
」
と
お
ぽ
し
き
感
覚
の
さ
わ
り
を
お
ぼ
え
る
〃
こ
れ
が
た
び
か
さ
な
っ
て

い
く
と
自
然
に
彼
お
よ
び
彼
女
は
火
に
触
れ
な
く
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
日
々
が
つ
み
か
さ
な
っ
て
、
彼
お
よ
び
彼
女
は
ど
う
い
う
と
き

「
熱
さ
」
を
お
ぼ
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
身
に
つ
け
て
い
く
。
又
、
「
熱
さ
」

、
、

の
中
で
も
色
々
の
程
度
が
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
い
く
。
こ
れ
は
人
間
が
知
る

こ
と
の
本
質
的
な
側
面
を
な
す
直
接
的
、
感
覚
的
な
認
識
方
法
で
あ
る
杉

⑥

山
康
彦
は
こ
れ
を
称
し
て
「
実
践
的
意
識
の
主
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら

に
〈
概
念
〉
と
い
う
も
の
を
通
し
て
意
識
す
る
主
体
を
「
思
惟
的
意
識
の
主

体
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
「
火
は
熱
い
ん
だ
よ
‐
一
と
母
親
に

ず

L



教
え
ら
れ
て
そ
の
こ
と
を
知
る
と
い
う
認
識
方
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践

的
意
識
の
主
体
、
・
思
惟
的
意
識
の
主
体
を
通
じ
て
知
っ
た
「
火
は
熱
い
も
の

だ
」
と
い
う
認
識
が
普
遍
化
、
一
般
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
も

は
や
〈
知
識
〉
と
は
呼
び
え
ず
〈
知
恵
〉
へ
の
顛
落
で
あ
り
、
そ
れ
が
有
用

的
に
社
会
化
さ
れ
た
と
き
く
文
化
〉
と
い
う
果
実
を
の
こ
し
、
社
会
を
繁
栄

さ
せ
て
い
る
よ
う
に
一
見
み
せ
か
け
る
。
し
か
し
反
面
、
人
間
の
精
神
的
風

土
に
お
い
て
〈
文
化
〉
の
踏
襲
と
い
う
こ
と
は
停
滞
で
あ
り
即
退
嬰
的
老
化

現
象
を
露
呈
す
る
。
精
神
と
物
、
知
識
と
知
恵
、
経
験
と
体
験
は
常
に
対
立
、

桔
桿
の
な
か
で
〈
文
化
〉
と
い
う
果
実
の
遺
産
を
の
こ
し
な
が
ら
止
揚
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
お
よ
び
彼
女
は
「
熱

い
」
と
い
う
感
覚
を
知
り
一
般
化
し
た
と
き
よ
り
、
そ
の
時
の
〈
体
験
〉
を

重
要
視
す
る
が
あ
ま
り
「
火
」
に
近
づ
か
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
往
食
に

し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
、
「
火
は
熱
い
」
と
い
う
認
識
を
凝
固
、
固
定

し
た
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
有
用
的
に
火
を
利
用
す
る
こ
と
を
放
榔
し
た
こ

と
に
な
る
。
だ
が
人
間
は
火
を
さ
ら
に
有
用
的
に
暖
を
と
る
こ
と
に
、
明
り

を
と
る
こ
と
に
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
と
開
発
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
火
と
い

う
も
の
を
「
熱
い
」
も
の
だ
と
い
う
一
次
的
体
験
だ
け
に
固
定
化
さ
せ
ず
、

、
、

さ
ら
に
生
か
し
う
る
方
向
へ
と
措
定
し
経
験
を
深
め
〈
知
識
〉
を
開
発
し
て

い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

私
の
い
う
体
験
、
つ
ま
り
「
閉
ざ
さ
れ
た
経
験
」
は
、
こ
と
ば
に
し
て

比
較
的
は
っ
き
り
形
に
あ
ら
わ
し
や
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
経
験
と
い
う

の
は
一
つ
の
固
定
し
た
こ
と
ば
、
意
味
内
容
で
も
っ
て
あ
ら
わ
し
に
く
い
。

創
作
行
為
と
批
評
行
為

が

〃
話

’

こ
こ
で
森
有
正
が
指
摘
す
る
「
経
験
」
の
属
性
と
し
て
の
「
不
確
定
な
要

素
」
「
未
知
の
要
素
」
「
将
来
の
要
素
」
は
即
、
私
が
こ
こ
で
措
定
せ
ん
と

す
る
〈
知
識
〉
の
属
性
と
も
共
通
し
換
言
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
も

し
こ
う
し
た
属
性
が
な
か
っ
た
ら
〈
知
識
〉
は
固
定
化
し
て
〈
知
恵
〉
と
し

て
の
反
復
、
く
り
か
え
し
の
生
活
へ
と
堕
し
て
し
ま
い
、
進
歩
・
発
展
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
人
間
的
存
在
が
他
の
動
物
的
存
在
と
拮
抗
し
存
在
を
主

張
す
る
唯
一
の
点
は
、
自
然
の
神
秘
を
究
明
し
自
己
の
内
部
の
自
然
を
あ
き

ら
か
に
せ
ん
と
す
る
志
向
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
杉
山
康
彦
の
い
う
も

う
一
つ
の
主
体
ｌ
「
想
像
的
意
識
の
主
体
」
が
人
間
に
働
く
の
も
、
こ
の

へ
ん
の
微
妙
な
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
人
間
は
そ
う
し

た
不
確
定
的
な
要
素
、
将
来
の
要
素
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
〈
表
現
〉

と
い
う
第
二
の
行
動
へ
と
う
つ
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

あ
る
種
の
認
識
は
必
ず
あ
る
種
の
表
現
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

七

「
経
験
」
は
、
必
ず
あ
る
一
定
の
不
確
定
性
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
わ

け
で
す
。
つ
ま
り
確
定
的
な
、
教
条
的
な
命
題
と
し
て
は
あ
ら
わ
す
こ
と

が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
は
あ
る
不
確
定
的
な
要
素

が
あ
っ
て
、
あ
る
一
定
の
マ
ー
ジ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
こ
だ
け
は
ど
う
し
て

も
明
る
く
な
ら
な
い
領
域
が
必
ず
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
新

し
い
も
の
は
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
未
知
の
要
素
、
あ
る
い
は
将

来
の
要
素
が
そ
こ
に
必
ず
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
最
小
限
の
不

可
知
論
的
要
素
と
も
い
え
る
し
、
あ
る
い
は
批
判
精
神
と
も
い
え
る
と
思

⑦

い
ま
す
。

公
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よ
う
な
固
定
し
た
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
写
真

や
絵
画
に
は
表
現
し
に
く
い
と
か
い
う
事
実
に
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば

ぶ
つ
か
る
の
で
あ
る
。
（
「
認
識
と
言
語
の
理
論
」
第
二
部
三
油
っ
と
む
）

又
、
〈
表
現
〉
に
は
色
々
の
か
た
ち
が
考
え
ら
れ
る
。
手
で
表
現
す
る
場

合
も
あ
る
し
、
表
情
で
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
し
、
口
で
表
現
す
る
場
合
も

あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
特
に
言
語
行
為
を
示
す
こ
と
に
局
限
し
て
お
き
た
い
。

、
、

、
、

そ
の
場
合
、
音
声
を
媒
材
と
す
る
場
合
と
文
字
を
媒
材
と
す
る
二
つ
を
考
え

、
、
、
、
、
、
、
、

て
お
け
ば
よ
い
。
た
だ
こ
の
場
合
、
特
殊
な
例
と
し
て
意
識
的
に
表
現
し
な

、

い
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
暗
黙
の
言
語
行
為
で
あ
る
も
の
と
し
て
み
な
し
う

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
特
殊
な
局
限
状
況
が
あ
っ
て
「
言
わ
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
状
況
に
『
一
ミ
ッ
ト
す
る
」
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

認
識
の
メ
カ
’
一
ス
ム
と
言
語
表
現
の
メ
カ
’
一
ス
ム
は
図
式
で
は
劃
然
と
わ

け
て
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
両
者
は
と
も
に
相
関
関
係
を
な
し
、
相
互
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

制
約
し
あ
っ
て
い
る
。
時
枝
誠
記
は
具
体
的
事
物
と
音
声
・
文
字
の
間
に
〈

概
念
〉
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
過
程
と
理
解
過
程
を
説
明
し
た
。

〈
概
念
〉
と
は
「
音
声
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
処
の
心
的
内
容
」
（
「
国
語
学

原
論
」
続
篇
）
で
あ
る
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
認
識
の
メ
カ
’
一
ス

イ
マ
Ｉ
ジ
ユ

ム
の
段
階
で
思
惟
的
意
識
を
く
み
た
て
る
た
め
に
言
語
の
像
を
駆
使
し
て

イ
マ
ー
ジ
ュ

い
る
。
だ
が
こ
の
段
階
は
そ
の
像
を
結
び
認
識
す
る
た
め
の
言
語
の
像
で

イ
マ
ー
ジ
ュ

あ
る
。
い
ま
だ
〈
表
現
〉
す
る
た
め
の
言
語
の
像
は
必
要
で
は
な
い
。
と
す

る
と
私
は
安
易
に
理
解
過
程
の
言
語
の
機
能
と
表
現
過
程
の
言
語
の
機
能
と

ぐ

P=

『

同
質
的
に
説
明
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
命
題
に
い
き
あ
た
る
。
あ

イ
マ
ー
ジ
ニ
、

く
ま
で
理
解
過
程
の
言
語
の
像
は
負
の
性
質
を
も
ち
や
す
く
、
表
現
過
程

、

、
午

の
言
語
の
像
は
正
の
性
質
を
も
ち
や
す
く
生
ま
れ
て
い
る
。
負
の
性
質
と
は

言
語
に
よ
っ
て
、
も
の
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
能
度
で
な
く
、
概
念
を
述

べ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
言
語
が
も
ち
い
ら
れ
る
か
ら
必
然
的
に
イ
メ
ー
ジ

、
、

は
実
体
化
さ
れ
、
そ
の
も
の
じ
た
い
の
み
に
限
定
し
て
行
こ
う
と
す
る
性
質

、

を
も
つ
。
正
の
性
質
は
負
の
性
質
と
は
反
対
の
方
へ
作
用
し
「
も
の
化
し
た

イ
メ
ー
ジ
に
た
か
め
、
メ
タ
フ
ァ
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
言
語

は
生
き
た
実
体
と
し
て
息
吹
き
、
さ
ら
に
立
体
的
な
開
放
さ
れ
た
世
界
を
つ

く
り
あ
げ
る
。
こ
こ
で
は
言
語
は
生
き
た
実
体
と
し
て
息
吹
き
、
さ
ら
に
立

⑧

体
的
な
開
放
さ
れ
た
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
る
志
向
を
す
る
」
（
江
藤
淳
）
と
す

る
江
藤
の
い
う
よ
う
な
世
界
に
な
る
と
思
う
。
そ
こ
で
は
創
作
主
体
は
意
識

的
、
持
続
的
、
完
結
的
、
動
的
な
も
の
と
し
て
言
語
を
駆
使
し
、
一
つ
の
方

法
論
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

イ
ー
、
ｌ
・
シ
ユ

こ
こ
で
い
う
負
の
性
質
の
言
語
の
像
は
認
識
の
メ
カ
’
一
ス
ム
の
中
に
潜

伏
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
言
語
表
現
の
メ
カ

ニ
ス
ム
の
段
階
に
な
る
と
こ
の
正
・
負
の
言
語
の
像
が
交
錯
し
て
表
現
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
第
二
章
で
詳
し
く
述
べ
る
。

最
後
に
「
物
自
体
の
メ
カ
ニ
ス
ム
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
出
来
あ
が
っ
た

作
品
と
そ
れ
を
つ
く
り
出
し
た
人
と
の
関
係
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
従
来
、

一
元
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
が
お
お
か
っ
た
。
ｌ
作
品

の
内
容
か
ら
作
者
の
日
常
性
を
見
、
作
者
の
日
常
性
か
ら
作
品
の
主
題
に
は

い
る
と
い
っ
た
安
易
な
方
法
が
方
法
論
と
し
て
確
立
さ
れ
普
遍
化
さ
れ
て
い

ワ
や
》
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批
評
と
は
何
か
、
さ
ら
に
厳
密
に
い
っ
て
批
評
行
為
と
は
何
か
。
そ
し
て

創
作
行
為
と
同
列
に
批
評
行
為
が
並
び
え
た
と
き
、
一
編
の
小
説
、
一
篇
の

詩
、
一
首
の
歌
、
一
句
の
俳
句
は
作
者
の
側
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ
真
に
自
立
し

た
第
二
の
世
界
へ
と
羽
揮
き
成
長
し
て
行
く
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
一

首
の
歌
の
傑
作
性
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
保
証
さ
れ
位
置
づ、

け
ら
れ
て
行
く
の
か
。
作
品
が
一
首
と
し
て
完
結
し
た
時
点
よ
り
作
品
は
も

、
、

の
化
し
作
者
の
外
に
お
い
や
ら
れ
る
。
も
は
や
作
舶
と
作
者
の
関
係
は
主
体

と
対
象
の
相
互
関
係
と
な
っ
て
よ
み
か
え
る
よ
り
他
な
い
。
作
者
と
い
え
ど

も
自
己
の
作
品
を
自
己
の
分
身
だ
と
思
っ
て
愛
玩
し
て
は
な
ら
な
い
。
作
品

、
、
、
、
、
、

が
完
結
し
た
時
点
よ
り
、
作
者
は
そ
の
作
品
に
と
っ
て
は
批
評
家
の
位
置
へ

と
移
項
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
一
般
読
者
・
批
評
家
に
と
っ
て

