
ヴ
エ
ー
ル
リ
は
「
文
芸
学
を
哲
学
的
諸
前
提
に
局
限
す
る
こ
と
は
、
一
定
の

哲
学
的
髄
域
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、
価
値
あ
る
業
績
を
残
し

た
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ッ
ア
ー
の
デ
ィ
ッ
セ
ル
タ
チ
オ
ー
ン
の
こ
と
に
触
れ

て
い
る
。
即
ち
シ
ユ
ヴ
ァ
イ
ッ
ァ
ー
は
、
作
品
や
創
作
過
程
や
歴
史
の
も
つ
文

芸
学
的
諸
問
題
の
集
約
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
と
い
う
点

で
、
賞
讃
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
試
み
は
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
エ
ル
マ

テ
ィ
ン
ガ
ー
に
至
る
精
神
科
学
派
の
領
域
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
枇

①

判
し
て
い
る
。
文
芸
作
品
を
精
神
史
的
な
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
、
元
来
哲

学
の
領
域
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
芸
作
品
の
解
釈
乃
至
価
値
評
価
に
関

し
て
、
哲
学
的
方
法
も
し
く
は
哲
学
的
思
惟
は
、
実
際
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

す
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
芸
作
品
を
哲
学
的
解
釈
で
し
め
く
く
る
こ
と
は
、
い
か

な
る
意
味
で
有
効
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
わ
れ
わ
れ
は
創
造
と
思

惟
の
協
和
音
を
構
成
し
て
い
た
一
つ
の
時
代
を
知
っ
て
い
る
。
浪
漫
派
の
時
代

に
は
、
こ
の
精
神
的
に
昂
揚
し
た
芸
術
運
動
に
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
エ
リ
ン
グ
、
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
ァ
ー
の
参
加
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

兄
弟
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
テ
ィ
ー
ク
と
い
っ
た
作
家
達
の
文
芸
活
動
は
、
こ
れ

比
較
の
意
味
（
小
川
）

比
較
の
意
味

ｌ
文
芸
社
会
学
の
た
め
の
試
論
１
１

Ⅲ

ら
の
哲
学
者
達
の
理
論
的
活
動
と
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
文
芸
と
い
う
文

化
的
現
象
は
、
哲
学
乃
至
哲
学
的
思
惟
と
は
、
常
に
何
処
か
で
接
点
を
有
し
て

②

い
た
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
文
化
史
的
展
開
の
様
態
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
的
思
惟
へ
の
過
度
の
よ
り
か
か
り
は
、
あ
る
い

は
そ
の
よ
り
か
か
り
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結
論
に
は
、
一
応
の
警
戒
が
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
文
芸
作
品
は
思
惟
の
材
料
に
は
な
っ
て
も
、

芸
術
作
品
と
し
て
の
価
値
評
価
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
審
美
的

と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
的
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、

デ
ィ
ル
タ
ィ
が
「
体
験
と
詩
」
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
文
芸
活
動
と
、
そ
れ
以

外
の
文
化
的
諸
現
象
の
相
関
関
係
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は

後
で
述
べ
る
が
、
文
芸
の
歴
史
を
精
神
史
の
流
れ
の
中
に
観
じ
る
と
い
う
ド
イ

ツ
文
芸
学
の
伝
統
的
な
様
態
は
、
文
芸
作
品
乃
至
文
芸
史
を
、
ｇ
①
日
四
房
厨
‐

壗
①
口
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
の
意
図
す

る
文
学
研
究
、
あ
る
い
は
文
芸
学
上
の
方
法
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
、
作
品
か

ら
帰
納
的
に
、
同
時
に
演
緯
的
に
そ
の
作
品
が
創
り
出
さ
れ
た
時
代
の
文
化
的

諸
条
件
を
造
り
出
し
て
い
る
本
質
に
迫
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

小

川
五
九

悟



作
品
の
文
化
史
的
な
意
味
で
必
然
性
の
あ
る
存
在
証
明
を
提
示
し
よ
う
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
、
精
神
史
的
な
方
法
を
更
に
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
方
法
の
拡
大
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
文
芸
作
品
を
広

範
な
文
化
的
諸
現
象
の
真
只
中
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
芸
作
品
を
単
な
る

精
神
史
的
解
釈
、
あ
る
い
は
単
な
る
言
語
的
価
値
評
価
か
ら
解
放
す
る
意
図
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

、
、

と
こ
ろ
で
、
文
芸
を
社
会
と
の
関
連
の
下
に
考
察
す
る
方
法
も
、
精
神
史
派

の
方
法
と
は
無
縁
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
は
わ
れ
わ
れ
は
、
字
義
通
り
に

「
社
会
」
と
「
文
芸
」
の
関
連
を
考
え
て
み
よ
う
。
ウ
エ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ

ン
の
「
文
学
の
理
論
」
に
お
い
て
は
、
「
文
芸
」
と
「
社
会
」
と
い
う
関
連
の

下
で
の
考
察
は
、
文
学
研
究
上
の
非
本
質
的
な
態
度
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
ウ
エ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
文
芸
の
発
生
史
的
原
型
を
「
特
定
の
社

会
組
織
と
密
接
な
関
係
」
の
あ
っ
た
も
の
、
即
ち
祭
式
、
魔
術
、
仕
事
、
遊
戯

に
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
等
に
と
っ
て
は
、
こ
の
原
型
説
は
既
に
博
物
館

的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
彼
等
は
「
文
学
は
社
会
組
織

旨
の
は
冒
武
目
で
あ
っ
て
そ
の
手
段
と
し
て
は
社
会
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る

言
語
を
も
ち
い
て
い
る
。
象
徴
法
亀
冒
言
房
昌
と
格
調
目
曾
の
儲
と
い
う
よ
う

①

な
伝
統
的
な
文
学
上
の
意
匠
は
そ
の
本
性
そ
の
も
の
が
社
会
的
な
の
で
あ
る
」

と
い
い
な
が
ら
、
文
芸
の
母
胎
と
も
い
う
べ
き
「
社
会
」
の
本
質
に
着
目
す
る

こ
と
を
敢
え
て
廻
避
す
る
。
た
と
え
ば
、
彼
等
は
テ
ー
ヌ
の
方
法
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
い
う
。
「
文
学
作
品
の
一
番
直
接
な
環
境
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ

で
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
が
、
言
語
上
及
び
文
学
上
の
伝
統
で
あ
る
、
そ
し
て
こ

の
伝
統
は
つ
ぎ
に
は
一
般
的
な
文
化
的
「
風
土
』
に
よ
っ
て
と
り
ま
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
文
学
は
具
体
的
な
経
済
的
、
政
治
的
、
及
び
社
会
的
環
境
と
は

①
、
、
、
、
、
、

ず
っ
と
間
接
な
関
係
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
し
か
し
わ
れ
わ
れ
も
こ

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

こ
で
気
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
ウ
エ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
い
う
文
学
作
品

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

の
一
番
直
接
な
環
境
で
あ
る
言
語
上
及
び
文
学
上
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
、
そ

ア
ウ
ト
ノ
ー
ミ
ツ
シ
ユ

れ
自
体
本
当
に
自
律
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
敢
え
て
い
え
ば
、

こ
こ
に
文
学
研
究
を
仮
象
の
学
問
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
も
し
言
語
上
及
び
文
学
上
の
伝
統
あ
り
と
せ
ば
、
そ
の
伝
統
が
所
与

の
文
化
的
基
盤
と
い
か
な
る
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
・
彼
等
は
、
そ
の
問
い
か
け
を
断
念
し
て
い
る
の
か
。
彼
等
は

こ
う
い
う
工
合
に
も
い
っ
て
い
る
。
「
形
式
が
社
会
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が

決
定
的
に
明
示
さ
れ
う
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
社
会
的
態
度
が
『
構
成
要
素
』

と
な
り
え
な
い
か
、
ま
た
社
会
的
態
度
が
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
有
力
な
部
分

と
し
て
芸
術
作
品
に
入
り
こ
み
え
な
い
か
否
か
、
と
い
う
問
題
が
と
り
あ
げ
ら

れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
『
社
会
的
真
理
』
は
、
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
は
、
芸

術
的
価
値
で
は
な
い
が
、
複
雑
と
統
一
と
い
う
よ
う
な
芸
術
的
価
値
を
強
固
な

も
の
に
す
る
と
吾
人
は
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
必
要

は
な
い
。
社
会
的
妥
当
性
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ぬ
、
或
は
全
然
も
た
ぬ
、
大
文
学

が
存
在
す
る
。
社
会
的
文
学
は
文
学
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
本
来
文
学

は
あ
る
が
ま
ま
の
人
生
の
、
ま
た
と
く
に
社
会
生
活
の
、
『
模
倣
』
で
あ
る
と

い
う
見
解
を
吾
人
が
と
る
の
で
な
け
れ
ば
、
社
会
的
文
学
は
文
学
の
理
論
の
な

か
で
中
心
と
は
な
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
学
は
社
会
学
や

六
○



政
治
学
の
代
用
品
で
は
な
い
。
文
学
は
文
学
独
自
の
正
当
な
根
拠
と
目
的
と
を

⑤

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
今
こ
こ
で
挙
げ
た
引
用
文
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、

特
に
二
三
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
は
、
要
す
る
に
文
芸
作

品
と
文
学
研
究
自
体
の
独
自
的
存
在
乃
至
自
律
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
文
芸
作
品
や
研
究
の
自
律
性
が
ま
さ
に
学
問
的
に
具
体
的
に
証
し

さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
は
い
か
な
る
実
体
を
も
わ
れ
わ
れ
に
明
示
し
な
い
だ
ろ

う
。
彼
等
に
と
っ
て
、
社
会
的
妥
当
性
を
持
た
な
い
大
文
学
と
は
一
体
ど
う
い、

う
文
学
な
の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
社
会
的
妥
当
性
を
持
つ
文
学
は
、
所
謂
社

、
、
、
、

会
的
文
学
と
い
う
範
噂
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
に
は
分
明
で

、
、
Ｔ

は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
社
会
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
未
だ
十
分
問

わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
一
つ
の
具
体
性
を
担
っ
た
も
の
と

、
、

し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
の
十
分
な
説
明
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
文
学

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

独
自
の
正
当
な
根
拠
と
目
的
が
幻
影
の
如
く
稀
薄
に
な
る
。
そ
れ
は
、
彼
等
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

言
語
上
及
び
文
学
上
の
伝
統
を
具
体
的
に
解
明
し
て
い
な
い
こ
と
と
関
連
が
あ

ブ
（
》
○

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
至
っ
て
「
社
会
」
と
い
う
も
の
を
、
と
り
わ
け
文
芸
作

品
が
そ
こ
か
ら
創
り
出
さ
れ
て
い
る
「
社
会
」
と
い
う
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
極
め
て
素
朴
な
表
現
を
す
れ
ば
、
「
社
会
」
と
い
う
背
景
の
下
で
、

そ
れ
と
の
必
然
的
連
関
の
下
で
、
文
芸
の
社
会
学
的
研
究
が
な
さ
れ
る
。
即
ち

研
究
の
立
脚
点
を
「
社
会
」
に
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
文
芸
の
発
生
史
的
必
然

性
の
よ
っ
て
も
っ
て
生
じ
る
基
盤
を
、
「
社
会
」
乃
至
「
社
会
的
な
も
の
」
に

お
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
も
や
ウ
エ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン

比
較
の
意
味
（
小
川
）

に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
第
一
に
作
家
の
社
会
学
と
文
学
と
い
う
職
業

と
組
織
、
文
学
生
産
の
経
済
的
基
礎
と
い
う
全
体
的
な
問
題
、
作
家
の
社
会
的

出
身
と
地
位
、
作
家
の
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
社
会
的
内

容
と
い
う
問
題
、
文
学
作
品
そ
の
も
の
の
内
包
す
る
意
義
と
社
会
的
目
的
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
最
後
に
、
文
学
の
読
者
と
実
際
的
な
社
会
的
影
響
と
い
う
問

