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1

（
田
辺
元
に
向
か
っ
て
）「
お
ま
え
た
ち
日
本
人
は
、
い
よ
い
よ
貪
欲
に
な
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
で
そ
の
都
度
の
最
新
の
も
の
ば
か
り
先
を
争
っ
て
追
い
か

け
た
り
す
る
代
わ
り
に
、
ど
う
し
て
自
分
自
身
の
思
考
の
立
派
な
始
ま
り
に
想

い
を
い
た
さ
な
い
の
か
」（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
│
日
本

人
と
問
う
人
と
の
あ
い
だ
の
│
』）

序.

日
本
の
人
文
学
〝
近
代
化
〞
の
諸
相

　

今
や
西
欧
を
規
範
と
し
て
東
ア
ジ
ア
を
考
え
る
時
代
は
終
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
現
代
の
礎
石
を
成
し
た
近
代
を
考
え
る
と
、
東
ア
ジ
ア
の
み

な
ら
ず
非
西
欧
圏
の
近
代
化
に
つ
い
て
は
そ
の
内
実
や
形
成
を
、
西
欧
を
参
照

軸
と
し
て
考
察
す
べ
き
こ
と
は
研
究
史
の
常
識
で
あ
る
。

　

洋
学
受
容
に
よ
る
日
本
の
近
代
化
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
坂
本
多
加
雄
は

西
洋
思
想
の
日
本
思
想
へ
の
影
響
に
つ
い
て
「
そ
う
し
た
影
響
関
係
を
そ
も
そ

も
可
能
に
し
た
日
本
の
側
の
思
想
的
準
備
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
、
精
神
的
基

盤
と
い
っ
た
も
の
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
か

0

」
と
言
い
、「
日
本
の
内
部
に

あ
っ
た
あ
る
特
定
の
要
素
が
、
西
欧
の
思
想
の
、
こ
れ
ま
た
あ
る
特
定
の
要
素

と
同
調
す
る
こ
と
で
、
西
洋
思
想
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る

も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る

1

」
と
理
解
す
る
。
他
方
、
近
現
代
政
治
史
・
政
治
思

想
史
の
関
心
か
ら
松
本
健
一
は
、
日
本
の
「
国
体
」
論
を
は
じ
め
、
中
国
の
太

平
天
国
や
韓
国
の
東
学
も
ふ
く
め
、
抵
抗
し
独
立
し
よ
う
と
す
る
民
族
主
義
は

い
ず
れ
も
西
欧
の
衝
撃
へ
の
反
応
と
し
て
捉
え
る

2

。
近
代
は
西
欧
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
認
め
た
そ
の
う
え
で
、
松
本
の
志
向
は
ア
ジ

ア
固
有
の
原
理
、〝
ア
ジ
ア
の
世
紀
〞
の
成
立
可
能
性
に
も
向
か
う
。
で
は
、

学
問
的
な
近
代
人
文
学
の
形
成
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
東
洋
美
術
史
の
近
代
的
展
開
に
関
し
て
は
、
藤
原
貞
朗
の
所
説
が

的
を
得
て
い
る
。
彼
は
「
学
術
的
覇
権
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
洋
学
と
日
本

の
学
問
と
の
力
関
係
を
論
じ
て
い
る
。「
中
国
か
ら
日
本
へ
、
古
代
か
ら
近
世

へ
と
時
系
列
に
沿
っ
て
透
視
す
る
美
術
史
観
は
、
西
欧
の
知
が
歴
史
的
に
培
っ

1
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た
産
物
で
あ
る
。
美
術
史
学
に
せ
よ
、
考
古
学
に
せ
よ
、
西
欧
の
学
術
的
方
法

が
東
洋
美
術
に
応
用
し
う
る
と
の
確
信
は
、
い
か
に
普
遍
的
な
響
き
を
持
っ
て

い
よ
う
と
も
、
東
洋
が
歴
史
的
・
文
化
的
に
形
成
し
て
き
た
価
値
観
に
異
議
を

唱
え
、
東
洋
美
術
を
研
究
す
る
学
術
的
覇
権
を
西
洋
が
握
る
こ
と
を
表
明
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い

3

」、
と
藤
原
は
言
い
、「
欧
米
の
学
問
の
普
遍
性
を
認
め

る
な
ら
ば
、不
平
等
な
学
問
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

4

」
と
断
罪
す
る
。
そ
し
て
、

「〔
欧
米
と
の
学
問
研
究
上
の
〕
対
決
を
通
じ
て
、
辛
う
じ
て
生
き
残
る
こ
と
が

で
き
た
の
が
日
本
的
な
美
術
史
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
東
洋
美
術
史
学
の

起
源
に
観
察
さ
れ
る
日
本
と
欧
米
の
断
層
は
、
欧
米
の
「
治
学
の
優
秀
性
」
を

示
す
も
の
で
も
、
日
本
（
中
心
）
的
な
美
術
史
観
の
（
政
治
的
）
過
ち
を
示
す

も
の
で
も
な
く
、
東
洋
美
術
を
め
ぐ
る
学
問
的
覇
権
と
価
値
観
の
所
有
権
を
賭

け
た
闘
争
の
所
産
で
あ
る

5

」、
と
い
う
暫
定
的
結
論
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

国
文
学
に
つ
い
て
は
、
国
学
の
脱
構
築
と
ド
イ
ツ
文
献
学
を
応
用
し
た
日
本
文

献
学
と
い
う
性
格
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
近
代
学
問
と
し
て
大
学
内
に
国
文
学

科
が
確
立
し
た
こ
と
は
、
先
駆
者
の
芳
賀
矢
一
の
業
績
か
ら
た
ど
る
こ
と
が
出

来
る

6

。
そ
れ
で
は
、
美
学
と
い
う
学
問
分
野
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

１.

〝
応
用
美
学
〞
と
し
て
の
日
本
美
学

　

近
代
日
本
美
学
史
は
、
大
学
内
で
の
美
学
科
の
設
置
と
い
っ
た
制
度
的
な
側

面
を
別
と
す
れ
ば
、
第
１
段
階
と
し
て
西
洋
美
学
の
術
語
の
邦
訳
（
西
周
、
森

鷗
外
、
中
江
兆
民
、
井
上
哲
次
郎
、
ほ
か
）、
第
２
段
階
と
し
て
西
洋
美
学
の

体
系
的
導
入
と
紹
介
（
大
塚
保
治
、
高
山
樗
牛
、
ほ
か
）、
そ
し
て
日
本
美
学

の
再
構
成
の
試
み
（
大
西
克
禮
、金
子
馬
治
、ほ
か
）、と
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
美
学
の
学
問
的
体
系
化
に
関
し
て
大
西
克
禮
は
「「
美
学
」
は
も
と
も

と
西
洋
か
ら
、
我
が
国
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
事
実
を
確
認
し
た
う
え

で
、「〔
美
学
の
根
底
に
は
西
欧
の
芸
術
や
自
然
の
美
的
現
象
や
、
民
族
の
美
意

識
が
あ
る
。
東
洋
や
日
本
に
は
独
特
の
芸
術
、
自
然
、
民
族
的
美
意
識
や
芸
術

感
が
あ
る
。〕
西
洋
の
美
学
を
学
ん
で
、
更
に
そ
の
発
展
に
努
力
す
べ
き
義
務

を
有
す
る
吾
々
と
し
て
は
、〔
上
記
の
事
実
を
認
め
た
上
で
〕
西
洋
風
の
「
美

学
」
の
内
容
を
補
足
し
、
或
は
拡
充
す
る
こ
と
に
努
む
べ
き
で
あ
る
」
と
論
じ

る

7

。
つ
ま
り
、
狙
い
と
し
て
は
西
洋
美
学
に
範
を
と
っ
た
日
本
美
学
の
構
築
と

い
う
よ
り
も
、普
遍
的
な
学
と
し
て
の
美
学
の
統
合（integration

）の
た
め
に
、

東
洋
・
日
本
美
学
の
研
究
を
課
題
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ

の
場
合
、
方
法
論
や
体
系
論
は
西
洋
美
学
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
美

