
没

理

想

論

争

注

釈

稿

(
八
)

，-、
抄

録

森
鴎
外
と
坪
内
遭
遇
に
よ
る
、
近
代
文
学
史
上
最
大
の
論
争
と
言
わ
れ
る

「
没
理
想
論
争
」
に
つ
い
て
の
注
釈
の
う
ち
、
遁
逼
の
鴎
外
へ
の
反
論
で
あ

る
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
(
二
)
に
つ
い
て
の
注
釈
。
「
没
理
想
論
争
L

に
っ

さ
ま
、
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
論
が
細
部
の
読
み

い
て
は
、

の
共
通
理
解
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

く
、
や
や
も
す
れ
ば
机
上
の
空
論
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
注
釈
に
つ
い

て
も
、
語
釈
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、
視
点
も
個
別
作
家
の
文
学
論
に
の
み

限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
語
句
の
注
釈
か
ら
出
発

烏
有
先
生
に
答
ふ

其

烏
有
先
生
が
記
実
に
あ
き
た
ら
ず
し
て
談
理
を
重
ん
ず
る
由
縁
に
日
は
く
、

「
羅
馬
な
る
聖
彼
得
寺
塔
を
観
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
作
り
し
雛
形
の
美
に

驚
く
は
建
築
を
視
る
眼
あ
る
も
の
〉
皆
能
く
す
る
と
こ
ろ
な
る
べ
し
。
こ
れ

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
八
)
(
坂
井

健

坂

健

井

し
て
、
解
釈
に
ま
で
踏
み
込
み
、
両
者
の
文
学
論
争
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ

と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
時
代
を
代
表
す
る
二
代
作
家
の
論
争
を

通
し
て
、
当
時
の
文
壇
の
文
学
思
潮
を
探
り
、
論
争
の
後
の
文
壇
に
対
す
る

影
響
に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
、
「
没
理
想
論
争
」
を
新
た
に
文
学
史
の
中

で
位
置
づ
け
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
一
没
理
想

イ
デ

l
、
森
鴎
外
、
坪
内
遁
遣
、
文
芸
批
評

美
な
り
と
記
さ
ば
、
記
実
者
の
役
済
む
べ
け
れ
ど
、
談
理
者
は
そ
れ
に
て
足

れ
り
と
す
べ
か
ら
ず
。
か
の
仏
蘭
西
人
そ
れ
が
し
が
如
く
高
等
静
論
の
算
法

に
よ
り
て
、
古
人
が
不
用
意
に
し
て
静
性
の
極
処
に
至
れ
る
を
看
破
し
て
こ

そ
、
そ
の
美
な
る
所
以
を
知
る
べ
き
な
れ
。
若
し
美
の
義
を
砕
い
て
理
に
入

る
こ
と
あ
ら
ず
ば
、
審
美
学
は
起
ら
ざ
る
べ
し
。
遁
遺
子
が
記
実
の
文
を
読

む
に
は
、
大
帰
納
の
力
を
具
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
予
が
談
理
の
言
を
聞
く
に

J¥ 
九



文
学
部
論
集
第
八
十
一
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)

は
普
通
の
理
解
力
あ
れ
ば
足
れ
り
と
。
」

審
美
的
批
評
家
の
本
分
は
、

ま
こ
と
に
先
生
の
い
は
れ
た
る
が
如
し
。
わ
が
嘗

て
「
梓
神
子
」
と
い
ふ
戯
文
の
中
に
て
、
批
評
の
事
を
い
ひ
た
る
時
、
世
の
掻
撫

で
の
劇
評
を
そ
し
り
て
親
切
な
ら
ず
と
難
ぜ
し
も
、
全
く
同
じ
心
な
り
き
。
先
生

の
言
は
科
学
的
に
し
て
、
わ
が
言
は
俗
の
言
葉
な
れ
ど
、
本
意
に
は
差
な
か
ら
ん

か
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
我
れ
未
だ
曾
て
美
の
義
を
砕
い
て
理
に
入
る
事
を
非
せ