題
が
あ
る
ｌ
作
家
乃
至
作
品
と
社
会
と
の
関
係
、
即
ち
依
存
と
因
果
関
係
の

意
味
す
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
終
極

的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
文
化
的
統
合
の
問
題
に
、
ま
た
特
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の

文
化
が
ど
う
い
う
風
に
統
合
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
到
達
す
る
で
あ
る

⑥

う
」
こ
の
引
用
文
は
、
か
な
り
具
体
的
に
文
芸
の
社
会
学
的
研
究
の
様
態
を
教

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

え
て
く
れ
る
。
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
作
家
乃
至
作
品
と
社
会
と
の
関
係
、
即

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

ち
依
存
と
因
果
関
係
の
意
味
す
る
も
の
を
決
定
し
な
れ
け
ば
な
ら
な
い
。
作
品

評
価
の
問
題
も
、
実
は
こ
こ
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
ウ
エ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
か
く
い
い
つ
つ
も
か
か
る
方
向
に
対

し
て
、
一
つ
の
重
大
な
疑
義
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
作
家
の
社
会
的
地
位

と
か
、
あ
る
い
は
作
品
の
即
物
的
な
意
味
で
の
社
会
的
影
響
と
か
い
う
こ
と
に

関
し
て
で
は
な
く
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
構
成
要
素
に
関
し
て
で
あ
る
。
「
浪

漫
主
義
と
い
う
よ
う
な
広
汎
な
文
学
様
式
を
明
確
に
社
会
的
に
決
定
す
る
要
素

が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
浪
漫
主
義
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
結
び
つ
い
て

い
る
が
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
い
え
ば
、
少
く
と
も
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の

発
端
か
ら
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
っ
た
。
文
学
上
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
テ
ー
マ

が
社
会
環
境
に
あ
る
程
度
依
存
す
る
こ
と
は
明
白
だ
と
お
も
え
る
が
、
形
式
と

｛
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様
式
、
ジ
ャ
ン
ル
と
実
際
上
の
文
学
的
規
範
の
も
つ
社
会
的
な
起
源
は
、
ぼ
と

⑦

ん
ど
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
」
し
か
し
、
文
学
的
規
範
の
も
つ
社
会
的
な
意
味

で
の
起
源
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
本
当
に
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、

も
っ
と
大
胆
に
い
え
ば
、
文
芸
の
形
式
、
様
式
、
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
の
問
題
は
、

社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
社
会
的
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、
社
会
を
歴
史
と
い
う
動

的
な
時
間
の
流
れ
の
中
で
把
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
固
定
化
さ
れ
た

同
ｇ
ｏ
篇
の
中
で
、
そ
の
時
代
を
構
成
し
て
い
る
社
会
に
言
及
す
る
こ
と
は
さ

し
た
る
有
効
性
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
国
の
あ
る
時
代
の
社
会
は
、
そ

の
国
の
歴
史
的
発
展
の
一
つ
の
相
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
歴

史
的
必
然
の
相
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
芸
上
の
諸
規
範
や
形
式
や
様
式
、
あ
る

い
は
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
は
、
一
定
の
法
則
化
さ
れ
た
も
の
、
ウ
エ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ

ー
レ
ン
の
表
現
を
借
れ
ば
、
文
学
上
乃
至
言
語
上
の
伝
統
の
範
瘻
か
ら
出
る
こ

、
、

と
な
く
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
社
会
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
わ
れ
わ
れ
に
提

③

示
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
方
向
を
抽
象
観
念
の
霧
の
中
で
不
可
解

な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
そ
う
あ
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で

あ
る
。
文
芸
学
の
最
大
の
任
務
の
一
つ
は
、
所
与
の
作
品
の
文
化
史
的
な
意
味

で
の
存
在
の
必
然
性
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

⑨

以
前
に
も
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
作
品
に
対
す
る
個
人
的
な
共
鳴
や

共
感
は
研
究
者
の
ま
さ
に
文
学
的
原
体
験
と
し
て
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
範

囲
内
で
留
っ
て
い
る
こ
と
で
文
学
研
究
の
す
べ
て
が
充
足
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
社
会
的
」
と
い
う
時
、
そ
の
言
葉
は
慣
用
化
さ
れ
た

日
常
語
の
域
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
研
究
者
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
、
且

つ
具
体
性
を
獲
得
し
た
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

「
社
会
的
」
あ
る
い
は
「
社
会
」
と
い
う
時
、
そ
れ
が
既
に
自
明
の
理
で
あ
る

か
の
如
く
理
解
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
勿
論
わ
れ
わ
れ
自
身
が
社
会
的
存

在
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
言
葉
は
自
明
の
理
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
「
社
会
的
」
と

い
う
時
に
、
既
に
し
て
相
互
の
了
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
ジ
ム
メ
ル
は
「
天

才
」
と
い
う
概
念
す
ら
「
社
会
的
」
で
あ
る
と
い
う
。
ジ
ム
メ
ル
に
と
っ
て
は

社
会
は
人
間
相
互
の
心
的
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か

か
る
意
味
に
お
い
て
、
根
本
的
命
題
と
し
て
の
「
社
会
的
」
と
い
う
概
念
は
先

ず
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
未
だ
十
分
理
解
を
助
け
る
も
の
で
は

な
い
。
歴
史
的
発
展
の
相
と
し
て
の
社
会
は
、
あ
る
い
は
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ

ば
、
作
品
が
実
在
し
て
い
る
社
会
と
は
、
そ
の
社
会
の
人
間
の
意
識
の
総
体
と

し
て
把
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
意
識
化
さ
れ
た
総
体

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
社
会
的
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
芸
術
の
発
生
史
的
段

階
に
お
け
る
人
間
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
獲
得
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
レ
ー
マ