的
範
疇
に
注
目
し
、「
従
来
西
欧
の
体
系
的
美
学
の
構
成
上
に
重
要
な
る
意
義

を
有
し
た
「
美
的
範
疇
」
の
問
題
は
、
実
際
上
如
何
に
補
足
さ
れ
、
若
し
く
は

如
何
に
考
へ
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
。
事
実
従
来
の
西
洋
美
学
で
余
り
注

意
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
や
う
な
、「
美
的
な
る
も
の
」
の
特
殊
の
「
形
相
」
或

は
「
範
疇
」
の
如
き
も
の
が
、東
洋
乃
至
日
本
の
民
族
的
美
意
識
に
於
い
て
は
、

明
ら
か
に
識
別
さ
れ
、概
念
化
さ
れ
、若
し
く
は
特
別
な
る
芸
術
的
形
式
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か

8

」、
と
考
え
る
。
そ
し
て
大
西
は
、〔「
幽
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玄
」「
わ
び
」「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
単
に
日
本
の
民
族
の
言
葉
に

現
れ
た
「
美
的
形
容
詞
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
間
の
意
識
が
〕
体

験
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
美
的
な
る
も
の
」
の
「
特
殊
相
」
と
し
て
）「
吾
々

の
本
来
の
関
心
事
は
、
寧
ろ
そ
れ
ら
特
殊
の
所
謂
「
日
本
的
」
な
る
「
美
的
概

念
」
及
び
そ
の
意
味
す
る
特
殊
の
「
体
験
」
の
本
質
を
ば
、
如
何
に
し
て
普
遍

的
理
論
体
系
と
し
て
の
「
美
学
」
の
組
織
の
中
に
組
み
入
れ
る
か
と
い
ふ
点
に

あ
る

9

」。「
何
故
な
ら
そ
の
「
方
法
」
こ
そ
は
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
に
与
へ
ら
れ

た
る
諸
概
念
を
ば
、
真
に
「
美
学
的
」
に
解
釈
す
る
所
以
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら

で
あ
る
。
国
文
学
或
は
一
般
に
国
民
的
意
識
の
歴
史
的
研
究
者
は
、例
へ
ば「
幽

玄
」
の
概
念
が
如
何
に
使
用
さ
れ
、
如
何
に
変
化
し
、
或
は
発
達
し
た
か
、
又

そ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
古
人
は
如
何
な
る
「
体
験
内
容
」
の
本
質
を
意
味
し
た

の
で
あ
る
か
と
い
ふ
や
う
な
点
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
、
そ
の
関
心
を
集
中
す

る

A

」、と
言
い
、け
っ
き
ょ
く
彼
が
採
用
す
る
基
本
的
美
的
範
疇
は
、ヘ
ル
マ
ン
・

コ
ー
ヘ
ン
に
即
し
て
、「
美
」「
崇
高
」「
フ
モ
ー
ル
」
の
三
対
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、「
幽
玄
」
で
あ
れ
「
風
雅
」
で
あ
れ
「
わ
び
」
で
あ
れ
、
日
本

美
学
の
内
容
は
、
長
い
国
文
学
の
伝
統
の
中
で
継
続
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
美
学
者
は
日
本
美
学
の
材
料
を
国
文
学
の
分
野
か
ら

取
り
出
す
が
、
し
か
し
、
大
西
は
『
幽
玄
と
あ
は
れ
』
に
お
い
て
、「
本
書
の

内
容
は
、
要
す
る
に
「
幽
玄
」
及
び
「
あ
は
れ
」
の
概
念
を
、
美
学
の
立
場
か

ら
研
究
せ
ん
と
し
た
一
つ
の
試
論
で
あ
る
。
私
の
本
来
の
学
的
関
心
は
、
是
等

の
日
本
的
な
る
美
的
諸
概
念
を
、
新
に
美
的
範
疇
論
の
理
論
的
連
関
の
中
に
展

開
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。〈
中
略
〉斯
く
て
私
は
本
書
に
於
い
て「
幽
玄
」や「
あ

は
れ
」
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
終
始
美
学
の
立
場
を
離
れ
な
い
や
う

に
心
が
け
た
つ
も
り
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
仕
事
と
し
て
は
、
先
づ
是

等
の
諸
問
題
を
、
言
は
ば
そ
の
素
材
的
方
面
か
ら
し
て
、
美
学
的
考
察
の
俎
上

に
上
す
べ
く
準
備
す
る
こ
と
に
、
か
な
り
力
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る

B

」
と
言
う
。
あ
く
ま
で
も
自
覚
的
に
美
学
的
方
法
、
問
題
関
心
、
用

語
法
に
基
づ
い
て
、
国
文
学
史
的
範
疇
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
他
方
、
国
文
学

上
の
ト
ポ
ス
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
美
的
範
疇
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
講
壇

内
で
は
美
学
科
と
は
別
に
国
文
学
分
野
に
お
い
て
も
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

岡
崎
義
恵
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。

　

２.

岡
崎
義
恵
に
よ
る
日
本
文
芸
学

　

久
松
潜
一
な
ど
よ
り
は
る
か
に
美
学
的
関
心
を
寄
せ
て
国
文
学
の
中
に
い
た

の
は
岡
崎
義
恵
で
あ
り
、
彼
の
業
績
に
は
、
た
と
え
ば
『
文
芸
学
概
論
』（
初

版
昭
和
26
年
）
の
よ
う
に
、
美
学
研
究
者
に
も
益
す
る
も
の
が
多
々
あ
る
。
岡

崎
は
ど
の
よ
う
な
動
機
で
美
学
へ
と
接
近
し
た
の
か
。晩
年
回
想
し
て
い
る「
東

大
学
生
の
頃
」
と
題
さ
れ
た
小
文
に
お
い
て
、
国
文
学
科
へ
の
失
望
の
思
い
出

も
記
さ
れ
て
い
る
。
最
初
、
夏
目
・
上
田
の
よ
う
な
大
家
を
理
想
と
し
て
東
京

帝
大
英
文
学
科
に
入
学
（
大
正
３
年
）、
と
こ
ろ
が
講
義
に
失
望
、
国
文
学
科

に
転
じ
る
。「
し
か
し
、
私
は
決
し
て
国
文
学
科
と
い
う
も
の
に
愛
着
を
感
じ

た
わ
け
で
な
く
、
正
直
に
い
え
ば
い
く
ら
か
嫌
悪
に
近
い
情
を
さ
え
抱
い
て
い
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た
の
で
あ
る
。
殊
に
あ
の
国
学
と
い
う
も
の
は
私
と
血
縁
の
乏
し
い
も
の
で
、

国
学
の
後
継
者
と
し
て
の
国
文
学
と
い
う
も
の
も
、
私
の
好
み
に
は
合
わ
な
い

も
の
で
あ
る
。
私
は
国
文
学
者
と
呼
ば
れ
る
時
、
背
筋
に
寒
け
を
感
じ
た
こ
と

も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る

C

」。
そ
の
わ
け
は
、
彼
が
英
文
学
科
に
入
っ
た
の
は
英

文
学
に
愛
着
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、「
文
芸
と
い
う
も
の
に
心
を
惹

か
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
学
の
英
文
学
と
い
う
も
の
は
、
実
に

余
り
に
も
英
文
学
で
あ
っ
た
。文
芸
の
研
究
と
は
い
い
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
私
は
ロ
ー
レ
ン
ス
教
師
の
講
義
に
出
て
見
て
、
最
初
の
時
間
が
チ
ャ