作
品
と
は
対
象
と
し
て
一
個
の
自
然
と
し
て
厳
然
と
主
体
の
外
に
対
置
し
て

、
、
、
、
、

お
か
れ
る
新
し
い
世
界
で
あ
る
。
批
評
家
は
常
に
そ
の
こ
と
を
認
識
し
た
上

で
い
か
に
自
己
の
外
に
あ
る
新
し
い
世
界
を
内
部
の
も
の
と
し
て
受
肉
さ
せ

創
作
行
為
と
批
評
行
為

っ
た
。
日
本
に
於
け
る
〈
私
小
説
の
系
譜
〉
〈
ア
ラ
ラ
ギ
の
系
譜
〉
が
そ
れ

に
あ
た
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
い
た
る
過
程
に
〈
認
識
の
メ
カ
｝
一
ス
ム
〉
〈
言

語
表
現
の
メ
カ
｝
一
ス
ム
〉
を
介
在
さ
せ
、
さ
ら
に
次
章
の
よ
う
に
享
受
者
側

の
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
メ
カ
’
一
ス
ム
と
の
相
関
関
係
で
み
る
と
き
、
こ
の
〈
物

自
体
の
メ
カ
’
一
ス
ム
〉
の
機
能
が
決
し
て
一
元
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
と
け
る
も

の
で
は
な
く
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に

む
か
っ
て
私
は
い
そ
が
ね
ば
な
ら
ぬ
。

／一・
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4

て
い
く
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
批
評
を
対
象
の
素
朴
な
反
映
と
し
て
位

置
づ
け
、
作
者
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
む
す
び
つ
け
実
証
し
よ
う
と
す
る
限
り
批

、
、
、
、

評
家
の
存
在
価
値
な
ど
あ
り
え
な
い
。
真
の
批
評
行
為
と
は
主
体
と
対
象
の

弁
証
法
的
な
関
係
で
あ
り
、
作
品
と
自
己
と
の
相
互
浸
透
を
へ
な
か
ら
お
た

が
い
に
影
響
し
影
響
さ
せ
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
当
然
そ
こ
で
は
創
作
者
が
一
編
の
小
説
、
一
篇
の
詩
を
書
く
と
い
う
行

為
に
よ
っ
て
新
し
い
関
係
を
つ
く
り
出
し
自
己
を
変
え
成
長
さ
せ
て
い
く
よ

う
に
、
批
評
家
も
批
評
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
新
し
い
関
係
を
作
り
出

し
自
己
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
と
も
な
い
対
象
で
あ
る

作
品
も
価
値
の
領
野
を
広
げ
て
行
く
。
斎
藤
茂
吉
、
芥
川
龍
之
介
の
死
ん
だ

今
、
作
者
の
意
図
に
た
と
え
反
し
よ
う
と
も
『
赤
光
」
「
西
方
の
人
』
は
作

品
そ
れ
自
体
と
し
て
自
立
し
成
長
し
て
行
く
。
「
赤
光
」
｜
｜
西
方
の
人
』
は

時
々
刻
之
現
在
と
い
う
非
歴
史
的
時
間
の
洗
礼
を
う
け
な
が
ら
真
の
批
評

家
の
手
に
よ
っ
て
、
作
者
の
手
を
は
な
れ
た
第
二
の
時
間
へ
第
二
の
空
間
へ

と
飛
翔
し
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

作
品
が
そ
れ
自
体
と
し
て
自
立
し
成
長
す
る
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
こ

、
、
、

と
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
円
一
、
作
者
の
手
を
離
れ
も
の
化
し
た
作
品
は
発
表
と

い
う
形
で
マ
ス
・
コ
ミ
の
中
に
な
げ
だ
さ
れ
孤
立
化
さ
せ
ら
れ
た
刹
那
よ
り

歴
史
的
・
空
間
的
ひ
ろ
が
り
の
中
で
裁
断
に
供
さ
れ
る
。
そ
れ
を
す
る
の
は

、
、

、
、

も
の
に
対
置
す
る
人
間
で
あ
る
。
そ
の
人
間
は
も
の
化
し
た
作
品
を
仲
介
に

し
て
創
作
者
側
と
批
評
者
側
の
二
様
態
に
わ
か
た
れ
る
。
創
作
者
側
は
そ
の

作
品
を
書
い
た
本
人
で
あ
り
、
ほ
と
ど
の
場
合
一
人
を
想
定
し
て
お
け
ば
よ

い
の
で
あ
る
が
複
数
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
「
複
数
の
場
合
に
は
、
同
時

九 が
寸

今

一



代
的
に
複
数
の
場
合
と
、
時
代
を
へ
だ
て
て
複
数
で
構
成
さ
れ
る
場
合
と
が

あ
る
。
同
時
代
的
に
は
、
新
興
芸
術
派
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
っ
た
複

数
の
作
家
の
連
作
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
連
歌
も
、
本
質
的
に
同
様
で
あ

る
。
時
代
を
へ
だ
て
て
複
数
の
場
合
は
、
伝
承
的
な
作
品
の
場
合
が
該
当
す

⑨

る
こ
と
が
あ
る
。
」

批
評
主
体
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
き
、
こ
れ
は
不
特
定
多
数
で
さ
ら
に

長
谷
川
泉
が
三
契
機
説
の
中
で
細
分
し
て
い
る
よ
う
に
色
食
な
層
に
も
わ
け

て
考
え
ら
れ
る
ゞ
「
作
者
の
意
図
や
、
作
品
の
正
し
い
評
価
と
は
無
縁
の
無

、
、
、
、
、
、

責
任
な
受
容
者
」
で
あ
る
窓
意
的
受
容
者
。
さ
ら
に
こ
の
窓
意
的
受
容
者
と

逆
に
「
正
確
を
期
し
理
論
を
持
ち
体
系
的
把
握
を
志
す
学
問
的
態
度
」
を
つ

ね
に
堅
持
す
る
研
究
者
。
又
「
研
究
者
ほ
ど
学
問
的
で
な
く
、
作
品
に
対
し

て
は
玩
賞
的
で
あ
る
。
し
か
し
窓
意
的
受
容
者
ほ
ど
作
品
に
無
責
任
な
態
度

、
、
、

を
と
る
者
で
な
い
」
と
こ
ろ
の
た
ん
な
る
享
受
者
。
そ
し
て
「
価
値
評
価
の

基
準
が
明
確
で
あ
り
、
そ
の
価
値
基
準
に
照
ら
し
て
の
評
価
を
打
ち
出
す
者

で
あ
る
。
研
究
的
態
度
、
方
法
や
享
受
的
態
度
、
方
法
と
も
関
連
を
，
も
つ
」

と
こ
ろ
の
批
評
家
等
に
便
宜
的
に
細
分
化
さ
れ
る
の
も
一
方
で
あ
る
が
、
今

の
私
は
窓
意
的
受
容
者
、
研
究
者
、
享
受
者
、
批
評
家
を
そ
れ
ぞ
れ
「
作
品

、
、
、

、
、

、
、
、

の
正
し
い
評
価
」
「
正
確
を
期
し
理
解
を
も
ち
」
「
作
品
に
無
責
任
な
態
度
」

、
、

「
価
値
評
価
の
基
準
が
明
確
」
等
の
言
葉
で
律
す
る
こ
と
に
あ
る
跨
踏
を
感

、
、
、

、
、

、
、
、

、
、

じ
る
。
す
な
わ
ち
「
正
し
い
」
「
正
確
」
「
無
責
任
」
「
明
確
」
等
の
抽
象

的
、
概
念
的
な
言
語
の
範
嶬
で
は
た
し
て
こ
れ
ら
享
受
者
側
の
四
様
相
の
本

質
が
識
別
出
来
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
細
分
に
も

し
本
質
的
価
値
が
付
与
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
う
し
た
発
言
の
な
さ
れ
る
以

