
坪
内
逍
遥
『
底
知
ら
ず
の
湖
』
と
没
理
想
論

寓
意
の
解
釈
を
中
心
に

坂

井

健

は
じ
め
に

坪
内
逍
遥
に
よ
る
寓
意
文
『
底
知
ら
ず
の
湖
』（『
読
売
新
聞
』
付
録
、『
筆
は

じ
め
』
所
収
、
明
治
二
四
年
一
月
一
日
）
は
、
逍
遥
本
人
が
「
造
化
を
湖
に
喩
へ
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
沼
に
喩
へ
た
る
に
て
、
我
が
没
理
想
論
の
は
じ
め
な
り
き１

）

。」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
没
理
想
論
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
は
、
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
、
中
村
完
氏
の

論２
）

の
み
で
あ
る
。
中
村
氏
の
論
は
、『
底
知
ら
ず
の
湖
』
と
『
梓
神
子３

）

』
に
つ
い

て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
す
じ
の
紹
介
と
や
や
印
象
的
な
批
評
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、『
底
知
ら
ず
の
湖
』
の
本
文
と
没
理
想
論
の
対

応
を
確
認
し
、
次
に
、
本
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
比
喩
の
解
釈
を
中
心
に
考
察
を

行
い
た
い
。

一
）

『
底
知
ら
ず
の
湖
』
は
、
語
り
手
が
、
昨
日
見
た
不
思
議
な
夢
の
内
容
を
語
る

形
で
始
ま
る
。
ど
こ
と
も
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
池
と
も
、
沼
と
も
、
湖
と
も
見
え

坪
内
逍
遥
に
よ
る
寓
意
文
『
底
知
ら
ず
の
湖
』
は
、
没
理
想
論
の
原
形
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
単
独
で
論
じ
た
も
の
が
少
な
く
、
論
じ
ら
れ
た
内

容
も
、
印
象
批
評
的
で
考
察
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
本

稿
で
は
、
文
中
の
表
現
に
即
し
て
注
釈
的
な
調
査
を
加
え
つ
つ
、
当
時
の
文

化
状
況
を
考
え
な
が
ら
、
寓
意
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

「
美
妙
な
る
帽
子
」
を
か
ぶ
っ
た
男
が
山
田
美
妙
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

坪
内
逍
遥
、
没
理
想
、
底
知
ら
ず
の
湖
、
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ア
、
山
田
美
妙

〔
抄

録
〕
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る
不
思
議
な
「
湖
」
が
あ
り
、
そ
こ
を
訪
れ
る
人
々
が
次
々
と
そ
の
中
に
沈
ん
で

行
き
、
最
後
に
精
霊
が
現
わ
れ
て
語
り
手
に
話
し
か
け
る
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

こ
の
「
湖
」
は
、「
周
囲
一
町
ば
か
り
か
と
見
れ
ば
、
一
二
里
も
十
余
里
も
あ

る
べ
か
ら
ん
と
も
見
」
え
、
形
は
、「
庭
鳥
の
卵
の
や
う
に
円
く
し
て
始
も
無
く

終
も
無
し
」
と
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
あ
た
り
の
風
景
も
、

「
一
面
に
し
て
百
面
を
具
へ
一
相
に
し
て
万
相
を
兼
ね
」
る
、
不
思
議
な
あ
り
さ

ま
で
あ
る
。

最
初
に
現
れ
る
の
は
道
服
を
着
て
、
物
々
し
い
容
貌
を
し
た
翁
で
あ
る
。
次
に
、

こ
の
翁
を
「
観
兆
夫
子
」
と
呼
ぶ
二
人
の
人
物
が
現
わ
れ
る
。
一
人
は
坊
主
、
一

人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。

「
観
兆
夫
子
」
と
呼
ば
れ
た
翁
は
、
鴛
鴦
を
見
て
は
、
夫
婦
の
義
を
思
い
、
烏

を
見
て
は
、
子
ガ
ラ
ス
が
成
長
し
て
か
ら
親
に
恩
に
報
い
る
た
め
に
孝
を
尽
く
す

と
い
う
故
事
を
思
い
う
か
べ
、
水
は
智
で
あ
り
、
山
は
仁
で
あ
る
な
ど
と
解
釈
を

与
え
て
い
く
。

坊
主
は
、
花
、
紅
葉
に
は
、
色
即
是
空
の
相
が
見
え
、
静
か
な
水
に
は
、
真
如

が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
青
々
と
し
た
大
海
原
は
、
無
限

無
窮
の
天
国
の
生
活
だ
、
な
ど
と
解
釈
を
す
る
。

こ
の
三
人
は
、
湖
が
浅
そ
う
な
の
で
中
へ
入
っ
て
い
く
が
、
深
み
に
は
ま
っ
て

沈
ん
で
し
ま
う
。

次
に
、
古
風
な
帽
子
を
か
ぶ
り
、
き
っ
ち
り
と
し
た
服
装
に
文
章
を
美
し
く
描

い
た
服
を
着
た
人
物
が
、
物
差
し
と
巻
尺
を
持
っ
て
現
れ
る
。
彼
は
、
風
景
の
美

し
さ
を
褒
め
て
、
山
の
姿
は
隠
喩
で
、
花
や
薄
は
活
喩
で
あ
る
と
分
析
し
、「
テ

ニ
ヲ
葉
」
が
あ
る
べ
き
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
み
だ
り
に
散
っ
て
い
る
な
ど
と
文
句