イ
ル
ド
＝
ハ
ロ
ル
ド
と
い
う
言
葉
の
考
証
に
費
や
さ
れ
た
の
に
驚
い
た
。
私
は

バ
イ
ロ
ン
の
美
的
価
値
を
教
え
ら
れ
る
つ
も
り
で
出
席
し
た
の
に
、
全
く
意
外

の
こ
と
で
あ
っ
た

D

」、
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
曰
く
、「
今
日
か
ら
考
え
る
と
、

大
学
で
文
芸
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
は
、
美
学
の
講
義
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
高
等
学
校
で
数
学
を
修
め
て
い
な
け
れ
ば
哲
学
科

に
入
れ
な
い
と
い
う
規
則
が
、
も
し
そ
の
当
時
大
学
に
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私

は
美
学
科
に
転
じ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
不
可
能
だ
っ
た

の
で
、私
は
学
校
の
課
程
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
国
文
学
科
に
入
っ
て
、

自
由
に
文
芸
に
親
し
も
う
と
し
た
の
で
あ
る

E

」。「
私
の
出
発
点
が
決
し
て
国
学

者
の
よ
う
な
伝
統
主
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
遍
的
な
文
芸
の
美
を
求
め
る
た

め
の
遍
歴
を
志
し
て
い
た
こ
と
は
否
ま
れ
な
い

F

」、
と
。

　

岡
崎
は
国
文
学
界
へ
の
苛
立
ち
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
原
因

は
、
端
的
に
言
っ
て
国
文
学
に
お
け
る
国
学
的
要
素
の
残
滓
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
、
彼
は
国
文
学
に
代
え
て
「
文
芸
学
」
を
構
想
す
る
。
本

論
文
の
趣
旨
に
そ
く
し
て
岡
崎
の
業
績
を
評
価
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
る

だ
ろ
う
。
日
本
の
美
学
は
翻
訳
学
と
い
う
性
格
を
出
発
点
か
ら
持
ち
、
い
わ
ば

洋
学
の
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
塚
保
治
や
大
西
克
禮
と
い
っ
た
先
駆
者

は
洋
学
美
学
の
範
疇
で
日
本
の
伝
統
的
美
意
識
を
捉
え
直
す
こ
と
も
試
み
た

が
、
日
本
の
主
体
的
美
学
の
試
み
は
森
鷗
外
、
坪
内
逍
遥
ほ
か
の
、
大
学
制
度

に
基
づ
い
た
美
学
界
の
外
側
の
人
材
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
一

方
で
、
我
が
国
は
国
学
や
国
文
学
と
い
う
伝
統
的
学
問
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の

成
果
を
〈
日
本
の
美
学
〉
形
成
に
十
分
役
立
て
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
そ

う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
岡
崎
義
恵
は
国
文
学
畑
を
一
貫
し
て
進
み
な
が
ら
文

芸
学
的
美
学
（
美
学
的
日
本
文
芸
学
）
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

伝
統
の
国
文
学
に
対
す
る
反
抗
を
美
学
を
介
し
て
為
す
と
同
時
に
、
美
学
を
彼

独
自
の
「
日
本
文
芸
学
」
の
構
想
の
中
に
生
か
す
こ
と
で
、
西
洋
美
学
の
自
前

化
の
試
み
が
み
て
と
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
概
説
の
限
り
で
は
、
日
本
の
美
学
界
に
お
け
る
日
本
美
学
研

究
の
歩
み
は
そ
れ
な
り
に
順
調
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

３.

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
い

　

し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
い
に
直
面
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
す
る
ど
く
衝
く
の
は
〝
応
用
〞
と
か
〝
折
衷
〞
の
曖
昧
さ
や
自
覚
的
思

索
の
欠
如
で
あ
ろ
う
か
。
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
日
本
人
の
あ
る
学
者
と
の
対
話
で
、
九
鬼
周
蔵
の
「
い
き
」

論
を
話
題
に
し
て
、
日
本
人
学
者
が
「
九
鬼
は
〈
・
・
・
〉
日
本
の
芸
術
の
本

質
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
の
助
け
を
借
り
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
ま

す

G

」、
と
言
う
の
に
対
し
て
、「
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
企
て
る
の
に
美

学
に
頼
っ
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か

H

」、
と
問
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
美
学

と
い
う
名
称
と
そ
れ
が
指
す
も
の
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
考
、
哲
学
か
ら

出
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
美
学
的
な
考
察
は
東
ア
ジ
ア
的
な
思
考
に
と
っ

て
所
詮
、
基
本
的
に
馴
染
ま
な
い
は
ず
で
す

I

」。
そ
れ
に
対
し
て
、「
し
か
し
、

私
た
ち
日
本
人
は
美
学
に
助
け
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す

J

」、
と
答

え
る
。

　

当
然
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
い
は
続
く
、「
そ
れ
は
ま
た
何
の
た
め
で
し
ょ

う

K

」。
そ
こ
で
日
本
人
学
者
は
、「
美
学
は
、芸
術
や
文
学
と
し
て
私
た
ち
に
迫
っ

て
く
る
も
の
を
捉
え
る
た
め
に
必
要
な
様
々
な
概
念
を
私
た
ち
に
提
供
し
て
く

れ
る
の
で
す

L

」、
と
言
い
、「
概
念
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
す
。
二
人
の
対
話

は
続
く
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
問
う
、「
あ
な
た
が
た
に
は
概
念
が
必
要
な
の
で

す
か

M

」。「
お
そ
ら
く
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
考
と
出
会
っ

て
以
来
、
私
た
ち
の
言
語
に
能
力
の
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
す

N

」。
日
本
語
と
い
う
言
語
が
美
学
的
な
論
理
構
築
に
当
た
っ
て

不
十
分
な
表
現
力
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、「
私

た
ち
の
言
語
に
は
、
対
象
を
一
義
的
に
分
類
し
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
の
中
で

互
い
に
上
位
、
下
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
た
め
の
限
定
的
な
力
が
欠

け
て
い
る
の
で
す

O

」。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
う
、「
そ
の
能
力
の
な
い
こ
と
を
、

本
気
で
自
分
た
ち
の
言
語
の
欠
陥
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す

か

P

」。

　

た
し
か
に
、
洋
学
の
導
入
は
日
本
語
の
欠
陥
を
補
う
た
め
で
は
な
く
、
西
洋

文
明
の
成
果
で
あ
る
制
度
の
数
々
、
法
律
、
技
術
、
政
治
制
度
、
軍
事
技
術
、

医
学
、
等
々
を
学
ぶ
た
め
で
あ
り
、
思
想
や
哲
学
に
つ
い
て
は
二
の
次
で
あ
り
、

ま
し
て
や
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
に
つ
い
て
は
普
及
を
警
戒
し
て
い
た
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
い
か
け
に
戻
ろ
う
。
さ
ら
に
彼
は
問
い
か
け
る
、「
東

ア
ジ
ア
の
人
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
概
念
体
系
を
追
い
か
け
る
必
要
が
あ
る

の
か
、
そ
れ
は
正
当
で
あ
る
の
か
〈
・
・
・
〉

Q

」。「
知
識
欲
や
、
説
明
を
貪
欲

に
求
め
る
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
を
け
っ
し
て
思
索
し
つ
つ
問
う
と
い
う
と
こ

ろ
へ
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
知
識
欲
と
い
う
の
は
、
す
で
に
、
隠
さ
れ

た
自
己
意
識
の
慢
心
で
あ
る
の
が
常
で
す
。
こ
の
自
己
意
識
は
、
自
分
で
理
性

や
理
性
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
案
出
し
て
お
い
て
そ
れ
を
引
き
合
い
に
出
す
の