ン
の
所
説
の
助
け
を
借
り
よ
う
。
「
相
関
的
な
役
割
を
演
じ
、
演
者
と
相
手
役

の
作
用
と
反
作
用
か
ら
、
本
当
ら
し
く
見
え
る
所
作
の
合
力
（
宛
冊
巳
冨
口
語
）

を
見
出
す
能
力
、
あ
る
い
は
臼
‐
国
己
目
す
る
能
力
の
中
に
、
あ
る
種
の
実

一
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際
的
な
知
能
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
創
造
的
で
芸
術
的
な
能
力
の
中
で
自
ら

を
明
ら
か
に
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
出
現
す
る
。
し
か
し
、
環
境
に
対
し
て
固

定
さ
れ
な
い
人
間
の
性
質
が
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
機
能
に
と
っ
て
決
定
的
な
も

の
に
な
る
。
つ
ま
り
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
そ
の
都
度
、
状
況
を
制
限
し
た
り
交

替
し
た
り
す
る
環
境
に
対
し
て
、
実
際
的
な
態
度
や
や
り
方
を
描
き
出
す
も
の

⑩
、
、
、

で
あ
る
」
こ
こ
で
、
既
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
社
会
性
を
帯
び
た
機
能
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
人
間
の
社
会
的
志
向
性
と
し
て
の
機

能
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
レ
ー
マ
ン
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
人
間
は
労
働
を
始
め
た
時
に
、
ま
た
人
間
に
な
り
始
め
た
時
に
、
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
を
展
開
さ
せ
る
。
ｌ
合
力
（
詞
躬
昌
冨
口
誘
）
と
し
て
、
演
技
か
ら
生
じ⑪

る
所
作
の
領
域
で
、
舞
踏
に
参
加
し
て
い
る
種
族
共
同
体
の
社
会
化
が
生
じ
る
」

社
会
化
は
、
単
な
る
集
団
化
で
も
な
く
、
単
な
る
秩
序
化
で
も
な
い
。
そ
れ

は
人
間
の
精
神
化
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
思
惟
に
目
醒
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
る
過
程
と
し
て
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
芸
術
的

表
現
は
、
そ
の
過
程
に
相
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
肉
体
的
な

運
動
は
、
今
や
認
識
の
手
段
と
し
て
登
場
し
て
き
た
。
身
振
り
狂
言
的
に
は
出

し
難
か
っ
た
も
の
は
、
絵
画
彫
刻
の
中
に
内
在
す
る
一
種
の
思
考
の
中
に
十
分

補
い
う
る
も
の
を
見
出
し
た
。
即
ち
、
身
振
り
狂
言
的
な
所
作
と
解
き
難
く
結

⑫

合
し
て
い
る
思
考
の
中
に
」
レ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
創
造
的
に

機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
労
働
に
深
く
根
兼
し
て
い
て
、
そ
れ

故
に
こ
そ
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
「
三
瓦
富
津
》
目
‐

胃
冨
昌
旨
冒
の
冒
己
言
巨
と
い
う
よ
う
な
修
飾
語
で
は
救
述
さ
れ
え
な
い
」
も

比
較
の
意
味
（
小
川
）

の
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
そ
の
も
の
は
、
従
っ
て
、
労
働
と
い
う
具
体
的
事

実
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明
さ
れ
う
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
創
造
的

機
能
と
し
て
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
労
働
を
媒
体
と
し
て
人
間
の
社
会
化
に
重

大
な
影
響
を
及
す
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し

労
働
そ
の
も
の
が
具
体
性
を
獲
得
し
な
い
限
り
、
労
働
は
一
つ
の
観
念
に
過
ぎ

な
い
も
の
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故

な
ら
、
ハ
ウ
ザ
ー
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
と
芸
術
活
動
が
不
可
分
離
な

状
態
に
お
い
て
説
明
さ
れ
う
る
の
は
先
史
時
代
に
お
い
て
で
あ
り
、
時
代
を
経

る
に
従
っ
て
、
こ
の
両
者
の
結
合
状
態
の
説
明
は
難
か
し
ぐ
な
る
か
ら
で
あ

⑬る
。
確
か
に
、
労
働
を
媒
体
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
も
し
く
は
労
働
そ
の
も

の
を
母
胎
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
芸

術
活
動
の
す
べ
て
を
集
約
し
た
形
で
労
働
を
み
る
こ
と
は
誤
り
と
い
わ
な
い
ま

で
も
、
人
間
の
創
造
行
為
の
方
向
を
一
点
に
集
約
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
ろ

う
。
し
か
し
芸
術
の
始
原
の
状
況
に
関
す
る
レ
ー
マ
ン
の
分
析
は
、
ハ
ウ
ザ
ー

に
み
ら
れ
な
い
程
の
綴
密
さ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
彼
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
人
間
が
象
徴
弩
昌
言
一
を
獲
得
す
る
過
程
に
つ
い

て
、
絵
画
が
抽
象
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
象
徴
に
な
り
、
一
定
の
意

味
を
含
め
た
線
が
絵
画
全
体
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
り
、
絵
画
の
主
題
は
、
い

わ
ば
自
明
の
も
の
に
な
っ
た
要
素
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ

ず
「
象
徴
に
よ
っ
て
何
か
を
告
知
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
無
数
の
経
験
の
貯
蔵
庫

⑭

（
そ
の
人
間
に
と
っ
て
意
の
儘
に
な
る
先
験
的
伝
達
）
が
成
長
し
た
」
と
い
う

、
、
、

こ
と
を
意
味
す
る
。
同
時
に
し
ば
し
ば
し
ぐ
さ
の
断
片
で
あ
っ
た
象
徴
は
、
共

｛
ハ
ー
ニ



同
体
的
に
完
成
し
た
演
技
の
所
作
（
つ
ま
り
は
集
約
化
さ
れ
た
労
働
の
諸
状

況
）
に
注
意
さ
せ
る
。
そ
し
て
種
族
は
共
感
覚
薯
忌
里
富
里
の
を
備
え
て
い

る
の
で
、
そ
の
種
族
の
範
囲
内
で
有
効
な
象
徴
は
「
単
に
社
会
的
集
団
の
生
活

領
域
に
根
差
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
越
え
て
集
団
意
識
を
も
証

明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
生
活
領
域
外
で
は
、
象
徴
は
何
の
効
果
も
持
た
な