し
覚
え
は
な
し
。
所
詮
、
我
が
謂
ふ
没
理
想
の
無
理
想
も
し
く
は
無
理
性
の
義
に

同
じ
か
ら
ぬ
か
ら
は
、
此
の
段
は
解
く
べ
き
要
も
な
き
が
ご
と
し
。
さ
て
、
其
の

末
段
な
る
「
誼
蓮
子
が
記
実
の
文
を
読
む
に
は
、
大
帰
納
力
を
具
へ
ざ
る
可
か
ら

ず
と
」
い
は
れ
た
る
は
確
言
な
り
。
若
し
我
が
記
実
の
本
意
が
、
直
接
の
大
感
化

に
あ
る
な
ら
ば
、
真
に
い
は
れ
た
る
が
如
く
な
ら
ん
。
併
し
な
が
ら
、
わ
が
第
一

の
目
的
は
、
前
段
に
も
い
へ
る
如
く
、
博
く
蒐
集
し
て
文
界
の
実
相
を
記
述
し
、

博
物
場
の
如
き
者
を
呈
せ
ん
と
い
ふ
に
あ
れ
ば
、
読
者
に
片
眼
だ
に
あ
ら
ば
、

を
見
る
こ
と
は
容
易
か
る
べ
く
、
必
ず
し
も
大
帰
納
力
を
ば
要
せ
ざ
る
べ
し
。
案

ず
る
に
、
先
生
は
我
が
第
三
号
に
云
へ
る
こ
と
を
解
明
の
辞
と
思
は
ず
し
て
、

『
早
稲
田
文
学
』
の
大
主
旨
と
や
う
に
解
せ
り
と
お
ぼ
し
。
嚢
に
わ
が
第
三
号
に

於
て
、
世
の
大
早
計
な
る
非
難
者
が
、
『
早
稲
田
文
学
』
の
第
二
一
号
を
観
て
、

明
治
文
壇
の
活
機
い
づ
こ
に
か
存
し
た
る
、
次
号
よ
り
や
見
れ
ん
、
と
い
と
冷
か

に
明
り
た
る
に
答
へ
て
、
「
活
機
の
在
否
は
我
が
評
論
の
紙
上
に
あ
ら
ず
し
て
、

汝
が
公
平
な
る
眼
中
に
あ
る
べ
し
。
「
時
文
評
論
」
の
第
四
篇
に
明
治
文
学
大
帰

一
大
調
和
の
策
あ
る
か
と
問
ふ
こ
と
勿
れ
、
そ
の
大
帰
一
の
無
上
の
良
策
は
、
我

が
文
章
の
上
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
汝
が
没
理
想
の
心
中
に
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
」
と

い
ひ
し
は
、
無
上
無
等
の
良
策
は
虚
心
平
気
、
活
眼
を
聞
い
て
此
の
大
宇
宙
を
観

九
O 

る
に
如
く
は
無
し
と
の
義
に
て
、
「
汝
一
読
の
下
に
大
帰
納
せ
よ
や
L

と
命
じ
た

る
に
は
あ
ら
ず
。
あ
く
ま
で
も
「
時
文
評
論
」
は
、
無
意
識
の
聞
に
多
少
の
感
化

を
施
し
て
、
徐
々
「
傾
向
」
を
誘
致
せ
ん
と
す
る
一
種
の
持
薬
た
る
に
過
ぎ
ざ
る

も
の
な
り
。
難
ず
る
も
の
〉
日
は
く
、
何
為
ぞ
劇
薬
を
投
ぜ
ざ
る
と
。
鳴
呼
、
彼

等
は
、
劇
薬
の
い
と
ノ
¥
用
ひ
易
く
し
て
、
人
聞
を
益
し
が
た
き
理
を
知
ら
ず
。

何
ぞ
共
に
医
道
を
語
る
に
足
ら
ん
。
所
詮
、
「
時
文
評
論
」
は
楢
梯
な
り
、
材
料

な
り
、
未
だ
他
の
世
界
を
窮
は
ざ
る
も
の
〉
為
に
は
、
遊
意
を
誘
致
す
べ
き
名
所

図
絵
た
り
、
己
に
こ
〉
か
し
こ
に
歴
遊
し
て
、
略
山
川
の
地
理
に
通
じ
た
る
も

の
〉
為
に
は
、
曾
遊
の
名
所
を
想
起
す
べ
き
一
種
の
簡
明
な
る
地
誌
な
り
、
地
図

な
り
。
後
者
、
こ
れ
に
臨
み
て
は
、
此
れ
と
、
彼
れ
と
、
今
と
往
と
、
比
較
対
照

の
便
宜
を
得
て
、
或
時
は
ロ
ッ
ク
カ
ト
リ
ン
の
水
明
と
山
娼
と
を
憶
ひ
、
或
時
は

そ

因
子
の
浦
ゅ
う
ち
い
で
て
見
る
真
白
な
る
富
士
の
高
根
の
風
致
を
し
の
び
、
美
の

無
量
な
る
を
意
識
せ
ん
か
。
わ
が
謂
ふ
大
帰
納
の
素
材
と
は
、
必
ず
し
も
直
接
の

意
味
に
は
あ
ら
ず
。

(
1
)
「
羅
馬
な
る
聖
彼
得
寺
塔
を
観
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
作
り
し
雛
形
の
美
に
驚
く

は
・
・
・
予
が
談
理
の
冒
を
聞
く
に
は
普
通
の
理
解
カ
あ
れ
ば
足
れ
り
と
。
」

「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
(
『
し
が
ら
み
草
紙
』
二
七
号
、
明
治
二
四
年
二
一
月
)

0

以
下
、
治
遥
に
よ
る
鴎
外
文
の
引
用
は
す
べ
て
同
じ
。
鴎
外
文
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
注
釈
を
施
し
た
(
寸
没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
三
)
、
(
四
)
」
(
『
文
芸
言
語
研
究