で
す
。
知
識
欲
は
、
思
索
さ
れ
る
べ
き
威
厳
を
備
え
た
も
の
を
前
に
し
て
じ
っ

と
思
い
を
凝
ら
す
な
ぞ
と
い
う
こ
と
を
欲
し
な
い
の
で
す

R

」。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
求
め
る
の
は
知
識
情
報
や
分
析
や
説
明
の
道
具
と
し
て
の

言
語
で
は
な
く
、
思
索
の
た
め
の
言
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
常
的
に
は
隠
さ
れ

て
い
る
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
個
人
や
民
族
の
固
有
の
言
語
に
よ
る
。

日
本
人
学
者
の
回
答
は
苦
し
紛
れ
に
響
く
。「
そ
の
よ
う
に
し
て
、
私
た
ち
は

実
際
に
は
た
だ
、
自
分
た
ち
の
芸
術
や
文
学
が
そ
の
本
質
を
汲
む
元
と
な
る
も
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の
を
、
も
っ
と
明
る
い
と
こ
ろ
へ
引
き
上
げ
る
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
が

ど
の
点
で
ふ
さ
わ
し
い
の
か
、
を
知
り
た
が
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す

S

」。

彼
は
い
く
ぶ
ん
答
え
に
窮
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。「
こ
う
な
る
と
、

九
鬼
に
と
っ
て
、
い
き
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
の
助
け
を
借
り
て
│
│
と
い
う

こ
と
は
、
ご
指
摘
に
よ
れ
ば
形
而
上
学
的
に
│
│
規
定
し
た
い
、
と
い
う
誘
惑

が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う

T

」。
し
か
し
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
納
得
し
な
い
。「
大
き
い
と
い
え
ば
、
私
が
抱
く
危
惧
の
念
の

ほ
う
が
大
き
い
で
し
た
。
そ
れ
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う

や
り
方
で
は
東
ア
ジ
ア
芸
術
の
本
来
の
性
質
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
芸

術
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
圏
内
に
ず
ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
案
じ

る
の
で
す

U

」。

│
│
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
疑
問
に
よ
っ
て
我
々

は
反
省
を
強
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
「
美
学
」
と
い
う
学
問
そ
の
も
の

は
た
し
か
に
西
洋
哲
学
史
よ
り
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
認
識
し
重
視
す
る
と

し
て
も
、
日
本
の
美
的
語
彙
の
研
究
に
際
し
て
洋
学
美
学
の
範
疇
や
体
系
を
援

用
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
す
る
こ
と
を
無
批
判
的
に
前
提
と
し
て
築
い
て

き
た
日
本
美
学
研
究
へ
の
根
源
的
な
反
省
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
い
を
受
け
て
、
我
々
の
自
問
は
次
の
よ
う
な

も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
政
府
の
大
学
制
度
と
共
に
近
代
以
降
に
導
入

し
、
こ
こ
ま
で
西
洋
美
学
の
歴
史
と
成
果
と
を
摂
取
し
て
き
た
日
本
の
美
学
研

究
は
、
そ
も
そ
も
、
日
本
の
伝
統
的
な
美
意
識
や
芸
術
論
、
美
的
美
学
的
範
疇

を
ど
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
出
来
る
か
？　

西
洋
美
学
の
美
学
的
関
心
の
う
ち

に
日
本
美
学
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
た
し
か
に
大
西
克
禮
の
目
指
し
た
よ
う

な
世
界
美
学
へ
の
寄
与
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
試
み
が
果
た

し
て
「
日
本
美
学
」
の
研
究
、
と
り
わ
け
内
在
的
な
そ
の
独
創
性
探
究
の
研
究

で
あ
る
の
か
。

　

大
西
の
場
合
も
岡
崎
義
恵
の
場
合
も
、
さ
ら
に
は
国
文
学
に
お
け
る
芳
賀
矢

一
の
場
合
も
、
い
ず
れ
も
洋
学
の
応
用
編
と
し
て
日
本
の
伝
統
的
学
問
業
績
を

解
釈
し
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
美
学
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ば

「
応
用
美
学
」、
つ
ま
り
洋
学
翻
訳
学
と
し
て
の
「
美
学
」
の
鋳
型
を
利
用
し
た

学
問
的
論
究
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
美
学
（
美
意
識
・
美

的
感
情
・
情
緒
、
等
々
）
と
い
う
、
特
殊
的
個
別
的
現
実
と
そ
の
美
的
体
験
を

普
遍
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
学
問
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
方
法
は
有
効
な
の
だ

ろ
う
か
？　

美
的
美
学
的
範
疇
に
関
し
て
、
そ
の
問
を
論
究
し
て
み
た
い
。

　

４.

「
範
疇
」
と
そ
の
邦
語
訳

　

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
軽
々
に
範
疇
と
い
う
術
語
を
使
っ
て
き
て
は
い
な
い
か

の
反
省
か
ら
始
め
た
い
。
わ
れ
わ
れ
が
「
範
疇
」
と
呼
ぶ
も
の
は
た
ん
に
美
学

上
の
用
語
な
い
し
概
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
訳
語
「
範
疇
」
の
原
義

を
原
典
に
即
し
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

美
的
美
学
的
範
疇
と
は
‶aesthetic category

”
の
邦
語
訳
で
あ
る
。
そ

れ
が
誤
解
を
導
い
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
証
を
必
要
と
す
る
が
、
し
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か
し
、学
界
の
慣
用
と
し
て
定
着
し
て
い
る
語
法
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て「
範

疇
」
の
意
味
内
容
を
原
義
に
即
し
て
か
ん
た
ん
に
整
理
・
要
約
し
て
お
き
た
い
。

　

当
然
「
範
疇
」
に
関
す
る
哲
学
史
的
議
論
の
代
表
例
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と

カ
ン
ト
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
（『
範
疇
論
』）、
範
疇
の
分
類
は

文
法
に
基
づ
く
。
実
体
と
は
す
な
わ
ち
名
詞
・
代
名
詞
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う

に
。
文
法
語
法
に
よ
る
言
語
表
現
に
示
さ
れ
る
実
体
や
そ
の
様
態
を
分
析
し
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
挙
げ
た
の
が
、
実
体
、
量
、
質
、
関
係
、
場
所
、
時
間
、

位
置
、
状
態
、
能
動
、
所
（
受
）
動
、
の
計
10
個
の
範
疇
で
あ
っ
た
。
限
り
な

く
上
位
の
概
念
を
求
め
て
い
け
ば
、
つ
い
に
は
も
は
や
種
概
念
と
は
な
り
え
な

い
最
高
の
類
概
念
に
到
達
す
る
が
、そ
れ
こ
そ
が
「
範
疇
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、

（
１
）
科
学
研
究
の
便
宜
上
、
限
ら
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
最
高
類
を
定
め
る

の
で
あ
り
、「
人
類
学
」
の
場
合
は
「
人
」
を
最
高
類
に
、「
動
物
学
」
で
は
「
動

物
」
を
最
高
類
と
す
る
。
そ
し
て
、（
２
）
論
理
的
に
、
ま
た
論
理
学
的
に
は
、

一
切
の
概
念
の
上
位
に
立
つ
概
念
が
「
範
疇
」
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
論
理
的

抽
象
作
用
の
結
実
と
し
て
範
疇
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
ン
ト
（『
純
粋
理
性
批
判
』）
で
は
、範
疇
は
純
粋
な
思
考
形
式
を
意
味
し
、

そ
れ
は
判
断
形
式
で
も
あ
る
。
判
断
の
機
能
に
応
じ
て
、
質
（
実
在
性
、
否
定

性
、
制
限
性
）、
量
（
単
一
性
、
数
多
性
、
全
体
性
）、
関
係
（
実
体
性
、
因
果

性
、
交
互
性
）、
様
相
（
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
）、
の
計
12
の
範
疇
が
立