勺

r

治
承
か
ら
承
久
ま
で
の
源
実
朝
を
戦
時
下
の
自
己
の
状
況
と
対
置
し
、
現

実
に
生
き
る
自
己
を
実
朝
に
問
う
た
中
野
孝
次
の
傑
作
『
怨
念
の
散
歩
”
一
も

、
、

自
己
が
い
る
「
現
在
」
を
価
値
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
作
品
に
価
値
を
付
与

す
る
も
の
は
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
は
人
間
主
体

一
○

、
、

前
の
段
階
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ｌ
「
何
が
（
正
し
い
、
正
確
、
無
責
任
、

明
確
）
」
に
あ
た
る
と
こ
ろ
を
も
っ
と
深
く
追
求
し
な
け
れ
ば
な
な
ら
い
の

、
、

で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
い
う
と
「
何
が
」
の
「
何
」
が
生
ま
れ
て
く
る
メ
カ

’
一
ス
ム
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
「
何
が
」
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
り
、
こ
の
四
つ
の
分

類
は
そ
の
本
質
の
現
象
面
の
特
徴
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
批
評
者
側
は
い
つ
い
か
な
る
と
き
も
作
品
と
創
作
者
側
に
か
か
わ
る

と
き
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
ど
う
い
う
か
か
わ
り
か
た
が
あ
る
の
か
、
又
ど

の
よ
う
な
か
か
わ
り
か
た
が
意
識
す
る
と
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
な
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
メ
カ
’
一
ス
ム
の
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
り
、
創
作
者
側
と
作
品

と
批
評
者
側
の
関
係
概
念
の
中
に
本
質
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

価
値
の
生
れ
て
く
る
場
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
明
日
と
昨
日
の
あ

い
だ
の
こ
の
現
在
と
呼
ば
れ
る
非
歴
史
的
な
時
間
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
く

ら
い
文
学
の
世
界
で
は
ま
ず
第
一
の
前
提
で
は
な
い
か
。
価
値
を
付
与
し

う
る
者
が
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
過
去
と
未
来
の
裂
け
目
に
模
と
し
て

⑩

打
ち
こ
ま
れ
た
生
者
の
存
在
だ
け
で
は
な
い
か
。

ざ
↑
争
厘



で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
価
値
は
「
現
在
」
に
価
値
の
根
拠
を
お
く
が
「
現

在
」
に
価
価
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
「
事
実
」
「
実
際
」
に

価
値
な
ど
あ
り
え
な
い
。
言
語
表
現
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
た
事
実
の
彼
方

に
あ
る
幻
想
に
価
値
が
潜
在
す
る
の
で
あ
る
。
価
価
概
念
は
実
体
概
念
で
は

な
く
関
係
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
創
作
者
側
と
作
品
と
享
受
者
側
の
関

係
の
な
か
か
ら
価
値
が
付
与
さ
れ
る
以
外
に
価
値
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。

以
後
、
創
作
者
側
と
享
受
者
側
の
立
体
的
な
メ
カ
’
一
ス
ム
の
検
討
を
と
う
し

て
、
こ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
，

か
つ
て
私
が
作
品
の
出
来
る
過
程
に
お
い
て
三
つ
の
主
体
を
想
定
し
論
じ

た
の
を
今
一
度
お
も
い
だ
し
て
欲
し
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
仙
人
間
主
体
Ａ

②
創
作
主
体
ａ
③
作
品
主
体
α
の
三
様
態
を
入
沢
康
夫
の
論
の
修
正
と
し
て

位
置
づ
け
た
・
こ
の
論
の
特
異
性
は
、
人
間
主
体
Ａ
と
創
作
主
体
ａ
を
区
別
し

、
、

た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
創
作
主
体
ａ
の
存
在
を
観
念

、
、
、
℃

、
、
、
、

的
に
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
物
自
体
の
メ
カ
｝
一
ス
ム
」
に
「
認
識
の
メ

、
、
４
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

力
’
一
ス
ム
」
と
「
言
語
表
現
の
メ
カ
’
一
ス
ム
」
の
二
つ
を
付
加
し
弁
別
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
創
作
過
程
を
観
念
的
に
分
析
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ

た
．
今
や
私
は
そ
の
論
の
上
に
立
っ
て
さ
ら
に
具
体
的
な
立
体
図
を
提
示
し
、

作
品
創
作
過
程
と
作
品
享
受
過
程
の
メ
カ
ニ
ス
ム
の
相
関
関
係
を
あ
き
ら
か

、
、
、
、
、
、
、
、

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
称
し
て
三
角
錐
併
合
の
論
理
と
称
し
て

お
き
た
い
。

ｘ
点
は
人
間
主
体
Ａ
、
創
作
主
体
ａ
、
作
品
主
体
“
を
包
括
し
か
つ
ま
た

相
対
す
る
対
象
の
世
界
で
あ
り
、
前
に
述
、
へ
た
く
自
然
〉
で
あ
り
〈
知
識
〉

で
あ
り
〈
表
現
〉
の
世
界
を
一
点
に
あ
つ
め
た
と
こ
ろ
に
顕
在
す
る
。
当
然
、

創
作
行
為
と
批
評
行
為

寺
』
も

こ
う
考
え
て
く
る
と
作
品
主
体
Ａ
を
中
点
に
お
い
て
創
作
者
側
と
享
受
者
側

と
に
わ
か
た
れ
、
左
図
の
よ
う
に
対
象
的
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
－
し

X

B′

P

凸
凸

一
一

ぐ

A〃

第2図三角錐併合の論理図



△
Ａ
ａ
ａ
は
創
作
者
側
の
、
△
Ｂ
ｂ
ａ
は
享
受
者
側
の
現
実
的
領
域
（
ま

、
、
、
、
、

た
は
人
間
的
領
域
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）
で
あ
る
。
一
個
の
人
間
の
中
に

三
つ
の
主
体
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
三
つ
の
主

体
を
顕
在
化
さ
せ
そ
れ
ぞ
れ
を
結
ん
だ
時
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
領
域
ｌ