⑮

い
し
、
ま
た
理
解
さ
れ
難
い
も
の
に
な
る
」

言
葉
の
持
つ
象
徴
雪
ｏ
再
望
日
言
壽
に
関
し
て
は
、
レ
ー
マ
ン
は
象
徴
の

右
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
方
向
の
中
で
、
更
に
大
き
な
進
歩
を
も
た
ら
し
た
と

、
、

い
う
。
「
原
語
己
国
さ
烏
話
は
リ
ズ
ム
と
響
き
で
造
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味

⑯

の
内
実
は
、
模
倣
的
な
運
動
の
形
姿
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
」
レ
ー
マ
ン
は
、

ギ
リ
シ
ャ
語
に
言
及
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
が
た
と
え
あ
る
種
の
観
点
か
ら
み
て

特
殊
な
場
合
を
描
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
発
展
は
普
遍
的
な
意
図
を
明
ら
か

に
す
る
と
し
て
、
ゲ
オ
ル
ギ
ァ
デ
ス
の
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
は
完
成
し
た
造
型

的
現
実
」
と
い
う
説
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
現
実
と
は
音

楽
的
・
模
倣
的
な
標
準
で
あ
り
、
肉
体
的
・
空
間
的
な
特
色
の
あ
る
形
姿
に
あ

、
、
、

る
。
「
言
○
罠
は
合
唱
や
歌
や
輪
舞
の
中
で
鳴
り
響
き
、
話
さ
れ
、
一
方
同
時
に

一
定
の
、
今
日
で
は
最
早
再
現
さ
れ
な
い
ダ
ン
ス
の
ス
テ
ッ
プ
ｅ
禺
菖
さ
？

冨
昌
言
の
〉
弓
言
凰
の
‐
シ
壗
凰
の
）
が
完
成
さ
れ
た
。
単
に
話
さ
れ
た
り
歌
わ
れ
た

り
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
肉
体
的
に
現
実
化
さ
れ
た
雲
ｏ
罠
は
、
ま
さ
に
魔

⑰

術
的
な
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
」
ギ
リ
シ
ャ
人
は
未
だ
生
硬
な
こ
の
よ
う
な
言

葉
で
神
話
を
作
り
、
「
肉
体
的
に
は
既
に
最
早
形
像
化
さ
れ
な
く
な
り
、
具
象

⑬

的
な
形
姿
か
ら
遠
去
か
つ
て
し
ま
っ
た
諸
事
件
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
た
」

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
言
葉
も
「
原
始
社
会
の
出
口
に
あ
っ
た
」
社
会
に
の

み
相
応
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
変
化
に
と
も
な
っ
て
言
葉
も
変
化

し
た
。
「
労
働
の
分
業
は
、
自
然
や
社
会
的
同
伴
者
に
対
す
る
関
係
を
分
化
さ

せ
、
所
有
と
社
会
的
地
位
に
お
け
る
差
別
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
階
級
分

裂
や
国
家
の
創
設
の
端
緒
が
生
じ
て
き
た
。
種
族
社
会
の
閉
塞
的
な
生
活
圏
は

崩
壊
し
た
。
最
早
、
全
体
的
な
所
作
や
体
験
を
組
織
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

⑲

な
っ
た
」
言
葉
は
極
め
て
素
朴
な
意
味
で
の
伝
達
の
機
能
を
失
く
し
て
い
く
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
労
働
や
そ
れ
に
従
事
す
る
人
間
の
社
会
的
分
化
に

よ
っ
て
の
み
で
は
な
く
、
人
間
の
思
考
性
の
発
達
に
と
も
な
う
一
つ
の
結
果
で

あ
っ
た
。
伝
達
そ
の
も
の
の
機
能
は
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
的
な
構
図
を
描
く
も

の
で
は
な
く
、
伝
達
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
両
存
在
の
間
に
有
機
的
連
関
を

形
成
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
素
朴
な
意
味
で
の
伝
達
の
機
能

を
失
く
し
て
い
っ
た
言
葉
は
、
今
一
つ
高
い
次
元
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た

し
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間
の
社
会
的
思
考
の
展
開
を
促
す
も
の
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
こ
こ
に
よ
り
高
次
の
新
し
い
言
葉
が
獲
得
さ
れ
た
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
「
俳
優
達
の
集
団
か
ら
公
衆
は
区
別
さ
れ
た
。
し
か
し
、
言
語
的
に

把
握
さ
れ
た
模
倣
的
な
内
容
で
の
共
動
宮
寓
言
言
猪
巨
邑
唄
が
制
限
さ
れ
れ
ば

さ
れ
る
程
、
言
葉
は
少
く
と
も
公
衆
に
と
っ
て
は
、
生
き
生
き
し
た
直
接
性
を

失
く
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
言
葉
は
、
自
ら
の
精
神
的
富
を
も
失
っ
た
。
言

葉
は
更
に
合
理
的
に
な
り
、
哲
学
者
達
は
言
葉
の
中
に
ロ
ゴ
ス
を
発
見
し
、
内

的
な
模
倣
的
運
動
は
言
葉
か
ら
放
逐
さ
れ
、
合
理
的
思
考
（
ロ
ゴ
ス
）
と
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
（
模
倣
）
の
間
に
、
ま
た
哲
学
と
芸
術
の
間
に
遺
産
争
い
を
呼
び
起

六
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し
か
し
、
言
葉
に
お
け
る
内
的
な
模
倣
的
運
動
は
完
全
に
消
失
し
た
の
で
は

な
く
て
、
文
芸
形
式
を
支
え
る
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
「
純
粋
の
模
倣

的
な
運
動
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
叙
事
的
語
り
物
の
中
で
生

ラ
プ
ソ
デ
ー

き
て
い
た
。
吟
遊
詩
人
は
、
自
分
の
物
語
っ
た
こ
と
に
感
動
し
、
彼
の
話
し
振

り
は
律
動
的
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
あ
り
、
眼
差
し
は
遥
か
の
方
に
向
け
ら
れ
、
し

ぐ
さ
や
表
情
は
あ
る
変
化
を
暗
示
し
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
が
マ
ニ
ヤ
と
呼
ん