て
ら
れ
て
い
る
。
判
断
の
際
の
範
疇
化
と
い
う
志
向
作
用
に
注
目
し
た
の
が
カ

ン
ト
の
場
合
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
手
近
な
美
学
書
を
調
べ
て
み
る
と
、
た
と
え
ばC

harles Lalo, 

N
otions d’esthétique

（PU
F, 1960

）
で
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
み
ら
れ
る

V

。

す
な
わ
ち
、
多
く
の
合
理
主
義
的
思
想
家
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
カ
ン
ト
に
な

ら
っ
て
範
疇
論
を
ふ
ま
え
て
「
複
数
性
」pluralism

e

「
多
様
性
」diversité

を
「
単
一
性
」unité

へ
と
整
理
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
知
性
の
営
み
は
、
事

実
を
扱
う
学
問
分
野
で
も
行
為
に
関
す
る
道
徳
的
分
野
で
も
、
思
考
経
済
の
法

則
（loi d

’économ
ie

） 

に
よ
る
、
と
。

　

本
稿
で
問
い
か
け
た
い
の
は
、
日
本
美
学
の
場
合
、
そ
の
範
疇
論
に
は
西
洋

美
学
が
前
提
と
す
る
哲
学
史
的
な
範
疇
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、「
範
疇
論
」

の
生
成
の
た
め
の
次
の
よ
う
な
３
点
が
ど
の
程
度
み
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
１
）　 

論
理
的
思
考
の
手
続
き
（
プ
ロ
セ
ス
）
と
し
て
の
「
抽
象
」
と
「
分

類
」「
ク
ラ
ス
分
け
」
の
論
理
。

　
（
２
）　 

思
考
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
＝
あ
る
共
同
体
内
で
の
共
通
術
語
と
い
う
論

理
。

　
（
３
）　
「
最
高
類
」
の
抽
出
と
い
う
論
理
。

　

さ
て
、訳
語
と
は
「
翻
訳
」
＝
「
解
釈
」
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
が
、‶category

”

が
「
範
疇
」
と
訳
さ
れ
た
そ
の
訳
語
の
元
は
漢
籍
『
書
経
』
の
中
の
「
洪
範
」

に
あ
る
「
天
す
な
わ
ち
禹
に
洪
範
九
疇
を
た
ま
わ
る
」
か
ら
転
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。『
哲
学
字
彙
』（
１
８
８
１
年
、
再
版
１
８
８
４
年
、
３
版
１
９
１
２
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年
）
の
項
目
〈C

ategory

〉
に
「C

ategory　

範
疇
、
按
、
書
洪
範
、
天
乃

錫
禹
洪
範
九
疇
、
範
法
也
、
疇
類
也
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る

W

。
永
嶋
大
典
『
蘭

和
・
英
和
辞
書
発
達
史
』
に
よ
れ
ば
、
‶category

”
の
訳
語
は
以
下
の
よ
う

に
多
様
で
あ
っ
た

X

。

　
『
英
和
字
彙
』（
柴
田
昌
好
・
子
安
峻
編
、
初
版
１
８
７
３
）
種
類
、
順
次
、
列

　
『
哲
学
字
彙
』（
井
上
哲
次
郎
編
、
初
版
１
８
８
１
）　

範
疇

　
『
英
和
字
彙
』（
再
版
１
８
８
２
）
種
類
。
順
次
。
列
。
範
疇

　
『
哲
学
字
彙
』（
再
版
１
８
８
４
）
＝
初
版
に
同
じ

　
『
英
和
字
典
』（ 

尺
振
八
編
、
１
８
８
９
）
類
。
順
序
〔
論
〕　

有
様
。
情
形
。

境
遇
。
遭
際
。
事
情
。

　　

こ
う
し
た
訳
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
訳
語
作
成
者
た
ち
は
‶category

”

の
語
義
の
理
解
に
上
述
の
よ
う
な
範
疇
論
的
基
礎
に
た
い
し
た
配
慮
を
示
し
て

い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
明
治
期
の
洋
学
翻
訳
草
創
期
の
先
駆
者
の
苦
労
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
な
、多
様
な
訳
例
で
あ
る
。
多
様
で
あ
る
の
は
‶category

”

理
解
と
解
釈
の
多
様
の
反
映
で
あ
る
が
、「
範
疇
」
の
訳
語
と
し
て
の
適
否
は

こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
範
疇
論
的
思
考
が
日
本
の
美
学
の
中
に
ど
の
程
度
認
め

ら
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

　

５.

大
西
克
禮
の
美
的
範
疇
論
評
価

　

日
本
の
近
代
美
学
者
の
な
か
で
最
初
に
原
理
的
体
系
的
に
美
的
範
疇
論
を
論

じ
た
の
は
大
西
克
禮
で
あ
る
。
彼
の
美
的
範
疇
論
は
『
美
學　

下
巻
』（
昭
和

35
年
初
版
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
美
的
範
疇
」

と
い
う
語
は
美
学
上
必
ず
し
も
広
く
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
立
場
に
よ
っ
て
「
美
的
基
礎
概
念
」、「
美
的
基
本
形
態
」、「
美
的
変
容
」

ま
た
は
単
に
「
美
的
諸
概
念
」
等
々
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
大
西
の
考

え
で
は
、
体
系
的
に
美
学
を
組
織
化
し
た
場
合
は
「
美
的
基
礎
概
念
」
と
い
う

の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。
客
観
的
に
「
美
的
形
態
」
の
区
別
を
認
識
す
る
な
ら

「
美
的
基
本
形
態
」
が
、
さ
ら
に
主
観
主
義
的
・
心
理
学
的
見
地
に
よ
れ
ば
「
美

的
変
容
」
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
自
身
は
「
美
的
範
疇
」
と

い
う
語
を
使
う
が
、
上
述
の
意
味
を
す
べ
て
包
含
さ
せ
る
「
最
も
都
合
の
好
い

言
葉
」
と
し
て
「
美
的
な
る
も
の
」
の
「
種
類
」
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
、

と

Y

。

　

既
述
の
よ
う
に
大
西
は
基
本
的
範
疇
を
コ
ー
ヘ
ン
に
倣
っ
て
「
美
」「
崇
高
」

「
フ
モ
ー
ル
」
の
３
つ
と
す
る
。
そ
し
て
、
西
洋
で
は
「
芸
術
的
契
機
」
が
優

位
で
あ
る
た
め
、
こ
の
三
範
疇
は
そ
れ
ぞ
れ
「
優
美
さ
」「
悲
劇
的
」「
滑
稽
」

と
三
分
節
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
お
よ
び
東
洋
で
は
「
自
然
的
契
機
」
が

優
位
で
あ
る
た
め
、「
あ
は
れ
」「
幽
玄
」「
さ
び
」
と
三
分
節
化
さ
れ
る
。「
あ

は
れ
」「
幽
玄
」「
わ
び
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
単
に
日
本
の
民
族
の
言
葉
に

現
れ
た
「
美
的
形
容
詞
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
間
の
意
識
が
体
験

す
る
こ
と
の
で
き
る
「
美
的
な
る
も
の
」
の
「
特
殊
相
」
と
し
て
、「
吾
々
の

本
来
の
関
心
事
は
、寧
ろ
そ
れ
ら
特
殊
の
所
謂
「
日
本
的
」
な
る
「
美
的
概
念
」
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及
び
そ
の
意
味
す
る
特
殊
の
「
体
験
」
の
本
質
を
ば
、
如
何
に
し
て
普
遍
的
理

論
体
系
と
し
て
の「
美
学
」の
組
織
の
中
に
組
み
入
れ
る
か
と
い
ふ
点
に
あ
る

Z

。」

「
何
故
な
ら
そ
の
「
方
法
」
こ
そ
は
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
に
与
へ
ら
れ
た
る
諸