人
間
的
領
域
が
顕
現
す
る
。
人
間
が
創
作
過
程
、
享
受
過
程
を
経
て
書
く
と

い
う
行
為
、
読
む
と
い
う
行
為
が
付
加
さ
れ
る
と
き
少
な
く
と
も
こ
の
三
つ

、
、
、

の
主
体
が
時
間
的
経
過
の
中
で
展
開
さ
れ
完
了
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
人
間
が
何
か
を
行
動
し
何
か
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
意
識
す
る
と
し

な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
三
つ
の
主
体
の
あ
く
な
き
回
転
で
あ
り
、
人
間

の
人
間
た
る
ゆ
え
ん
は
こ
の
三
つ
の
主
体
の
追
求
で
あ
り
識
別
で
あ
り
現
実

的
領
域
ｌ
人
間
的
領
域
の
拡
大
に
よ
る
自
己
発
展
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
規
定
と
内
容
説
明
に
よ
り
、
創
作
者
と
享
受
者

の
相
関
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

そ
う
す
る
と
四
つ
の
面
が
そ
れ
ぞ
れ
現
出
す
る
。

△
Ａ
ａ
“
Ｉ
現
実
的
領
域
Ｉ
△
Ｂ
ｂ
“

△
ａ
ｘ
ａ
Ｉ
幻
想
的
領
域
Ｉ
△
ｂ
ｘ
〃

△
配
ｘ
“
Ｉ
変
革
的
領
域
Ｉ
△
Ｂ
ｘ
“

△
記
ｘ
ａ
ｌ
経
験
的
領
域
Ｉ
△
Ｂ
ｘ
ｂ

△
Ａ
ａ
ｕ
Ｉ
現
実
的
領
域
Ｉ
△
Ｂ
ｂ
〃

や

曇
､血

当
然
、
こ
こ
で
は
正
三
角
形
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
正
三
角
形
で
あ
る
必

要
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
変
形
を
描
く
と
こ
ろ
に
論
理
的
、
倫
理
的
、

審
美
的
作
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
り
思
潮
が
う
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
ア

ラ
ラ
ギ
を
代
表
す
る
斎
藤
茂
吉
は
Ａ
ａ
間
の
距
離
に
比
し
て
ａ
“
間
の
距
離

が
は
な
は
だ
短
い
三
角
形
を
え
が
く
の
に
対
し
、
明
星
を
代
表
す
る
与
謝
野

晶
子
は
Ａ
ａ
間
の
距
離
に
比
し
て
ａ
血
間
の
距
離
が
は
な
は
だ
長
い
三
角
形

を
え
が
く
と
い
う
よ
う
に
。
さ
ら
に
又
、
一
個
の
作
家
、
斎
藤
茂
吉
個
人
に
お

い
て
も
初
期
作
品
「
赤
光
』
が
Ａ
ａ
間
の
距
離
に
比
し
て
ａ
“
間
の
距
離
が

長
い
三
角
形
を
え
が
く
の
に
対
し
て
戦
後
の
『
白
き
山
』
は
そ
の
逆
の
関
係

、
、
、
、

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
。
又
、
そ
の
長
い
短
い
と
い
う
距
離
感
に
し

て
も
何
を
基
準
に
す
る
と
か
い
う
こ
と
で
さ
ら
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

批
評
基
準
が
明
確
に
な
る
。
こ
の
関
係
は
小
説
家
・
志
賀
直
哉
と
芥
川
龍
之

介
に
お
い
て
も
い
え
る
し
自
然
主
義
作
家
と
理
想
主
義
作
家
、
又
詩
人
そ
の

他
の
社
会
人
に
お
い
て
も
普
通
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

又
こ
れ
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
享
受
者
側
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
き
、
Ｂ

ｂ
間
の
距
離
に
比
し
て
ｂ
ａ
間
の
距
離
が
比
較
的
長
い
三
角
形
を
え
が
く
の

が
主
観
的
評
論
家
で
あ
り
、
そ
の
逆
は
実
証
的
な
研
究
者
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
パ
タ
ン
を
つ
く
り
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
体

系
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

、
、
、
、
、

△
ａ
ｘ
ａ
を
創
作
者
側
の
、
△
ｂ
ｘ
ａ
を
享
受
者
側
の
幻
想
的
領
域
と
し

△
ａ
ｘ
“
Ｉ
幻
想
的
領
域
Ｉ
△
ｂ
ｘ
〃

ご
踵
と

二



て
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
言
語
表
出
過
程
を
通
し
て
機
能
の
違
い、

が
生
じ
る
。
創
作
者
側
の
言
語
表
出
過
程
は
前
に
も
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
正

、
、
、

の
性
質
を
も
つ
、
へ
く
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
創
作
主
体
が
対
象
で
あ
る
知
識

を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
し
た
も
の
に
さ
ら
に
い
か
に
書
く
か
と
い

う
行
為
（
言
語
行
為
）
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
意
識
部
分
を
ひ
き
だ

し
言
語
に
お
け
る
日
常
性
を
ふ
り
は
ら
い
自
己
表
出
に
変
換
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
り
、
歴
史
を
推
進
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

言
語
と
い
う
も
の
を
単
な
る
伝
達
的
目
的
の
み
に
駆
使
す
る
の
で
は
な
く
、

言
語
を
媒
体
と
し
て
物
の
核
心
に
ま
で
近
ず
き
物
の
本
質
を
み
き
わ
め
よ
う

と
す
る
こ
と
に
も
通
じ
る
。
言
語
の
も
つ
歴
史
性
の
伝
達
機
能
、
遊
戯
機
能

の
う
え
に
さ
ら
に
自
己
発
見
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

創
作
者
の
書
く
と
い
う
真
の
意
味
が
出
て
き
、
単
な
る
目
に
み
え
る
世
界
、

空
想
す
る
世
界
で
は
な
い
、
そ
の
底
に
確
然
と
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
幻
想
的

領
域
を
開
発
、
前
進
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
．

、
、
、
、
、

そ
れ
に
対
し
て
享
受
者
側
の
言
語
行
為
（
読
む
行
為
）
は
負
の
性
質
を
も

っ
て
い
る
か
の
ど
と
く
お
も
わ
れ
や
す
い
。
出
来
あ
が
っ
た
既
成
の
言
語
の

結
晶
で
あ
る
作
品
を
享
受
者
側
は
知
識
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
み
取

る
作
業
、
謎
と
き
的
に
理
解
す
る
と
い
う
作
業
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

実
態
の
あ
き
ら
か
な
社
会
集
団
の
中
で
機
能
し
て
い
た
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
実
用
的
、
慣
習
的
な
言
語
と
し
て
そ
れ
を
読

み
と
る
作
業
の
段
階
な
ら
ば
そ
こ
に
創
造
的
、
幻
想
的
領
域
は
い
り
こ
ま
な

い
ま
っ
た
く
負
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
読
み
の
機
構
は
平
井
昌
夫