だ
晄
惚
と
内
的
感
動
の
か
か
る
状
態
は
、
物
語
形
式
を
溶
解
し
生
気
を
吹
き
込

み
、
物
語
形
式
に
色
採
や
表
現
を
附
与
し
た
。
語
り
手
は
、
直
接
暗
示
的
な
効

果
を
作
り
出
し
、
同
じ
よ
う
に
物
語
り
の
状
況
の
中
に
引
き
込
ま
れ
て
、
直
ち

に
統
一
的
な
心
と
表
情
の
結
合
を
作
り
出
す
聴
衆
を
、
魔
法
に
か
け
た
の
で
あ

⑳

る
。
」
勿
論
こ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
も
未
だ
論
じ
尽
さ
れ
て
は
い
な
い
問

題
で
あ
る
「
作
家
と
読
者
」
の
か
か
わ
り
合
い
を
思
い
起
す
の
で
あ
る
が
、

ラ
プ
ソ
デ
ー

吟
遊
詩
人
が
聴
衆
を
自
己
と
同
じ
心
的
状
況
に
引
き
入
れ
る
為
の
要
件
は
何
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
は
、
語
り
手
と

聞
き
手
の
心
的
結
合
が
み
ら
れ
た
。
一
つ
の
規
範
に
の
っ
と
っ
た
物
語
が
反
復

さ
れ
、
聞
き
手
は
そ
の
反
復
に
多
分
倦
む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と

も
あ
れ
、
語
り
手
は
レ
ー
マ
ン
流
儀
に
い
え
ば
、
語
り
の
際
の
自
ら
の
心
的
状

況
の
中
で
、
次
に
語
る
べ
き
も
の
を
⑦
墨
己
①
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
物

語
の
軌
範
は
、
勿
論
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
身
振
り
で
あ
り
、

表
情
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
あ
る
い
は
物
語
そ
の
も
の
は
、
自
然

発
生
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
聞
き
手
で
あ
る
公
衆
と
の
一
定
の
約
束
事

⑳

す
発
展
が
そ
れ
に
と
も
な
っ
た
」

比
較
の
意
味
（
小
川
）

と
し
て
あ
る
目
的
意
識
の
下
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
語
り
手
の
盗

意
の
み
が
支
配
し
て
い
た
の
で
は
な
く
て
、
聞
き
手
と
の
共
同
作
業
、
所
謂
聞

き
手
の
内
的
な
模
倣
的
運
動
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
っ
て
物
語
が
支
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
物
語
る
と
い
う
行
為
は
、
社
会
的
行
為
そ
の
も
の

を
意
味
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
物
語
の
社
会
性
を
問
う
こ
と
は
、
あ
る

い
は
そ
の
物
語
が
社
会
的
に
い
か
に
有
効
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
語
り

手
と
聞
き
手
の
即
し
て
い
た
そ
の
時
代
の
社
会
的
諸
状
況
を
無
視
し
て
は
論
じ

る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
状
況
の
中
に
聞
き
手
が
自
己
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
従
っ

て
そ
の
際
、
語
ら
れ
る
状
況
の
中
に
自
己
を
措
定
す
る
聞
き
手
の
社
会
的
状
況

が
当
然
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
作
業
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

、
、

そ
の
時
代
の
公
衆
の
芸
術
的
好
み
⑦
①
の
呂
昌
幽
呉
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

、
、

う
し
、
ま
た
そ
の
好
み
の
生
じ
る
社
会
的
要
因
を
知
る
こ
と
で
、
時
代
を
越
え

て
作
品
は
存
在
し
、
芸
術
は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
形
而
上
的
な
通
り
言
葉
の
内

容
が
愛
好
家
の
感
覚
的
な
表
現
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。
も
し
作
品

が
時
代
を
越
え
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
そ
の
た
め
の
条
件
が
証
し
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
模
倣
二
言
の
の
一
の
が
社
会
的
諸
条
件
と
無
関
係
で
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ

が
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
大
い
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
模
倣
が
社
会
的
諸
条
件
と

無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
所
謂
「
影
響
」
や
「
伝
統
」
の
問
題
と
本

質
的
に
か
か
わ
り
合
う
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
作

六
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家
が
現
実
を
把
え
る
し
か
た
と
し
て
「
模
倣
」
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
解
釈
の

具
体
的
な
結
果
と
し
て
の
三
の
成
立
の
三
重
の
昌
冒
胆
、
分
化
の
三
富
の
国
冒
巨
”

混
合
聾
冒
己
の
ｏ
言
国
四
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
推
移
変
遷
を
国
ぬ
員
画
に
よ

＠

っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
彼
の
解
釈
は
異
教
と
ク
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
明
確
に
す

る
結
果
に
な
っ
た
。
彼
は
「
模
倣
」
に
関
す
る
自
分
の
関
心
の
発
す
る
と
こ
ろ

を
プ
ラ
ト
ン
と
ダ
ン
テ
に
お
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お
け
る
人
間
的
諸
事
象

の
様
々
に
変
移
す
る
イ
ン
タ
ー
プ
レ
タ
チ
オ
ー
ン
を
考
察
す
る
時
に
、
自
分
の

関
心
が
せ
ば
め
ら
れ
、
的
確
な
も
の
に
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
思
念
（
私
が

追
求
す
る
こ
と
を
試
み
た
二
三
の
思
念
）
の
一
つ
は
、
古
代
の
そ
し
て
後
に
は

あ
ら
ゆ
る
古
典
主
義
的
な
潮
流
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
、
文
学
的
描
写
の
高
度

の
地
位
に
関
す
る
教
説
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
初
頭
に
フ
ラ
ン

ス
で
形
成
さ
れ
た
近
代
的
レ
ァ
リ
ス
ム
ス
が
、
審
美
的
現
象
と
し
て
、
あ
の
教

説
の
完
全
な
溶
解
を
現
実
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
完
全
な
溶
解
は
、
文
学
的
な
生
の
模
倣
の
後
期
の
形
成
に
と
っ