文
芸
篇
』
二
三
号
、
二
四
号
、
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
、
一
九
九
三
年
三

月
、
九
月
)
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

(
2
)
審
美
的
批
評
家
の
本
分
は
、
ま
こ
と
に
先
生
の
い
は
れ
た
る
が
如
し
。
わ
が
嘗

て
「
梓
神
子
」
と
い
ふ
戯
文
の
中
に
て
、
批
評
の
事
を
い
ひ
た
る
時
、
世
の
掻
撫

で
の
劇
評
を
そ
し
り
て
親
切
な
ら
ず
と
難
ぜ
し
も
、
全
く
閉
じ
心
な
り
き
。
・
「
梓



神
子
」
は
、
明
治
二
四
年
五
月
一
五
日
か
ら
六
月
一
七
日
ま
で
一
一
回
に
わ
た
っ

て
『
読
売
新
聞
』
に
連
載
。
こ
の
中
で
初
め
て
寸
没
理
想
L

の
語
が
用
い
ら
れ
た
。

「
梓
神
子
」
は
、
『
小
説
神
髄
』
に
よ
っ
て
名
を
な
し
た
、
治
迄
と
思
し
き
人
物
が

霊
に
崇
ら
れ
、
神
子
の
も
と
を
訪
れ
て
口
寄
せ
を
求
め
る
と
、
日
本
古
来
の
文
豪

が
神
子
の
口
を
借
り
て
、
選
遣
を
は
じ
め
と
す
る
明
治
の
文
壇
の
批
評
家
を
批
判

す
る
と
い
う
内
容
で
、
例
え
ば
、
馬
琴
の
幽
霊
が
「
頑
に
し
て
鈍
き
こ
と
汝
の
如

き
輩
あ
り
て
、
我
理
想
を
低
し
と
誹
り
、
我
観
念
を
卑
し
と
罵
る
。
而
し
比
一
の
設

を
一
不
さ
ず
。
恰
も
瞥
家
が
芝
居
を
観
て
芸
を
是
非
す
る
所
以
を
知
ら
ず
、
さ
ら
/
¥

と
し
て
め
で
た
か
り
き
、
も
う
一
息
ほ
し
か
っ
た
と
議
語
ぬ
か
す
と
一
般
也
。
夫

れ
批
評
と
い
ふ
も
の
は
微
妙
不
可
説
の
旨
い
所
と
い
ふ
に
い
は
れ
ぬ
不
可
所
と
を

解
し
て
言
へ
ば
こ
そ
有
難
か
る
べ
け
れ
、
病
人
に
茶
漬
を
食
は
せ
も
す
ま
い
に
、

ヤ
レ
一
息
だ
の
、
さ
ら
/
¥
だ
の
と
形
而
上
的
に
言
う
て
の
け
る
程
な
ら
ば
、
批

評
家
の
世
話
に
な
ら
ず
も
あ
る
べ
し
。
若
し
我
作
に
非
点
が
あ
ら
ば
、
何
と
し
て

一
々
指
し
て
い
は
ぬ
ぞ
。
し
な
ど
と
あ
る
の
が
、
「
世
の
掻
撫
で
の
劇
評
を
そ
し
り

て
親
切
な
ら
ず
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
鴎
外
文
の
「
高
等
静
論

の
算
法
」
は
黄
金
分
割
や
和
音
の
よ
う
に
無
意
識
の
美
的
判
断
の
中
に
数
理
的
な

法
則
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
す
の
で
、
「
微
妙
不
可
説
の
旨
い
所
と
い
ふ
に
い
は

れ
ぬ
不
可
所
」
を
理
解
し
て
具
体
的
に
批
評
せ
よ
と
の
迫
迄
の
言
と
は
微
妙
に
ズ

レ
が
あ
り
、
必
ず
し
も
、
寸
全
く
同
じ
心
」
と
は
一
言
え
な
い
。
な
お
、
「
親
切
」
は

初
出
「
深
切
L

。

(
3
)
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
我
れ
未
だ
曾
て
美
の
義
を
砕
い
て
理
に
入
る
事
を
非
せ
し