⑪氏
が
解
説
す
る
よ
う
に
一
応
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

創
作
行
為
と
批
評
行
為
“

４
勺

⑩
視
覚
に
よ
る
文
字
記
号
の
認
知
（
生
理
的
作
用
）

③
音
声
記
号
の
再
生
（
生
理
的
作
用
と
心
理
的
作
用
）

⑥
意
味
の
再
生
（
心
理
的
作
用
）

③
意
味
と
意
味
と
の
有
機
的
構
成
（
心
理
的
作
用
）

⑤
総
合
的
な
意
味
の
再
構
成

⑥
情
意
的
な
享
受
（
情
緒
作
用
）、

、

、
、

、
、

単
純
に
い
っ
て
⑩
ｌ
⑤
の
知
的
理
解
と
⑥
の
情
意
的
納
得
あ
る
い
は
会
得

に
わ
け
た
機
構
に
読
み
の
機
構
は
分
析
出
来
る
の
で
あ
る
。
文
学
作
品
に
か

ぎ
ら
ず
す
べ
て
の
書
か
れ
た
も
の
に
お
い
て
⑪
ｌ
⑤
の
過
程
の
上
に
立
っ
て

⑥
の
情
意
的
享
愛
が
自
己
追
求
と
社
会
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
付
加
さ
れ
た

と
き
は
じ
め
て
読
む
と
い
う
行
為
の
う
ち
に
ま
つ
た
き
意
味
が
問
わ
れ
、
読

者
の
言
語
理
解
に
よ
る
創
造
作
用
が
完
遂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
創
作
者
側

が
言
語
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
に
み
え
な
い
領
域
を
開
拓
し
幻
想
的

領
域
を
ひ
ろ
げ
自
己
拡
大
を
は
か
っ
た
よ
う
に
、
享
受
者
側
は
従
来
の
言
語

規
範
の
上
に
の
っ
と
っ
た
上
で
幻
想
領
域
を
拡
大
し
自
己
の
も
の
に
し
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

創
作
者
側
が
無
意
識
的
に
言
語
の
幻
想
を
駆
使
し
面
観
的
に
自
己
確
立
を

は
か
る
の
に
対
し
て
享
受
者
側
は
意
識
的
に
言
語
の
幻
想
を
お
い
も
と
め
避

遁
出
来
る
と
い
う
特
徴
の
違
い
と
し
て
こ
こ
に
徴
表
す
る
。

創
作
者
側
の
方
を
△
“
ｘ
“
と
し
△
Ａ
ｘ
〃
と
し
な
か
っ
た
の
に
は
理
由

△
Ⅳ
ｘ
“
Ｉ
変
革
的
領
域
Ｉ
△
Ｂ
ｘ
“

手

ザ



が
あ
る
。
こ
の
変
革
的
領
域
は
享
受
者
側
と
の
相
関
の
上
で
し
か
考
え
ら
れ

な
い
し
、
そ
れ
な
し
に
は
真
の
変
革
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
変
革
的
領
域
に
お
い
て
は
二
つ
の
本
質
的
な
前
提
を
要
す
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
Ｔ
、
、
、

一
つ
に
先
ず
何
ら
か
の
行
為
（
行
動
）
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
こ
と
。
二
つ

、
、
、
、
、
、

に
、
対
社
会
の
関
係
に
お
い
て
の
み
こ
の
変
革
と
い
う
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ

る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
何
ら
か
の
行
為
と
は
創
作
者
側
に
お
い
て
は
言
語

を
つ
か
っ
て
思
惟
し
、
さ
ら
に
そ
の
思
惟
の
段
階
を
の
り
こ
え
あ
る
も
の
を

現
出
す
る
と
い
う
行
為
を
意
味
す
る
。
享
受
者
の
側
に
お
い
て
は
、
読
む
と

い
う
行
為
を
通
じ
て
知
識
を
ふ
か
め
さ
ら
に
見
え
な
い
世
界
（
対
象
）
を
の

ぞ
き
み
自
己
の
も
の
と
し
て
受
肉
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に

お
い
て
混
同
し
て
こ
ま
る
こ
と
は
、
言
語
行
為
に
よ
る
変
革
を
即
自
に
日
常

的
政
治
段
階
の
変
革
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
く

ま
で
こ
れ
は
日
常
的
次
元
を
乗
り
越
え
払
拭
し
た
魂
の
変
革
で
あ
り
、
内
面

の
変
革
へ
と
結
び
つ
い
て
行
く
と
こ
ろ
に
文
学
の
文
学
た
る
所
以
が
あ
る
の

で
あ
る
。
だ
が
こ
の
変
革
は
少
な
く
と
‐
も
二
つ
め
の
対
社
会
と
の
関
係
の
中

に
お
い
て
し
か
実
証
さ
れ
な
い
し
、
成
長
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
わ
せ
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
創
作
主
体
が
書
く

と
い
う
行
為
を
む
や
み
や
た
ら
と
続
行
す
る
こ
と
に
の
み
と
ら
わ
れ
、
ふ
り

か
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
ら
真
の
変
革
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な

く
と
も
最
低
限
、
創
作
者
は
書
き
お
わ
っ
た
瞬
間
、
批
評
者
側
の
方
に
は
や

が
わ
り
し
、
自
己
の
作
品
を
客
観
的
に
対
象
化
し
理
解
す
る
と
い
う
行
為
が

必
然
的
に
な
さ
れ
る
と
み
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

さ
ら
に
次
の
段
階
へ
の
飛
翔
と
更
新
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

や

◆一

昨

△
“
ｘ
ａ
を
創
作
者
側
の
△
Ｂ
ｘ
ｂ
を
享
受
者
側
の
経
験
的
領
域
と
す
る
。

こ
こ
で
も
変
革
的
領
域
と
同
じ
く
享
受
者
と
の
相
対
の
上
で
し
か
創
作
者
の

経
験
的
領
域
は
深
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

か
っ
て
前
章
に
お
い
て
私
は
森
有
正
の
〈
経
験
〉
と
〈
体
験
〉
と
い
う
言

葉
を
〈
知
識
〉
と
〈
知
恵
〉
に
応
用
し
同
性
質
の
も
の
て
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
。
こ
こ
で
は
最
終
的
に
現
実
的
領
域
、
幻
想
的
領
域
、
変
革
的
領
域
の
ま

つ
た
き
完
成
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
基
盤
の
根
幹
に
こ
の
経
験
的
領

域
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
（
創
作
主
体
と
批
評
主
体
）
が
太
り

つ
ち
か
わ
れ
変
貌
し
て
ゆ
く
こ
と
を
話
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
再
び

、
、

森
有
正
の
吹
の
よ
う
な
変
貌
に
関
す
る
考
え
方
を
地
盤
に
お
い
て
敷
布
し
て

み
た
い
と
思
壜
フ
。

一
四

他
の
読
者
が
付
加
さ
れ
作
品
は
生
か
さ
れ
ふ
と
り
つ
づ
け
て
行
く
。
さ
ら
に

時
間
的
経
過
の
中
に
お
い
て
ね
ず
み
算
式
に
読
者
が
ふ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