て
、
同
時
代
の
浪
漫
派
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
崇
高
や
グ
ロ
テ
ス
ク
の
混
合
よ

り
も
完
全
で
あ
り
、
重
要
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
日

常
生
活
の
任
意
の
人
物
達
を
同
時
代
の
諸
状
況
の
制
約
の
中
で
、
真
面
目
で
問

題
的
な
、
い
や
そ
れ
ば
か
り
か
悲
劇
的
な
描
写
の
対
象
に
し
な
が
ら
、
低
俗
な
、

あ
る
い
は
中
間
的
な
ス
タ
イ
ル
の
枠
内
で
の
み
、
日
常
的
且
つ
実
際
的
な
現
実

が
そ
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
、
つ
ま
り
グ
ロ
テ
ス
ク
に
も
滑
稽
な
文
学

と
し
て
、
あ
る
い
は
快
適
で
軽
や
か
で
き
ら
び
や
か
で
優
雅
な
文
学
と
し
て
そ

の
地
位
を
保
っ
て
い
て
も
よ
い
と
い
う
、
高
度
の
地
位
の
区
別
に
関
す
る
古
典

⑳

的
な
規
則
を
打
破
し
た
の
で
あ
る
」
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
模
倣
」
は
「
影

響
」
と
「
伝
統
」
の
問
題
と
本
質
的
に
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で

は
右
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
よ
っ
て
古
典

主
義
的
な
パ
タ
ー
ン
が
打
破
さ
れ
、
そ
こ
に
新
し
い
文
学
の
生
誕
を
み
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
所
謂
十
九
世
紀
レ
ア
リ
ス
ム
ス

は
閉
塞
的
状
況
の
中
に
あ
っ
た
。
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
時
代
の
諸
状
況
は
、

大
規
模
な
レ
ァ
リ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
自
ら
を
示
す
の
が
困
難
で
あ
っ
た
。
社

会
像
は
不
統
一
で
あ
っ
た
し
、
全
体
の
生
活
は
小
さ
な
八
歴
史
的
風
土
ｖ
と
、

王
侯
的
な
政
治
的
諸
状
況
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
分
割
地
の
混
乱
の
中
で
な

＠

さ
れ
た
」
か
か
る
状
況
と
関
連
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
態

度
が
問
わ
れ
、
彼
の
革
命
嫌
悪
が
指
摘
さ
れ
る
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ

ば
、
ド
イ
ツ
の
レ
ァ
リ
ス
ム
ス
は
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
に
よ
く
適
応
し
得
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
ゲ
ー
テ
に
関
し
て
は
「
結
果

的
に
は
、
ゲ
ー
テ
は
自
分
と
同
時
代
的
な
社
会
生
活
の
現
実
を
、
決
し
て
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
、
ま
た
決
し
て
生
成
し
つ
つ
あ
る
、
そ
し
て
未
来
の
形
成
の
萠
芽

と
し
て
描
か
な
か
っ
た
。
彼
が
十
九
世
紀
の
諸
傾
向
と
か
か
わ
り
合
う
時
に

は
、
一
般
的
な
観
察
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
観
察
は
、
殆
ん
ど
い
つ
も

値
ぶ
み
し
な
が
ら
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
圧
倒
的
に
不
信
で
拒
否
的
な
も
の
で

⑳

あ
る
」

ゲ
ー
テ
の
社
会
的
且
つ
文
学
的
態
度
と
相
俟
っ
て
、
彼
よ
り
若
い
作
家
達
も

対
象
を
動
的
に
把
え
る
こ
と
な
く
、
彼
等
の
作
品
は
閉
塞
的
な
静
的
な
状
況
の

一
ハ
ー
ハ



⑳

中
で
の
み
有
効
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
別
の
表
現
で

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
見
解
を
、
彼
が
挙
げ
て
い
る
作
家
達

ｌ
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
、
Ｅ
・
Ｔ
．
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
、
ゴ
ッ
ト
ヘ
ル
フ
、
シ
ュ

テ
ィ
フ
タ
ー
、
ヘ
ッ
ベ
ル
、
シ
ュ
ト
ル
ム
ー
を
均
一
的
に
一
括
し
な
が
ら
支

持
す
る
こ
と
に
若
干
の
た
め
ら
い
を
感
じ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
ホ
フ

マ
ン
の
場
合
、
織
密
な
イ
ン
タ
ー
プ
レ
タ
チ
オ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

彼
の
ス
タ
イ
ル
の
ま
さ
に
社
会
的
な
意
味
で
の
独
自
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
且
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
イ
ツ
十

九
世
紀
的
な
静
的
な
レ
ァ
リ
ス
ム
ス
と
訣
別
を
告
げ
る
べ
く
興
っ
た
一
つ
の

リ
ー
雪
子
リ
ッ
シ
エ
・
エ
ポ
ッ
ヘ
＠

文
学
的
時
代
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
ー
に
つ
い
て
接
続
接
続
法
二
式
の
形
を
か
り
て
述
べ
て
い
る
が
、
早
死
に

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
は
彼
ら
に
は
（
ク
ラ
イ
ス
ト
も
含
ん
で
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
）
、
い
か
な
る
自
由
な
転
廻
も
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か

し
ピ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
が
早
く
死
ん
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
運
命
論
的
な

響
き
と
、
根
拠
の
な
い
仮
定
法
的
な
意
味
合
し
か
伝
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
実

在
す
る
彼
の
作
品
の
意
味
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
十
九
世
紀
レ
ァ
リ
ス
ム
ス
は
、
内
的
運
動
と
し
て
の
「
模
倣
」
、

そ
こ
か
ら
生
れ
る
文
学
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
展
開
と
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
両
墓
且
目
は
、
「
若
き

ド
イ
ツ
運
動
」
に
お
い
て
そ
の
緒
に
つ
く
の
で
あ
る
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
ド
イ
ツ
の
文
化
的
且
つ
精
神
的
運
動
を
鋭

く
刺
戟
す
る
筈
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
、
ド
イ
ツ
と
い
う
文
化
的
基
盤
に
と
っ
て