を
つ
け
る
。
そ
こ
へ
、
頭
が
大
き
く
て
、
万
巻
の
書
物
が
入
り
そ
う
な
男
が
現
わ

れ
、
先
の
男
に
「
文
章
ぬ
し
」
と
呼
び
か
け
な
が
ら
、
こ
の
湖
の
風
景
を
ど
う
ご

覧
に
な
る
か
と
問
い
か
け
る
が
、
答
え
を
待
た
ず
に
自
分
か
ら
解
釈
を
始
め
る
。

あ
の
松
は
、
高
砂
の
松
の
子
孫
に
ち
が
い
な
い
と
か
、
風
景
は
中
国
の
西
湖
を
ま

ね
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
山
々
は
ス
イ
ス
の
面
影
が
あ
る
な
ど
と
博
学
ぶ
り
を
披

露
す
る
。
こ
の
二
人
も
、
丸
木
橋
を
渡
ろ
う
と
し
て
、
一
人
は
、
湖
の
中
に
落
ち
、

一
人
は
森
の
中
に
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
。

次
に
現
れ
た
の
は
、
現
代
風
の
高
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
、
馬
に
ま
た
が
っ
た
紳
士

で
、
こ
の
湖
に
蒸
気
船
を
走
ら
せ
よ
う
と
か
、
飛
行
船
を
飛
ば
し
た
ら
よ
か
ろ
う

な
ど
と
考
え
、
広
さ
を
計
ろ
う
と
湖
の
周
囲
を
馬
で
走
る
が
、
馬
か
ら
落
ち
て
、

湖
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
次
に
は
、
田
舎
じ
み
た
多
く
の
老
人
が
現
わ
れ
、
あ
る
者
は
、
山
の
神
が

我
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
ば
、
別
の
も
の
は
、

世
も
末
な
の
で
身
を
投
げ
る
た
め
に
作
っ
た
の
だ
と
言
う
。
さ
ら
に
、
湖
の
水
は
、

薬
で
、
病
を
癒
す
た
め
だ
と
言
う
も
の
も
あ
り
、
湖
は
、
山
が
あ
っ
て
水
が
美
し

く
、
水
が
あ
っ
て
山
が
美
し
い
、
す
な
わ
ち
、
山
と
水
と
が
寄
り
添
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
い
う
も
の
あ
る
。
彼
ら
は
、
湖
に
つ
い
て
自
分
勝
手
な

解
釈
を
主
張
し
、
い
が
み
あ
う
う
ち
に
水
底
に
落
ち
て
し
ま
う
。

こ
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
い
た
「
美
妙
」
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
若
い
男
が
、
自
然

の
「
美
」
を
ほ
め
た
た
え
、
こ
の
「
美
」
を
「
美
」
と
し
な
い
で
、
つ
ま
ら
ぬ
小

理
想
を
こ
の
中
に
求
め
、
形
が
大
き
い
の
を
美
の
本
体
だ
と
し
た
り
、
ひ
た
す
ら

文
章
博
学
に
こ
の
美
の
解
釈
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
を
「
偏
、
妄
、
狂
、
愚
」
だ

と
批
判
し
、
こ
う
し
た
「
偏
、
妄
、
狂
、
愚
」
の
連
中
で
さ
え
、
迷
い
の
中
に
も
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感
化
を
受
け
て
溺
れ
て
し
ま
っ
た
。「
美
」
の
力
は
実
に
素
晴
ら
し
い
と
褒
め
た

た
え
る
が
、
近
寄
っ
て
き
た
「
胡
蝶
」
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
、
自
分
も
湖
に
落

ち
て
し
ま
う
。

次
々
と
人
が
沈
ん
で
行
く
の
を
見
た
語
り
手
は
、
こ
の
恐
ろ
し
い
湖
に
は

「
霊
」
が
住
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
、
逃
げ
出
す
が
、
現
れ
た
精
霊
に

行
く
手
を
ふ
さ
が
れ
る
。
精
霊
に
湖
の
景
色
を
ど
う
思
う
か
と
聞
か
れ
た
語
り
手

は
、
正
直
に
、
美
し
い
か
恐
ろ
し
い
か
分
か
ら
な
い
、
た
だ
来
る
人
が
す
べ
て
溺

れ
て
し
ま
う
の
が
恐
ろ
し
い
、
昔
も
今
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
答
え
る
。
す