覚
え
は
な
し
。
所
詮
、
我
が
澗
ふ
没
理
想
の
無
理
想
も
し
く
は
無
理
性
の
義
に
同

じ
か
ら
ぬ
か
ら
は
、
此
の
段
は
解
く
べ
き
要
も
な
き
が
ご
と
し
。
-
美
学
的
原
理

の
追
求
を
否
定
し
た
こ
と
は
な
い
と
の
治
迄
の
立
場
の
表
明
。
美
学
的
原
理
の
問

題
が
、
「
理
想
」
(
イ
デ

l
、
世
界
の
本
質
)
の
有
無
と
無
条
件
に
結
び
つ
け
て
説

か
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
治
迄
が
「
梓
神
子
L

で
い
う
「
理
想
」
と
は
、

「
蓋
し
作
者
の
理
想
広
う
し
て
せ
め
て
も
当
代
を
容
る
〉
こ
と
を
得
ば
、
其
写
す

所
は
現
在
の
み
な
り
と
も
其
相
外
に
隠
然
と
し
て
未
来
の
当
社
会
見
え
ざ
る
ぺ
し

ゃ
。
ま
し
て
況
ん
や
其
理
想
広
く
遠
く
し
て
遍
く
人
聞
を
容
れ
ん
に
は
、
膏
に
当

国
の
未
来
の
み
な
ら
ず
、
人
間
全
体
の
未
来
を
も
現
ぜ
ん
か
。
」
と
説
か
れ
る
如
き

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
八
)
(
坂
井

健

も
の
で
あ
り
、
人
間
・
社
会
に
潜
む
普
遍
的
な
姿
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
人
生
観
的
な
「
理
想
」
と
鴎
外
の
い
う
「
美
の
義
を
砕
」
い
た
美
学
的

な
「
理
し
と
の
聞
に
は
前
述
の
よ
う
に
ズ
レ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鴎
外
・

治
遥
と
も
、
そ
の
ズ
レ
に
無
頓
着
な
ま
ま
論
争
は
進
ん
で
行
く
。
こ
れ
は
、
そ
の

よ
う
な
人
生
観
的
な
「
理
想
」
と
美
学
的
な
「
理
」
が
共
通
の
摂
理
に
よ
っ
て
統

合
さ
れ
て
い
る
と
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
戯
曲
論
・

批
評
論
と
し
て
出
発
し
た
没
理
想
論
争
が
や
が
て
哲
学
論
争
め
い
て
行
く
所
以
で

&
め
ヲ
。
。

(
4
)
其
の
末
段
な
る
「
遁
這
子
が
記
実
の
文
を
読
む
に
は
、
大
帰
納
力
を
具
へ
ざ
る

可
か
ら
ず
と
」
い
は
れ
た
る
は
稽
冒
な
り
。
-
『
早
稲
田
文
学
』
を
読
ん
で
、
そ
の

「
記
実
」
の
文
を
も
と
に
、
直
接
、
た
だ
ち
に
「
明
治
文
学
大
帰
一
、
大
調
和
の

策
」
を
「
大
帰
納
」
せ
よ
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
、
批
判
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
鴎

外
の
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
、
と
の
応
答
。
た
だ
し
、
自
分
は
直
接
の
意
味
で

言
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
の
弁
明
が
以
下
で
な
さ
れ
る
。
な
お
、
「
い
は
れ
た
る
は

確
言
な
り
」
は
、
初
出
「
い
は
れ
た
る
、
確
言
な
り
」
。

(
5
)
案
ず
る
に
、
先
生
は
我
が
第
三
号
に
云
へ
る
こ
と
を
解
明
の
辞
と
思
は
ず
し

て
、
守
早
稲
田
文
学
」
の
大
主
旨
と
や
う
に
解
せ
り
と
お
ぼ
し
。
-
以
下
に
引
か
れ

る
よ
う
に
、
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
(
『
早
稲
田
文
学
』
三
号
)
に
お
い

て
、
「
『
時
文
評
論
へ
の
第
何
篇
に
、
明
治
文
壇
大
帰
一
、
大
調
和
の
策
ぞ
と
問
ふ

こ
と
勿
れ
。
其
の
大
帰
一
の
無
上
の
良
策
は
、
我
が
文
章
の
上
に
は
あ
ら
ず
し
て
、

汝
が
没
理
想
の
心
中
に
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
」
(
寸
第
四
篇
L

と
あ
る
の
は
、
「
第
何

編
」
の
誤
植
)
と
述
べ
た
の
は
、
石
橋
思
案
、
お
よ
び
斎
藤
緑
雨
の
噺
り
に
対
す

る
弁
解
と
し
て
述
べ
た
も
の
な
の
だ
が
、
鴎
外
は
、
そ
れ
を
文
字
通
り
『
早
稲
田

文
学
』
の
主
張
と
受
け
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
、
と
の
言
明
。
「
我
れ
に
あ
ら

ず
し
て
汝
に
あ
り
」
に
お
け
る
迫
迄
の
発
言
は
、
思
案
・
緑
雨
の
「
明
難
」
に
応

え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
の
い
い
が
や
や
極
端
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る
遺
迄
の
弁
解
で
あ
る
。
坂
井
健
「
没
理
想
論
争
の
発
端

石
橋
思
案
・
斎
藤
緑
雨
の
応
酬
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
解
釈
』
一
九
九
五
年
四

月
)
参
照
。
な
お
、
以
下
「
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に

あ
り
」
を
指
す
。

九
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(
6
)
世
の
大
早
計
な
る
非
難
者
・
思
案
と
緑
雨
を
指
す
。