作
品
は
ふ
と
り
息
吹
き
っ
づ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
作
品
の
自
立
と
は
こ
の

こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
作
品
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
は
お
お
よ
そ
個
で
あ
る

が
、
つ
く
り
あ
げ
た
と
た
ん
に
対
社
会
の
中
に
投
げ
だ
さ
れ
個
か
ら
類
へ
の

飛
躍
的
な
読
者
の
手
に
よ
っ
て
、
読
者
と
作
者
を
変
革
し
て
ゆ
く
。
そ
の
こ

と
が
即
作
品
自
身
の
変
革
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
質

、
、
、
、

的
に
は
△
Ａ
ｘ
ａ
の
基
盤
か
ら
△
Ⅳ
ｘ
ａ
へ
の
飛
翔
が
創
作
者
の
変
革
的
領

、域
で
あ
る
。△

配
Ｘ
ａ
ｌ
経
験
的
領
域
Ｉ
△
Ｂ
ｘ
ｂ

ざ

秀



森
有
正
が
フ
ラ
ン
ス
で
セ
ー
ヌ
を
糊
行
す
る
伝
馬
船
と
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム

の
裏
手
の
苗
木
を
日
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
〃
変

貌
″
を
み
た
よ
う
に
、
私
も
創
作
者
側
と
批
評
者
側
の
〈
書
く
行
為
〉
と

創
作
行
為
と
批
評
行
為

さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
そ
の
変
貌
の
実
質
に
つ
い
て
別
の
所
で
次
の
よ
う
に

二
口
弱
『
／
Ｑ
〆

経
験
が
体
験
と
ち
が
う
の
は
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
一
つ
の
も
っ

と
も
根
本
的
な
点
は
、
前
者
が
絶
対
に
人
為
的
に
、
あ
る
い
は
計
画
的
に
、

、
、

作
り
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
体
験
を
積
み
、
さ

ら
に
そ
れ
を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
そ
う
思
う

、
、
、

こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
人
の
経
験
の
上
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

経
験
そ
の
も
の
は
、
断
じ
て
そ
う
い
う
予
見
的
試
行
、
な
い
し
は
計
画
的

実
現
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
体
験
は
心
が
け
に
よ
っ
て
豊
か
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
間
違
い
の
な
い
、
的
確
な
行
動
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
錬

磨
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
経
験
は
、
．
…
：
た
だ
変
貌
を
と
げ
る
だ
け

⑫

《
‐
、
斗
柄
〉
ス
》
Ｑ

、
、

、
、
、

こ
の
経
験
そ
の
も
の
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
促
し
に
よ
っ
て
、
同
時
に

実
存
を
構
成
し
、
そ
う
い
う
事
態
が
一
人
の
人
間
を
定
義
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
。
そ
し
て
、
こ
の
一
人
の
人
間
を
定
義
す
る
経
験
と
実
存
と
の

関
連
、
よ
り
正
確
に
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
分
け
難
い
移
り
行
き
を
私
は

⑬

「
変
貌
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

e

鉛

〈
読
む
行
為
〉
の
交
歓
の
中
に
〃
変
貌
″
を
み
た
い
と
思
う
。
創
作
者
側
に

と
っ
て
の
経
験
的
領
域
の
拡
大
は
即
批
評
者
側
と
の
弁
証
法
的
関
係
を
お
い

て
な
い
の
で
あ
り
、
自
己
に
と
っ
て
の
書
く
と
い
う
行
為
が
他
に
影
響
を
あ

た
え
ず
又
、
他
か
ら
も
何
ら
影
響
を
う
け
な
い
か
ぎ
り
体
験
と
し
て
固
定
化

さ
れ
現
象
的
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
し
か
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
一
時

的
、
今
日
的
日
常
の
中
で
し
か
命
脈
を
た
も
つ
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
わ
が
経
験
的
領
域
は
、
過
去
の
総
体
を
意
味
し
将
来
へ
の
実
存
を
も
包

括
す
る
形
で
対
象
領
域
を
拡
大
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
享
受
者
側
に
お
い
て
も
「
読
む
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
知
識
を
得

る
と
と
も
に
そ
の
知
識
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
内
的
変
革
を
も

た
ら
し
、
読
む
前
の
自
己
と
は
又
一
段
と
違
っ
て
も
う
一
つ
の
新
し
い
自
己

を
付
加
し
深
化
し
み
つ
け
る
と
い
う
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
〃
変
貌
″
で
あ
り
数
秒
前
の
自
己
か
ら
の
飛
翔
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
が
経
験
的
領
域
は
、
他
の
三
つ
の
領
域
の
基
盤
と
し
て

の
総
体
と
し
て
日
食
変
貌
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
創
作
過
程
と
理
解
過
程
の
メ
カ
’
一
ス
ム
を
み
て
く
る
時
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
だ
い
た
い
以
上
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
三
つ
の
点
に
留
意
し

、

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
一
つ
は
創
作
者
側
の
経
路
が
Ａ
↓

、
、

ａ
↓
“
と
す
す
ん
で
三
角
形
を
つ
く
る
の
に
対
し
、
享
受
者
側
は
Ｂ
↓
ｂ
↓

、
、
、

“
と
す
す
む
の
で
は
な
く
“
↓
ｂ
↓
Ｂ
と
逆
路
線
で
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う

、

認
識
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
創
作
者
側
の
究
極
が
α
を
中
心
に
お
く

作
品
の
完
成
に
あ
る
の
に
対
し
、
享
受
者
側
の
究
極
が
α
を
出
発
点
と
し
て

、Ｂ
の
ま
つ
た
き
完
成
を
願
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
過
程
の
違
い
で
あ
り
、

一
五

全

￥
》



、
、

書
く
と
い
う
行
為
と
読
む
と
い
う
行
為
の
相
違
で
あ
る
・
・
そ
の
経
路
に
そ
く

し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
四
つ
の
面
が
対
象
（
ｘ
）
と
結
び
つ
き
な
が
ら
形
づ

く
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
大
切
な
点
は
今
の
点
と
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

関
連
し
な
が
ら
、
現
実
的
領
域
と
幻
想
的
領
域
は
一
応
個
人
と
し
て
個
の
中

、
、
、
、
、
、
、
、
、
△
、

だ
け
で
舞
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
変
革
的
領
域
と
経
験
的
領
域
は
個
と
し
て

、
、
、

だ
け
で
は
舞
う
こ
と
が
出
来
ず
、
対
社
会
（
対
享
受
者
側
・
対
創
作
者
側
）
と
の

関
係
の
う
え
で
し
か
発
展
、
成
長
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
以
上
の
二
点
の
相
違
の
上
に
立
た
上
で
最
後
に
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
四
つ
ず
つ
の
領
域
は
メ
カ
ニ
ス
ム
の
中
で
あ
く

ま
で
観
念
的
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
一
つ
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
は
出
来

ず
四
つ
の
領
域
の
総
体
と
し
て
創
作
行
為
が
あ
り
批
評
行
為
が
成
り
立
つ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
創
作
過
程
と
批
評
過
程
は
別
有
に
存
在
す