概
念
を
ば
、真
に
「
美
学
的
」
に
解
釈
す
る
所
以
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

国
文
学
或
は
一
般
に
国
民
的
意
識
の
歴
史
的
研
究
者
は
、
例
へ
ば
「
幽
玄
」
の

概
念
が
如
何
に
使
用
さ
れ
、
如
何
に
変
化
し
、
或
は
発
達
し
た
か
、
又
そ
の
概

念
に
よ
っ
て
、
古
人
は
如
何
な
る
「
体
験
内
容
」
の
本
質
を
意
味
し
た
の
で
あ

る
か
と
い
ふ
や
う
な
点
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
、
そ
の
関
心
を
集
中
す
る

a

。」

　
「
幽
玄
」
は
大
西
に
お
い
て
た
ん
な
る
美
的
範
疇
の
一
例
以
上
に
、
別
著
を

も
の
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
重
要
な
日
本
美
学
の
範
疇
で
あ
り
、そ
れ
は
、「「
崇

高
」
の
「
基
本
的
美
的
範
疇
」
か
ら
派
生
し
て
来
る
も
の
に
「
幽
玄
」
と
い
ふ

概
念
が
あ
る

b

」
と
し
て
、
さ
ら
に
『
幽
玄
と
あ
は
れ
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
く
。

　
「
幽
玄
」
が
「
崇
高
」
の
派
生
的
特
殊
美
的
範
疇
と
さ
れ
る
所
以
は
つ
ぎ
の

通
り
で
あ
る

c

。

　

藝
術
感
的
価
値
根
拠
に
対
し
て
自
然
感
的
価
値
根
拠
の
側
面
が
優
生
を
な

し
、
両
者
が
本
来
的
に
は
融
合
浸
透
し
て
成
立
す
る
美
的
価
値
体
験
が
一
種
の

変
貌
を
き
た
し
て
「
崇
高
」（「
壮
美
」）
が
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
幽
玄
の
美

は
「
美
」
そ
の
も
の
の
性
格
と
し
て
の
特
殊
の
深
さ
に
あ
り
、
そ
の
「
深
さ
」

は
「
幽
暗
性
」（D

unkelheit

）（
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
「
崇
高
」

に
お
け
る
性
質
と
し
て
論
及
し
て
重
視
）
に
通
じ
る
。
藝
術
美
の
理
解
に
特
有

の
明
瞭
性
（K

larheit

）
に
対
し
て
自
然
美
の
深
き
味
得
に
お
け
る
「
幽
暗
性
」

（
人
間
の
外
界
お
よ
び
内
面
と
い
う
自
然
）
ゆ
え
に
、
幽
玄
を
崇
高
の
派
生
的

特
殊
美
的
範
疇
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
以
下
の
２
つ
の
特
殊
性
、「
限
局
性
」

に
つ
い
て
反
省
が
必
要
で
あ
る
。（
１
）
概
念
と
し
て
は
日
本
民
族
に
特
有
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
（
２
）
た
ん
に
「
歌
学
」
と
い
う
い
わ
ば
「
詩
学
」
の
一

分
派
の
よ
う
な
極
め
て
狭
い
特
殊
の
領
域
に
発
生
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
。

　

稲
賀
繁
美
は
大
西
の
思
索
の
特
徴
を
整
理
し
て
次
の
よ
う
な
３
点
を
挙
げ

る

d

。（
１
）「
日
本
に
典
型
的
な
美
学
概
念
に
よ
っ
て
東
洋
全
体
を
代
表
さ
せ
よ

う
と
す
る
傾
向
。
こ
こ
に
は
東
洋
の
覇
者
た
る
日
本
、
と
い
う
時
代
特
有
の
認

識
が
思
索
の
う
え
に
落
と
し
た
影
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。」（
２
）「
こ

う
し
た
日
本
美
学
の
概
念
は
西
洋
の
範
疇
で
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
と
す
る
判

断
。
こ
こ
に
は
、
日
本
の
美
学
傾
向
を
西
洋
の
概
念
の
派
生
と
し
て
分
類
し
つ

つ
、し
か
も
西
洋
の
範
疇
に
は
還
元
で
き
な
い
も
の
と
し
て
定
義
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
服
従
と
逸
脱
と
が
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
た
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。」（
３
）

「
西
洋
概
念
へ
と
還
元
で
き
な
い
要
素
に「
深
み
」（T

iefe

）あ
る
い
は「
幽
暗
性
」

「
陰
翳
」（D

unkelheit

）
と
い
っ
た
言
葉
を
当
て
は
め
、
そ
こ
に
言
語
に
よ
っ

て
は
容
易
に
分
節
で
き
な
い
精
神
的
な
深
淵
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
あ
る
種
、

神
秘
主
義
的
な
傾
向
。」

　

さ
ら
に
稲
賀
は
そ
う
し
た
特
徴
の
背
景
と
し
て
、
東
洋
美
学
が
西
洋
美
学
と

の
対
比
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
、「
西
洋
の
規
範
と
互

換
性
の
な
い
概
念
体
系
で
は
、
西
洋
の
美
学
議
論
の
土
俵
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
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ま
い
。
反
対
に
西
洋
美
学
の
特
性
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
美
的
概
念
で

は
、「
東
洋
」
と
し
て
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
る

e

。」
そ
う

し
た
「
互
換
性
」
と
「
非
還
元
性
」
と
の
「
微
妙
な
範
囲
」
で
成
立
さ
せ
る
べ

き
東
洋
美
学
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
、「
深
み
」「
暗
鬱
」
と
い
っ
た
「
謎
め
い
た
」

属
性
を
持
ち
出
す
、
と
。

　

こ
う
し
た
大
西
理
解
の
方
向
は
、
彼
を
西
洋
へ
の
対
抗
心
を
強
く
意
識
し
た

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、し
か
し
、

私
見
で
は
、
そ
れ
は
上
述
の
藤
原
貞
朗
の
視
点
に
あ
る
よ
う
な
、
た
ん
に
学
問
・

知
識
を
め
ぐ
る
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
西
に

お
い
て
の
自
覚
と
は
、「
美
学
」
は
西
洋
に
由
来
す
る
も
の
、
そ
れ
に
寄
与
し

統
合
を
め
ざ
す
の
が
非
西
洋
の
研
究
者
の
務
め
と
い
う
自
覚
と
お
さ
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
西
は
詳
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、「
価
値
美

学
の
観
点
か
ら
、（
略
）
吾
々
は
ど
う
し
て
も
、幽
玄
思
想
の
世
界
観
的
根
拠
を
、

価
値
論
的
美
学
の
体
系
的
思
索
の
中
に
取
り
入
れ
る
方
法
を
以
て
、
是
に
臨
む

こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う

f

」、
と
哲
学
的
世
界
観
の
基
礎
か
ら
の
幽
玄
論
の
構
想

を
持
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
美
学
の
統
合
・
補
完
（integration
）
と

し
て
の
東
洋
・
日
本
美
学
の
研
究
と
い
う
立
場
か
ら
、
し
か
も
、
方
法
論
や
体

系
論
は
西
洋
美
学
に
基
づ
い
て
、
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
大
西
克
禮
に
よ
る
日
本
美
学
の
範
疇
論
と
し
て
の
「
幽
玄
」
は
、
西

洋
美
学
の
「
崇
高
」
に
包
摂
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
自
然
美
の
深
き
味
得
に
お
け

る
「
幽
暗
性
」
を
鍵
概
念
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
「
幽
暗
性
」

に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
論
究
は
な
く
、
幽
玄
の
世
界
観
的
根
拠
も
示
唆
の
み
に

終
わ
り
、
け
っ
き
ょ
く
は
「
幽
暗
性
」
を
形
式
論
理
の
枠
内
で
機
能
さ
せ
た
論

法
に
よ
っ
て
「
幽
玄
」
を
「
崇
高
」
に
つ
な
げ
て
い
る
だ
け
で
範
疇
論
的
考
察

は
な
い
。

　

さ
ら
に
「
崇
高
」
と
い
う
美
的
範
疇
を
例
に
、
日
本
の
美
学
思
想
に
お
け
る

範
疇
論
議
論
の
検
討
を
続
け
た
い
。

　

６.