(
7
)
虚
心
平
気
、
活
眼
を
開
い
て
此
の
大
宇
宙
を
観
る
に
如
く
は
無
し
・
先
入
観
や

偏
見
を
な
く
し
て
、
公
平
な
目
で
文
学
世
界
を
見
る
の
が
先
ず
大
切
で
あ
る
。
好

悪
に
よ
り
互
い
の
攻
撃
に
明
け
暮
れ
る
よ
う
な
、
思
案
や
緑
雨
の
批
評
態
度
に
対

す
る
批
判
。

(
8
)
「
汝
一
観
の
下
に
大
帰
納
せ
よ
や
」
と
命
じ
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
-
『
早
稲
田
文

学
』
の
「
時
文
評
論
」
を
読
ん
で
、
す
ぐ
に
寸
明
治
文
学
大
帰
一
、
大
調
和
の

策
」
を
「
大
帰
納
」
せ
よ
と
命
じ
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
「
澄
造
子
が
記
実
の

文
を
読
む
に
は
、
大
帰
納
の
力
を
具
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
鴎
外
の
非
難
は

当
た
ら
な
い
、
と
い
い
た
い
わ
け
で
あ
る
。

(
9
)
難
ず
る
も
の
‘
目
は
く
、
何
為
ぞ
劇
薬
を
投
ぜ
ざ
る
と
。
-
何
を
受
け
て
い
る
か

は
未
詳
。

(
叩
)
所
詮
、
「
時
文
評
鈴
」
は
楢
梯
な
り
、
材
料
な
り
・
前
に
「
彼
等
(
坂
井
注
・
小

理
想
家
)
を
し
て
彼
等
以
外
の
世
界
に
関
し
た
る
理
を
聞
か
し
む
べ
き
方
便
は
如

何
。
わ
れ
は
思
へ
ら
く
、
先
づ
傾
向
を
作
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。
悉
し
く
い
へ
ば
、

彼
等
を
し
て
先
づ
遍
く
彼
等
以
外
の
世
界
に
目
を
注
が
し
め
て
、
無
意
識
の
聞
に
、

美
の
宇
宙
に
充
満
せ
る
こ
と
を
覚
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
未
だ
他
の
世
界
を
窮
は
ざ
る
も
の
・
自
分
だ
け
の
狭
い
文
学
観
・
主
義
主
張
に

閉
じ
込
も
っ
て
い
る
者
。

(
ロ
)
巴
に
こ
‘
か
し
ニ
に
歴
遊
し
て
、
略
山
川
の
地
理
に
通
じ
た
る
も
の
・
す
で
に

様
々
な
文
学
観
・
主
義
主
張
に
通
じ
て
い
る
者
。

(
日
)
ロ
ッ
ク
カ
ト
リ
ン
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
北
部
の
湖
。

(
H
)
わ
が
澗
ふ
大
帰
納
の
素
材
と
は
、
必
ず
し
も
直
接
の
意
に
は
あ
ら
ず
。
-
寸
虚
心

平
気
、
活
眼
を
聞
い
て
此
の
大
宇
宙
を
観
る
L

傾
向
を
作
る
た
め
の
素
材
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
時
文
評
論
」
を
読
ん
で
直
接
「
大
帰
納
」

せ
よ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

烏
有
先
生
は
ま
た
遁
蓮
子
が
常
識
を
尊
む
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
難
じ
て
日
は
く

「
シ
ャ
ツ
ベ
リ
イ
が
内
官
論
は
ふ
り
た
り

リ
イ
ド
が
常
識
も
今
の

哲

九

学
の
程
度
よ
り
見
る
と
き
は

お
そ
ら
く
は
取
る
に
足
ら
ざ
る
べ
し
。
常

識
は
基
督
を
生
ぜ
ず
、
常
見
は
釈
迦
を
成
さ
ず
、
「
ゴ
ン
モ
ン
セ
ン
ス
L

の
聞
に
は
一
個
の
大
詩
人
を
着
く
べ
き
処
だ
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
。
」

わ
れ
未
だ
曾
て
常
識
、
常
見
を
以
て
基
督
を
生
み
釈
迦
を
成
、
ず
べ
き
料
に
供
す

べ
し
と
い
ひ
し
こ
と
無
し
。
第
三
号
に
て
「
偏
へ
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
着