る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
作
品
を
媒
介
と
し
て
創
作
者
が
即
批
評
家
に

も
転
化
す
る
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
も
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

批
評
家
の
創
作
者
に
対
す
る
と
き
の
蛇
に
に
ら
ま
れ
た
蛙
の
ご
と
き
臆
病

、
、
、

そ
う
な
目
と
、
百
花
瞭
乱
と
い
っ
た
嫡
声
を
聞
い
て
ひ
さ
し
い
。
「
作
家
と

、
、
、

そ
の
影
」
（
ガ
ェ
タ
ン
・
ピ
コ
乙
と
い
う
比
嚥
で
作
品
に
対
す
る
批
評
の
位
相

を
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
、
そ
の
宿
命
観
か
ら
ど
う
し
て
も
今
日
脱
却
で

き
な
い
第
一
前
提
は
批
評
よ
り
も
作
品
が
先
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
ｌ

批
評
が
作
品
と
無
縁
に
な
り
た
つ
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
し
か
に
作
品
が
な
い
か
ぎ
り
、
創
作
者
が
い

な
い
か
ぎ
り
批
評
な
い
し
批
評
家
は
い
ら
な
い
は
ず
だ
。
だ
が
問
題
は
そ
う

凰

心

一
一
ハ

、
、
、

し
た
因
果
関
係
的
な
現
象
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
て
そ
の
両
者
の
間
に
よ
こ
た

わ
る
大
切
な
問
題
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
は
い
け
な
い
。
も
と
を
た
だ
せ
ば

一
つ
の
作
品
が
突
然
変
異
的
に
ヒ
ョ
ッ
コ
リ
出
来
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い

歴
史
的
空
間
的
束
縛
と
延
長
の
う
え
に
一
つ
の
作
品
が
作
家
の
手
を
と
う
し

て
制
作
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
人
間
は
自
然
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史

⑭

的
存
在
で
あ
り
、
両
者
は
肉
体
と
精
神
の
よ
う
に
一
体
で
あ
る
。
」
（
森
有
正
）

人
間
と
は
結
果
的
に
歴
史
科
学
と
し
て
分
析
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然

、
、
、

的
存
在
と
歴
史
的
存
在
の
接
点
は
人
間
の
主
観
的
あ
り
方
を
お
い
て
み
る
よ

り
な
い
。
人
間
の
上
に
人
間
が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
作
品
の

上
に
作
品
が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
く
る
と
い
う
根
本
的
、
本
質
的
問
題
を
い

か
な
る
作
品
も
抜
き
に
し
て
自
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
こ
と
は

一
つ
の
作
品
は
歴
史
の
所
産
と
し
て
存
在
す
る
よ
り
他
な
く
、
歴
史
に
よ
っ

て
裁
断
さ
れ
評
価
さ
れ
肉
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
一

、
、
、

個
の
創
作
者
の
中
に
お
い
て
も
前
の
作
品
が
今
書
い
て
い
る
作
品
を
培
わ
せ

、
、

か
つ
又
評
価
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
今

書
い
て
い
る
作
品
を
批
評
す
る
立
場
に
前
の
作
品
は
な
り
さ
が
る
こ
と
を
も

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
一
人
の
作
家
の
中
に
お
い
て
も
常
に
創
作
者
と
批
評

家
が
共
存
し
、
未
知
の
世
界
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
っ
て
長
田

、
、
、
、
、
、

久
男
先
生
が
『
文
章
の
研
究
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
き
手
と
読
み
手
を
位

置
づ
け
ら
れ
た
の
は
彗
眼
だ
っ
た
と
思
う
。

文
章
表
現
に
お
い
て
、
書
き
手
は
、
た
ん
に
書
き
手
で
あ
る
だ
け
で
は

な
く
、
こ
の
書
き
手
自
身
の
な
か
に
は
、
同
時
に
内
面
の
読
み
手
が
い
る
。

享
曹
、



、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

こ
の
こ
と
は
言
い
か
え
る
と
創
作
者
の
中
の
批
評
家
が
常
に
問
を
た
く
わ

え
何
も
の
か
を
書
か
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
そ
の
関
係
が

無
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
書
く
と
い
う
こ
と
は
他
と
の
関
係
を
も
つ
こ
と
で
あ

り
、
他
と
の
関
係
（
対
批
評
家
）
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
価
値
観
へ
と

つ
な
が
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
敷
術
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
個
の
作
品
が
書
か
れ
、
作
者
の
手
を
離
れ
た
瞬
間
よ
り
作
家
と
作
品
は
別

個
の
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
作
家
が
即
批
評
家
へ
と
転
換
さ
れ
、
そ
の
上
他

者
で
あ
る
一
般
読
者
が
こ
の
作
品
と
関
係
を
も
っ
て
く
る
。
発
表
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
作
品
が
作
者
の
中
の
批
評
家
か
ら
さ
ら
に
分
離
し
、
社
会
的
に

普
遍
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
時
、
次
の
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に

、
、
、
、
、

思
う
。
作
家
と
も
の
化
し
た
作
品
と
い
う
二
元
論
の
直
線
的
な
関
係
に
は
た

、
、
、

い
し
て
意
味
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
批
評
家
と
も
の
化

、
、

、

し
た
作
品
と
い
う
二
元
論
に
も
意
味
が
な
い
。
ま
し
て
作
品
が
先
で
批
評
は

、後
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
た
い
し
て
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
意
味
が
あ
る

も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
も
の
化
し
た
作
品
を
媒
介
に
し
た
創
作
者
側
と
批

書
き
な
が
ら
読
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
、
文
章
理
解
に
お
い
て
も
、
読
み
手
は
、
た
ん
に
読
み
手
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
読
み
手
自
身
の
な
か
に
は
、
同
時
に
内
面
の
書
き

手
が
い
る
。
読
み
な
が
ら
問
題
意
識
を
持
っ
た
り
、
問
を
作
っ
た
り
す
る

⑮

の
は
そ
れ
で
あ
る
。

創
作
行
為
と
批
評
行
為

オ

も

評
者
側
と
の
か
か
わ
り
で
あ
り
、
そ
の
問
に
よ
こ
た
わ
る
以
上
み
て
き
た
よ

う
な
各
々
四
つ
の
領
域
と
そ
の
相
互
関
係
の
メ
カ
’
一
ス
ム
で
あ
る
。
よ
し
作

家
が
す
で
に
死
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
作
品
が
今
日
ま
で
生
き
評
価
さ
れ
る

根
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
家
の
像
を
批
評
家
自
身
の
中
に
よ
み
が
え

ら
せ
描
き
出
し
成
長
さ
せ
る
所
に
批
評
の
批
評
た
る
所
以
が
あ
る
。
な
げ
だ

さ
れ
た
作
品
が
い
か
に
生
か
さ
れ
る
か
、
ふ
と
っ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
が

歴
史
的
空
間
の
中
で
重
要
な
意
味
を
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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①
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