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
イ
：
近
代
日
本
の
「
崇
高
」
論

　
「
崇
高
」
は
‶the sublim

e

”
の
訳
語
で
あ
る
が
、そ
の
当
初
の
訳
語
は
『
哲

学
字
彙
』
で
は
「
壮
美
」
で
あ
り
、
い
つ
か
ら
「
崇
高
」
と
い
う
訳
語
に
定
着

し
た
か
は
研
究
課
題
で
あ
る
。「
跌
宕
」
が
‶the sublim

e

”
の
最
初
の
訳
語

で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
そ
う
で
あ
る
。
明
治
12
年
（
１
８
７
９
）、
菊
池
大
麗

訳
『
修
辞
及
華
文
』
に
お
い
て
‶the sublim

e

”
に
「
跌
宕
」
と
い
う
語
が

当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
の
は
、
欧
語
‶the sublim

e

”
の
訳

語
と
し
て
の
対
応
で
は
な
く
、
概
念
的
対
応
と
し
て
「
跌
宕
」
が
使
用
さ
れ
て

い
る
志
賀
重
昂
『
日
本
風
景
論
』
の
場
合
で
あ
る
。

　

志
賀
重
昂
は
『
日
本
風
景
論
』
の
再
版
（
１
８
９
４
）
に
お
い
て
、「
瀟
洒
、美
、

跌
宕
」
と
い
う
一
節
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
跌
宕
」
は
そ
の
使
用
法

か
ら
、
ほ
ぼ
「
崇
高
」
と
同
義
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
同
書
中
の
霧
島
山
に
つ
い
て
の
記
述
は
、「
口
の
西
側
「
御
鉢
」

よ
り
硫
気
と
水
蒸
気
と
を
噴
出
し
、
そ
の
響
き
轟
々
、
起
こ
り
て
天
空
を
覆
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い
、
真
個
に
跌
宕
雄
渾
を
き
わ
む

g

」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
志
賀

自
身
の
観
察
体
験
の
所
産
で
は
な
く
、
当
時
の
外
国
人
向
け
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
（A

 H
andbook for T

ravellers in Japan

（
初
版
１
８
８
１
）
の
第
３
版

（
１
８
９
１
））
の
翻
案
の
よ
う
で
あ
る

h

。
そ
の
対
応
す
る
原
文
は
‶At the 

bottom
 is a sm

all lake, from
 w

hich dense clouds of steam
 m

ingled 

w
ith pow

erful fum
es of sulphur com

e rolling up w
ith a loud 

roam

”

i

と
あ
る
。
原
文
に
‶sublim

e

”
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
が
、
ゆ
た

か
な
形
容
詞
の
複
合
に
よ
る
描
写
を
「
跌
宕
」
と
い
う
表
現
で
集
約
さ
せ
て
い

る
。

　

ま
た
志
賀
が
「
名
山
」
の
条
件
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、
山
の
全
体
は
美
術
的

体
式
と
幾
何
的
体
式
と
を
相
調
合
安
排
せ
る
も
の
、
し
か
れ
ど
も
一
山
中
の
境

遇
は
変
化
多
々
に
し
て
か
つ
不
規
律
な
る
も
の

j

、
と
い
っ
た
記
述
に
も
、
彼
が

そ
こ
に
「
崇
高
」
を
構
想
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

　

そ
う
し
た
志
賀
に
よ
る
「
跌
宕
」
＝
崇
高
論
に
対
し
て
、
内
村
鑑
三
は
書

評
（「
志
賀
重
昂
氏
著
『
日
本
風
景
論
』」（
明
治
27
年
12
月
15
日
『
六
合
雑
誌
』

１
６
８
号
）
に
お
い
て
批
判
す
る
。「
日
本
は
美
な
り
、
園
芸
的
に
美
な
り
、

公
園
的
に
美
な
り
、
然
れ
ど
も
吾
人
を
し
て
他
洲
に
譲
る
所
あ
ら
し
め
よ
、
ア

ヲ
ス
タ
よ
り
モ
ン
テ
ロ
ー
サ
を
見
る
の
像
、
ダ
ー
ヂ
ン
ル
ン
よ
り
エ
ベ
レ
ス
ト

山
を
望
む
の
観
、
即
ち
偉
大
な
る
美
、
こ
れ
日
本
風
景
の
欠
乏
な
ら
ず
や
、
我

国
の
風
景
は
人
を
酔
は
し
む
る
も
の
な
り
（
細
工
に
過
ぎ
て
）、
人
を
高
む
る

の
美
、
即
ち
自
己
以
上
に
昇
ら
し
む
る
の
美
は
吾
人
は
汎
く
之
を
万
国
に
求
め

ざ
る
ベ
か
ら
ず

k

」。
内
村
鑑
三
に
よ
る
こ
の
批
判
は
、
い
た
ず
ら
に
日
本
の
風

景
の
壮
大
さ
を
謳
い
上
げ
る
志
賀
の
、
冷
静
な
知
的
考
察
を
欠
い
た
国
粋
的
感

情
の
高
揚
感
を
戒
め
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
国
粋
主
義
者

志
賀
重
昂
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。「
自
国
固
有
ノ
モ
ノ
ハ
一
ト
ナ

ク
二
ト
ナ
ク
コ
レ
ヲ
軽
侮
シ
、
コ
レ
ヲ
破
棄
シ
、
自
国
ノ
山
水
モ
亦
自
カ
ラ
色

ヲ
失
フ
モ
ノ
ア
ル
ガ
如
ク
、
愛
国
ノ
思
想
ハ
此
ニ
磨
消
シ
テ
、
国
竟
ニ
亡
ブ
矣
」

（「
如
何
ニ
シ
テ
日
本
国
ヲ
日
本
国
タ
ラ
シ
ム
可
キ
ヤ
」『
國
民
之
友
』
明
治
20

年
10
月
）、「
日
本
国
土
ヲ
愛
慕
ス
ル
観
念
ヲ
儲
蓄
セ
ン
ト
セ
シ
ム
ル
」（「
如
何

ニ
シ
テ
日
本
国
ヲ
日
本
国
タ
ラ
シ
ム
可
キ
ヤ
」）、「
國
粋
と
は
大
和
民
族
が
固

有
特
立
の
精
神
と
、
其
最
長
所
た
る
美
術
的
の
観
念
を
唱
導
す
る
も
の
な
り

l

」。

　

‶sublim
e

”
に
即
し
て
「
崇
高
」
の
語
の
対
応
（
邦
語
訳
）
が
見
ら
れ
る
の

は
、
山
路
愛
山
の
文
章
に
お
い
て
で
あ
る
。「
文
学
界
」
同
人
の
北
村
透
谷
と
、

民
友
社
の
山
路
愛
山
お
よ
び
徳
富
蘇
峰
と
の
間
で
明
治
25
年
と
翌
年
に
わ
た
っ

て
交
わ
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
人
生
相
渉
論
争
」
の
際
に
、
愛
山
に
次
の
記
述
が