実
な
る
常
見
を
師
と
な
す
べ
し
」
と
い
ひ
、
「
寧
ろ
常
識
の
報
道
者
を
も
て
自
ら

任
ぜ
ん
と
す
べ
し
」
と
い
ひ
し
は
、
其
の
務
め
と
す
る
所
の
主
に
記
実
に
あ
れ
ば

な
り
。
『
早
稲
田
文
学
』
の
記
事
を
ば
公
平
な
る
着
眼
に
よ
り
て
記
述
す
べ
し
と

い
ひ
た
る
に
外
な
ら
ず
。
造
化
人
間
の
事
を
す
べ
て
此
の
物
に
よ
り
て
料
理
す
べ

し
と
い
へ
る
に
あ
ら
ず
。
且
つ
や
、
常
見
、
常
識
の
義
も
、
リ
イ
ド
、
ハ
ミ
ル
ト

ン
ら
が
い
へ
る
や
う
な
る
し
た
〉
か
な
る
意
味
に
は
あ
ら
で
、
其
の
文
字
の
ま
〉

に
、
普
通
の
意
味
に
て
、
愛
憎
好
悪
を
離
れ
た
る
常
人
の
判
断
力
と
い
ふ
程
の
意

味
な
り
き
。
按
ふ
に
、
此
の
段
の
先
生
の
議
論
は
、

わ
が
記
実
主
義
を
も
て
、
談

理
排
斥
の
主
義
と
信
ぜ
ら
れ
た
る
よ
り
生
じ
た
枝
葉
の
論
な
ら
ん
。
先
生
に
取
り

て
は
論
理
的
自
然
の
非
難
に
は
あ
れ
ど
、
記
実
の
本
意
を
断
り
た
る
上
は
、
此
の

事
も
は
や
解
き
わ
く
べ
き
必
要
な
し
。

(
1
)
わ
れ
未
だ
曾
て
常
阪
、
常
見
を
以
て
基
督
を
生
み
釈
迦
を
成
ず
べ
き
料
に
供
す

べ
し
と
い
ひ
し
こ
と
無
し
。
-
以
下
に
迫
這
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
常
識
、
常
見
」

は
、
公
平
な
っ
記
実
」
的
報
道
を
心
が
け
る
こ
と
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
に
過
ぎ

な
い
の
だ
が
、
治
遣
は
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
し
で
「
博
学
卓
見
の
学

者
は
、
世
間
に
其
の
人
い
と
多
か
り
。
仏
人
、
独
人
の
長
ず
る
所
は
、
五
日
人
之
れ

を
悉
く
彼
の
人
々
に
委
ね
去
り
て
、
み
づ
か
ら
は
醇
々
と
し
て
現
実
の
報
道
を
旨

と
し
、
偏
へ
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
着
実
な
る
常
見
を
師
と
す
べ
し
。
L

と
仏

・
独
国
の
学
者
と
英
国
の
学
者
を
対
立
的
に
捉
え
て
い
る
た
め
、
哲
学
的
な
立
場



と
し
て
、
英
国
の
学
者
が
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
の
観
念
論
と
対
立
す
る
経

験
論
を
取
る
こ
と
と
の
関
わ
り
か
ら
、
「
常
識
・
常
見
」
を
強
調
し
て
い
る
と
も
見

え
、
鴎
外
の
非
難
も
無
理
か
ら
ぬ
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

文
芸
批
評
・
美
学
的
な
問
題
が
、
人
生
観
・
哲
学
的
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ

と
も
影
響
し
て
、
「
常
識
・
常
見
」
と
基
督
・
釈
迦
を
結
び
つ
け
る
鴎
外
の
よ
う
な

非
難
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
常
見
、
常
識
の
義
も
、
リ
イ
ド
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
ら
が
い
へ
る
や
う
な
る
し
た
・

か
な
る
意
味
に
は
あ
ら
で
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
(
当
日
山
B
出

EM--EE

一
七
八
八

1

一
八
五
六
)
は
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
。
一
八
二
一
年
エ
デ
ィ
ン
パ
ラ
の
歴
史
学
教

授
、
三
六
年
哲
学
教
授
。
い
わ
ゆ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
最
後
を
飾
る
。
認

識
論
上
、
カ
ン
ト
的
意
識
か
ら
意
識
内
容
の
変
容
と
し
て
の
心
理
意
識
を
区
別
し
、

後
者
は
主
客
対
立
を
補
足
的
に
自
己
の
内
に
有
す
る
と
し
、
認
識
の
絶
対
性
を
退

け
て
、
相
対
主
義
的
見
解
に
た
っ
。
形
而
上
学
上
、
外
界
と
理
性
の
存
在
を
事
実

と
し
、
心
理
学
上
、
能
力
心
理
学
を
唱
導
す
る
。
(
『
哲
学
事
典
』
平
凡
社
)
。
ハ
ミ

ル
ト
ン
は
鴎
外
文
に
見
え
な
い
人
名
。
リ
イ
ド
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ど
ち
ら
も
鴎
外
の
依
つ
で
立
つ
客
観
的
観
念
論
の
立
場
に
対
立
す
る
学
者
と
し
て
、

遺
迄
に
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
わ
が
記
実
主
義
を
も
て
、
談
理
排
斥
の
主
義
と
信
ぜ
ら
れ
た
る
よ
り
生
じ
た
枝

棄
の
輸
な
ら
ん

0

・
こ
れ
は

(
1
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
鴎
外
が
「
記
実
主
義
」
を

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
観
念
論
哲
学
と
対
立
的
な
も
の
と
捉
え
た
こ
と
に
よ
る
だ