比
較
の
意
味
（
小
川
）

は
完
全
に
受
容
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
後
の
世

⑳

界
に
お
け
る
不
快
さ
と
、
そ
の
世
界
の
中
へ
属
し
得
な
い
と
い
う
意
識
」
か
ら

、
、
、
、
、
、

そ
の
著
述
を
生
み
出
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
ド
イ
ツ
に
は
生
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
社
会
的
思
考
を
激
し
く
促
進
さ
せ
る
文
学
的
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
の
発
動
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
程
強
力
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
閉

塞
的
で
内
部
に
向
わ
ざ
る
を
得
な
い
文
化
的
志
向
は
、
若
干
の
例
を
別
と
す
れ

ば
、
多
く
の
作
家
達
を
し
て
一
定
の
ス
タ
イ
ル
の
破
壊
を
な
さ
し
め
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
既
存
の
ス
タ
イ
ル
の
克
服
不
能
は
、
ま
さ
に
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
と

い
う
文
化
的
基
盤
の
所
産
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド

イ
ツ
の
二
つ
の
文
化
的
基
盤
の
断
層
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
具
体
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
文
芸
学
上
の
手
続
か
ら
ど
の
よ
う
に
し

て
こ
の
相
違
乃
至
、
両
者
の
独
自
性
の
指
摘
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
展
開
の
様
態
は
、
具
体
的
に
は
文
学
史
的
系
譜
を
た
ど
る
だ

け
で
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
文
学
史
は
ジ
ャ
ン
ル
の
交

替
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
に
何
を
詳
し
く
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ャ

ン
ル
は
単
に
交
替
し
得
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
矢
張
り
混
合
、
分
離

と
い
う
一
見
自
然
生
成
的
な
流
動
が
あ
る
。
そ
の
流
動
を
支
え
て
い
る
法
則
が

あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
形
而
上
的
に
文
学
的
な
も
の
で
な
い

こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
法
則
が
い
か
に
社
会
性
を
お
び
た
も
の
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
、
も
し
作
品
は
作

家
と
読
者
の
共
同
作
業
（
い
さ
さ
か
適
切
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
）
の
結
果

で
あ
る
と
考
え
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
所
与
の
問
題
に
対
す
る
最
初
の
手
が
か
り

六
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を
得
た
こ
と
に
な
る
。
読
者
の
内
的
模
倣
的
運
動
は
、
所
与
の
作
品
に
対
し
て

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
生
み
出
す
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
作
品

か
ら
一
つ
の
世
界
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
再
構
築
さ
れ
た
世
界
が
、
読

者
に
と
っ
て
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
拒
否
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
か
は
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
読
者
の
社
会
的
状
況
と
無
関

係
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
読
者
論
を
展
開
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

ｌ
続
Ｉ

の
．
画
『

⑤
ざ
己
・
・
の
．
鵠
１
巻

e@@@@@e ②③⑧

シ
月
忌
胃
彦
、
冨
冒
局
の
厨
岬
瓢
が
。

雌
劃
謁
司
識
燗
竺
豈
叩
到
幾
ｓ
琵
鄙
瞬
温
。

の
．
厨
．
Ｆ
の
置
国
属
国
Ｐ
嗣
彦
四
日
閉
蔚
匡
口
旦

旨
．
舅
訂
置
１
－
．
シ
屋
噛
の
日
の
言
の
伊
寓
曾

量
『
・
ロ
建
号
の
夢
己
騨
⑳
同
邑
呂
昌
、
昌

宛
．
ｑ
Ｈ
で
唾
、
．
シ
、
叫
斗
Ｉ
で
Ｔ
・

の
．
』
』
い

｝
ず
》
Ｑ
・
の
．
胃
い
鐸

一
ず
』
・
・
、
の
．
』
い
『

》
ご
昏
・
．
》
の
．
』
』
の

一
ず
一
旦
、
の
．
』
い
つ

伊
寓
の
Ｒ

ｌ
鈩
冒
旨
胃
炭
匡
口
帰
国
Ｉ

“
《
巨
国
負
、
の
①
口
の
毎
ｍ
津
惇
①
、
陽
の
．

一
賦
匡
国
。
＆
①
己
旨
彦
冒
ロ
ぬ
患
、
詞
の

一
、
ぶ
料
惟
Ｓ
癌
誹
（
汁
田
川
密
謝
）

宍
嘩
易
匡
胃
宙
呂
の
シ
号
①
寓
邑
霊
．

』
画
四

『』
＠
ｍ
四
℃

⑧⑧⑬⑬⑬⑬⑧⑧⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑬

》
ず
一
・
・
・
の
．
四
画

、
ソ
ｑ
屯
－
．
掛
琳
Ｓ
芹
恥
温
（
醜
諏
跳
蠅
当
）

Ｆ
の
嵩
冒
四
口
厚
吾
己
・
重
め
．
四
ｍ

目
ご
目
Ｑ
・
・
の
．
い
『

》
ず
評
・
・
・
印
．
い
『

』
ず
一
回
．
や
の
．
唖
函

］
ご
］
９
．
．
の
．
四
酌

一
ご
目
邑
．
〕
の
．
哩
酌

】
ず
一
旦
・
・
の
．
四
ｍ
１
ｍ
．
い
④

》
ず
日
・
・
・
の
．
唾
＠

国
．
シ
匡
関
冨
呂
．
冨
冒
目
＄
厨
届
詮
．
の
．
聟
ｊ
Ｉ
の
．
ご

』
ず
｝
・
・
や
の
．
、
』
、

】
ず
｝
Ｑ
・
迄
の
．
仁
澤
単

｛
ず
一
旦
，
．
ｍ
、
吟
』
④

》
ず
』
２
．
の
．
心
四
○

門
．
ロ
①
日
胃
２
Ｆ
の
．
○
笛
言
Ｐ
麗
汁
爵
料
椛
即
罰
「
鴬
儲
掛
椛
」
図
星
蝉
顯

叶
割
剖
帥
叩

鈩
巨
①
吾
凹
、
底
、
号
匡
・
】
の
．
金
』
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