あ
る
。「
和
歌
に
も
発
句
に
も
均
し
く
欠
け
た
り
と
覚
ゆ
る
性
質
の
一
は
英
語

に
所
謂
「
サ
ブ
リ
ミ
テ
イ
」（
崇
高
の
美
）
な
り
。
和
歌
と
発
句
の
詩
人
は
自

然
の
美
を
知
れ
り
。
彼
等
は
花
に
狂
ふ
胡
蝶
の
如
く
、
若
し
く
は
美
し
き
藻
の

間
に
ひ
ら
ひ
ら
泳
ぐ
小
鯛
の
如
く
、
面
白
げ
に
自
然
の
美
を
愛
で
つ
つ
あ
り
。

春
の
花
、
秋
の
月
、
朝
の
露
、
夕
の
雁
、
屹
て
る
山
、
流
る
る
川
、
凡
そ
自
然

の
、
態
度
と
変
化
と
に
因
り
て
人
心
に
生
ず
る
漣
波
の
如
き
感
情
を
楽
し
ま
し

む
る
代
り
に
、
崇
敬
の
念
を
起
さ
し
む
る
「
サ
ブ
リ
ミ
テ
イ
」
な
る
も
の
を
自
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然
に
対
し
て
感
ず
る
こ
と
少
な
し
な
り
。
吾
人
は
和
歌
と
発
句
の
詩
人
の
普
通

に
取
扱
ひ
た
る
自
然
は
な
つ
か
し
く
、
親
し
く
、
楽
し
む
べ
く
、
愛
す
べ
き
も

の
に
し
て
、
畏
る
べ
く
、
敬
す
べ
く
、
人
を
し
て
深
き
思
に
沈
ま
し
む
べ
き
も

の
な
ら
ざ
り
し
を
知
る

m

」。
そ
し
て
論
争
相
手
の
北
村
透
谷
も
、「
崇
高
」
と
い

う
語
は
使
わ
ず
に
「
サ
ブ
ラ
イ
ム
」
概
念
を
記
述
し
て
い
る
。
曰
く
、「
サ
ブ

ラ
イ
ム
と
は
形4

の
判
断
に
あ
ら
ず
し
て
、
想4

の
領
分
な
り
、
即
ち
前
に
云
ひ
た

る
池
を
め
ぐ
り
て
よ
も
す
が
ら
せ
る
如
き
人
の
、
一
躍
し
て
自
然
の
懐
裡
に
入

り
た
る
後
に
、
彼
処
に
て
見
出
す
べ
き
朋
友
を
言
ふ
な
り

n

」。

　

こ
こ
で
山
路
愛
山
、
北
村
透
谷
と
も
に
興
味
深
い
の
は
、
崇
高
（
サ
ブ
ラ
イ

ム
）
が
精
神
的
意
味
、道
徳
的
意
味
に
お
い
て
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
志
賀
の
場
合
の
よ
う
な
風
景
の
壮
大
さ
や
感
情
的
高
揚
感
を
超
え
る
次

元
の
崇
高
で
あ
り
、
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
に
よ
る
崇
高
の
規
定
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
本
来
の
崇
高
な
ん
ら
感
性
的

形
式
に
含
ま
れ
ず
、
理
性
の
理
念
に
関
係
す
る
」（
§
23
）、（
自
然
の
崇
高
に

つ
い
て
の
判
断
の
基
礎
は
）「
文
化
や
社
会
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
人
間
本
姓

の
う
ち
に
あ
り
、
常
識
と
共
に
各
人
に
要
求
さ
れ
て
い
る
、
実
践
的
理
念
に
対

す
る
道
徳
的
感
情
の
中
に
あ
る
」（
§
29
）

1

。

　

さ
て
、
山
路
愛
山
た
ち
の
「
崇
高
」（
サ
ブ
ラ
イ
ム
）
と
い
う
語
の
使
用
は
、

美
的
美
学
的
範
疇
と
し
て
と
い
う
よ
り
は
す
で
に
日
常
的
な
知
的
用
語
法
の
一

部
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
語
法
に
お
け
る
概
念
的
厳
密
さ
は
不
明
で
あ
る
が
示

唆
は
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
美
学
の
範
疇
と
は
言
え
な
い
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

　

結
び.

日
本
美
学
の
「
美
的
範
疇
」
の
生
成
可
能
性

　

以
上
の
よ
う
に
サ
ン
プ
ル
・
ケ
ー
ス
と
し
て
検
討
し
た
、
美
的
美
学
的
範
疇

と
し
て
の
「
崇
高
」（「
幽
玄
」「
跌
宕
」「
サ
ブ
ラ
イ
ム
」）
は
、
日
本
美
学
の

美
的
範
疇
と
し
て
、
あ
る
い
は
範
疇
語
的
慣
用
語
法
と
し
て
、
す
で
に
辞
書
に

収
録
さ
れ
、
ま
た
日
常
的
に
も
馴
染
み
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け

日
本
美
学
の
崇
高
論
と
し
て
は
、
大
西
克
禮
の
西
洋
美
学
に
依
拠
し
た
概
念
構

築
に
よ
る
美
学
的
整
理
や
、
志
賀
重
昂
の
国
粋
的
高
揚
感
に
よ
る
観
念
的
投
影

の
成
果
を
あ
る
程
度
認
め
て
も
、
し
か
し
、
西
洋
哲
学
・
美
学
に
不
可
欠
な
作

業
と
し
て
あ
る
べ
き
範
疇
論
の
生
成
過
程
が
不
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
第

４
節
で
概
観
し
た
範
疇
論
の
特
徴
で
あ
る
、（
１
）
論
理
的
思
考
の
手
続
き
（
プ

ロ
セ
ス
）
と
し
て
の
「
抽
象
」
と
そ
こ
に
随
伴
し
て
い
る
「
分
類
」「
ク
ラ
ス

分
け
」
と
い
う
作
業
、（
２
）
思
考
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
、
あ
る
共
同
体
内

で
の
共
通
術
語
（com

m
onplace

）
化
の
プ
ロ
セ
ス
、ま
た
、（
３
）「
最
高
類
」

の
抽
出
と
い
う
論
理
的
志
向
、
と
い
っ
た
思
考
の
基
礎
的
要
素
に
つ
い
て
あ
い

ま
い
の
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

そ
こ
で
、
最
後
に
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
、
日
本
的
美
的
範
疇
論
の
問

題
点
を
つ
ぎ
の
２
点
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

│
│
（
１
）
翻
訳
洋
学
美
学
の
応
用
な
い
し
翻
案
的
な
方
法
で
「
日
本
美
学
」

分
析
の
た
め
の
有
効
な
範
疇
を
析
出
可
能
か
？
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│
│
（
２
）
範
疇
論
構
築
の
た
め
の
有
効
な
思
考
法
や
方
法
論
を
、
伝
統
的
・

内
在
的
に
日
本
思
想
は
持
っ
て
い
る
か
？

　

こ
の
課
題
の
研
究
は
、
や
は
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
疑
問
の
正
当
さ
あ
る
い
は

不
当
さ
を
た
え
ず
反
芻
し
な
が
ら
続
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）　

坂
本
多
加
雄
『
近
代
日
本
精
神
史
論
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

１
９
９
６
、p.5

（
２
）　ibid., p.5-6

（
３
）　

松
本
健
一
『
近
代
ア
ジ
ア
精
神
史
の
試
み
』
岩
波
現
代
文
庫
、

２
０
０
８
〔
初
１
９
９
４
〕

（
４
）　

藤
原
貞
朗
「
東
洋
美
術
史
学
の
起
源
に
お
け
る
歴
史
観
・
文
化
的
価
値

観
・
分
析
方
法
を
め
ぐ
る
日
本
と
欧
米
の
競
合
に
つ
い
て（
総
合
的
検
討
）」

『
人
文
学
科
論
集
』（
茨
城
大
学
人
文
学
部
紀
要
）（
２
０
０
６
）、p.10

（
５
）　ibid.

（
６
）　ibid., p.11

（
７
）　

濱
下
昌
宏
「
国
文
学
か
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