ろ
う
。

(
4
)
記
実
の
本
意
を
断
わ
り
た
る
上
は
・
自
分
の
説
く
「
記
実
」
は
決
し
て
「
談

理
し
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
た
の
だ
か
ら
。

先
生
ま
た
わ
が
没
理
想
の
論
を
駁
し
て
日
は
く

「
世
界
は
ひ
と
り
実
な
る
の
み
な
ら
ず
、

ま
た
想
の
み
ち
ノ
¥
た
る
あ
り
。

迫
逼
子
は
没
理
性
界
(
意
志
界
)
を
見
て
理
性
界
を
見
ず
、
意
識
界
を
見
て

無
意
識
界
を
見
、
ず
、
意
識
生
じ
て
主
観
と
客
観
と
績
に
分
か
る
〉
所
以
を
お

没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
八
)
(
坂
井

健

も
は
ず
、
老
、
荘
、
楊
、
墨
、
孔
丘
、
釈
迦
、
其
の
他
古
今
の
哲
学
者
が
観

得
た
る
世
界
を
小
な
り
と
し
て
自
ら
片
輸
な
る
世
界
を
造
ら
む
は
果
敢
な
き

す
さ
み
な
ら
ま
し
む
後
天
に
の
み
注
げ
る
眼
は
ダ
ル
ヰ
ン
が
論
を
守
り
て
も

事
足
る
べ
け
れ
ど
、

そ
れ
に
て
造
化
は
尽
さ
れ
ず
。
孔
雀
の
羽
の
い
ろ
ノ
¥

は
そ
の
翰
よ
り
受
く
る
養
お
な
じ
き
に
、
色
彩
の
変
化
は
一
本
ご
と
に
殊
な

り
、
そ
の
相
殊
な
る
色
彩
の
合
し
て
津
身
の
紋
理
を
な
す
は
先
天
の
理
想
に

は
あ
ら
ざ
る
か
と
。

此
の
段
答
ふ
べ
き
必
要
あ
る
を
見
ず
。
わ
れ
未
だ
曾
て
世
界
は
ひ
と
り
実
な
る

の
み
と
い
ひ
し
事
無
し
。
没
理
想
の
義
は
無
理
想
の
義
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
只

先
生
の
説
に
よ
り
て
、
世
界
に
は
想
の
ま
た
充
々
た
る
こ
と
を
聞
き
知
り
ぬ
。

没
理
想
を
説
く
我
れ
は
、
未
だ
曾
て
此
の
世
界
に
想
絶
無
な
り
と
説
か
ぬ
も
の

か
ら
、
想
満
ち
た
り
と
も
断
言
せ
ず
。
先
生
は
然
ら
ず
、
想
の
充
満
し
た
る
こ

と
を
確
信
せ
り
。
先
生
は

「
巳
に
理
性
界
を
観
、
無
意
識
界
を
観
て
、
美
の
理
想

(
E巾
巾
)
あ
り
と
い

ひ
、
又
こ
れ
に
適
へ
る
極
致

(ES})
あ
り
と
い
へ
り
。
」

き
れ
ば
、
先
生
は
論
じ
て
日
は
く

「
破
が
ね
な
ら
ぬ
祇
園
精
舎
の
鐘
を
聞
く
も
の
は
、
待
人
恋
ひ
し
と
も
お
も

ひ
、
寂
滅
為
楽
と
も
感
ず
べ
け
れ
ど
、
其
声
の
美
に
感
ず
る
は
一
な
り
。
沙

羅
双
樹
の
花
の
色
を
観
る
者
は
諸
行
無
常
と
も
観
じ
、
ま
た
只
管
に
め
で
た

し
と
も
眺
む
め
れ
ど
、
其
色
の
美
な
り
と
は
、
耳
あ
り
て
能
く
聞
く
た
め
に

感
ず
る
に
あ
ら
ず
、
目
あ
り
て
能
く
視
る
た
め
に
感
ず
る
に
あ
ら
ず
、
先
天

の
理
想
は
こ
の
時
暗
中
よ
り
躍
り
い
で
て
、
此
声
美
な
り
、
こ
の
色
美
な
り

と
叫
ぶ
な
り
。
こ
れ
感
納
性
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
O

L

九
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と
。
よ
り
て
知
る
、
先
生
は
、
明
か
に
一
系
の
哲
理
を
確
信
せ
る
人
な
る
を
。
わ

れ
は
然
ら
ず
。
想
を
無
し
と
も
断
言
せ
ざ
る
と
同
時
に
、
想
を
有
り
と
断
言
し
て

そ
の
想
を
指
す
こ
と
も
能
は
ざ
る
な
り
。
我
れ
は
消
極
に
し
て
、
先
生
は
積
極
な

り
。
我
れ
は
成
心
の
無
か
ら
ん
こ
と
を
勉
め
、
先
生
は
大
い
な
る
理
想
を
発
揮
せ

ん
こ
と
を
力
む
。
わ
れ
は
未
だ
に
大
理
想
を
得
ざ
る
が
故
に
、
徐
に
記
実
の
事
に

従
ふ
。
按
ふ
に
、
是
れ
我
が
現
境
の
自
然
な
ら
ん
。

り
、
か
る
が
故
に
、
進
ん
で
談
理
の
筆
を
揮
ふ
。

先
生
は
巳
に
大
理
想
を
得
た

理
の
当
に
然
る
べ
き
も
の
あ
る

な
り
。
或
ひ
は
我
れ
も
又
更
に
深
く
先
生
が
哲
学
を
聴
き
て
、
想
の
み
ち
ノ
¥
た

る
所
以
を
覚
悟
せ
ば
、
市
し
て
之
れ
を
信
ず
る
を
得
る
に
至
ら
ば
、
此
の
禿
た
る

記
実
の
筆
を
榔
ち
、
先
生
が
騨
尾
に
附
し
て
、
破
邪
顕
正
の
文
を
州
せ
ん
か
。
わ

れ
不
肖
い
ま
だ
其
の
境
に
到
ら
ざ
る
を
如
何
に
せ
ん
。

(
1
)
没
理
想
の
義
は
無
理
想
の
義
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
-
迫
迄
が
寸
我
が
謂
ふ
没

理
想
は
、
没
却
理
想
ま
た
は
不
見
理
想
の
両
義
を
含
め
り
L

(

「
没
理
想
の
語
義
を

弁
ず
」
『
早
稲
田
文
学
』
八
号
、
明
治
二
五
年
一
月
)
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
没
理

想
」
と
は
、
見
え
て
い
な
い
理
想
、
隠
れ
て
い
る
理
想
の
意
味
で
、
無
理
想
の
意

味
で
は
な
い
。
後
に
「
没
理
想
を
説
く
我
れ
は
、
未
だ
曾
て
此
の
世
界
に
想
絶
無

な
り
と
説
か
ぬ
も
の
か
ら
、
想
満
ち
た
り
と
も
断
言
せ
ず
。
」
「
想
を
無
し
と
も
断

言
せ
ざ
る
と
同
時
に
、
想
を
有
り
と
断
言
し
て
、
そ
の
想
を
指
す
こ
と
も
能
は
ざ

る
な
り
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
認
識
論
的
に
は
、
不
可
知
主
義

の
立
場
を
取
り
、
存
在
論
的
問
題
は
回
避
し
て
い
る
。
石
田
忠
彦
氏
が
「
棚
上

げ
」
と
称
す
る
所
以
で
あ
る
。
(
石
田
忠
彦
「
坪
内
治
迄
研
究
』
九
州
大
学
出
版
会
、

昭
和
六
三
年
)

(
2
)
先
生
は
、
明
か
に
一
系
の
哲
理
を
確
信
せ
る
人
な
る
を
。
-
鴎
外
文
中
「
老
、
荘
、

楊
、
塁
、
孔
丘
、
釈
迦
、
其
の
他
古
今
の
哲
学
者
が
観
得
た
る
世
界
」
に
対
応
す

る
。
「
烏
有
先
生
」
(
迫
迄
の
思
い
込
み
で
は
鴎
外
)
は
、
一
つ
の
世
界
観
を
確
信

九
四

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
迫
遥
の
立
場
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
は
相
対
的

に
過
ぎ
ず
、
絶
対
的
な
真
理
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
真
理
を
確
信
す

る
ま
で
は
、
理
想
を
発
揮
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
当
面
は
「
記

実
」
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
3
)
先
生
は
己
に
大
理
想
を
得
た
り
、
か
る
が
故
に
、
進
ん
で
核
理
の
筆
を
揮
ふ
。

-
迫
迄
は
「
梓
神
子
」
の
中
で
、
神
子
に
使
え
る
老
爺
に
「
希
撤
の
碩
学
ア
リ

ス
ト

1
ト
ル
が
斯
う
申
し
た
の
、
プ
レ
ト
l
が
左
様
に
お
っ
し
ゃ
り
ま
し
た
の
と

(
中
略
)
ひ
っ
く
る
め
て
貴
公
達
の
批
評
は
、
手
前
勘
の
理
想
を
荷
ぎ
ま
わ
っ
て

の
杓
子
定
規
。
好
悪
愛
憎
の
沙
汰
。
真
理
で
ご
ざ
る
の
、
論
理
で
ご
ざ
る
の
と
表

招
牌
立
派
な
れ
ど
」
と
言
わ
せ
、
哲
学
に
基
づ
い
た
作
品
批
評
を
批
判
し
、
科
学

的
な
批
評
を
主
張
し
て
い
る
。

さ
か
い
た
け
し

文
学
部
専
任
講
師
)

一
九
九
六
年
十
月
十
六
日
受
理