る
と
、
精
霊
が
言
う
。
お
前
の
国
に
も
こ
の
湖
に
似
た
「
古
池
」
が
あ
る
だ
ろ
う
、

あ
そ
こ
に
も
「
近
き
松
」
が
あ
る
。
松
に
つ
い
て
は
、
訳
が
あ
る
の
で
言
わ
な
い
。

古
池
は
、
初
め
は
蛙
が
一
匹
入
っ
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
数
万
人
の
人
が
飛

び
込
ん
で
も
、
埋
ま
っ
た
と
い
う
噂
を
聞
か
な
い
の
で
、
こ
れ
も
き
っ
と
底
知
ら

ず
の
池
だ
ろ
う
。
こ
の
湖
は
、
現
在
過
去
未
来
に
わ
た
っ
て
底
知
ら
ず
で
あ
る
。

底
知
ら
ず
と
い
う
の
は
、
無
量
無
数
の
異
類
を
入
れ
て
も
余
り
あ
る
の
を
言
う
の

で
、
人
間
の
世
界
に
は
、
こ
れ
と
同
じ
も
の
は
な
い
が
、
こ
れ
に
似
た
も
の
は
二

カ
所
あ
る
。
一
つ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
動
地
の
沼
（S

h
a
k
e-sp

h
ere

）、
も
う
一
つ

は
、
ド
イ
ツ
に
あ
る
仰
天
の
沼
（G

eo
h
te

）
の
沼
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
お

前
の
よ
う
な
「
白
痴
」
に
言
っ
て
も
役
に
立
た
な
い
が
、
来
る
人
来
る
人
を
溺
れ

さ
せ
る
の
が
恐
ろ
し
い
と
逃
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
脈
が
あ
る
、
と
言
っ
て
去

っ
て
し
ま
う
。
こ
ん
な
馬
鹿
馬
鹿
し
い
夢
を
見
て
目
が
覚
め
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

二
）

以
上
が
、
筆
者
に
よ
る
内
容
の
要
約
で
あ
る
。
中
村
氏
も
多
少
要
約
の
仕
方
は

ち
が
う
が
、
内
容
を
紹
介
し
た
の
ち
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

作
者
の
分
身
と
し
て
夢
に
「
没
理
想
」
の
全
光
景
を
み
た
「
我
」
は
、「
没

理
想
」
の
理
論
的
追
求
を
こ
こ
ろ
ざ
し
て
、
い
っ
た
ん
は
「
白
痴
」
と
化
す

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
我
」
の
夢
さ
め
て
の
の
ち
の
経
過
は
、

逍
遥
内
部
の
「
我
」
が
ほ
と
ん
ど
「
白
痴
」
と
化
し
、「
偏
」「
妄
」「
狂
」

「
愚
」
の
す
べ
て
を
総
合
し
た
「
白
痴
」
と
し
て
「
没
理
想
」
の
理
論
化
に

お
も
む
く
の
と
見
合
っ
た
経
過
な
の
だ
。

夢
の
中
の
光
景
が
「
没
理
想
」
を
現
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
異
存
は
な
い

が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
あ
ま
り
賛
成
で
き
な
い
。「
白
痴
」
と
い
う
の
は
、
別
に

逍
遥
が
「
白
痴
」
と
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
れ
た
精
霊
が
逍
遥

の
分
身
ら
し
い
語
り
手
に
向
け
て
発
し
て
い
る
言
葉
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、「
偏
」

「
妄
」「
狂
」「
愚
」
と
は
、
文
中
で
は
結
び
つ
か
な
い
。「
偏
」「
妄
」「
狂
」

「
愚
」
は
、「
美
妙
」
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
男
が
、
そ
れ
以
前
に
現
れ
た
連
中
に

向
け
て
発
し
て
い
る
言
葉
に
過
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
、
中
村
氏
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

夢
語
り
「
底
知
ら
ず
の
湖
」
に
お
け
る
「
没
理
想
」
の
視
覚
化
は
、
じ
つ

は
、
可
視
の
領
域
に
思
想
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
押
し
出
し
て
は
呑
み
込
む
人
間
意
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識
の
始
源
状
態
、
文
化
の
始
源
状
態
の
表
象
と
し
て
意
味
が
あ
る
。「
我
」

の
見
聞
の
最
初
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
わ
か
る
。「
我
」
の
み

た
「
儒
」
も
「
仏
」
も
「
基
」
も
、
じ
つ
は
、
ひ
と
つ
の
と
こ
ろ
「
没
理

想
」
か
ら
現
れ
、
そ
こ
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
儒
」「
仏
」「
基
」

や
他
の
諸
思
想
が
「
没
理
想
」
と
い
う
先
験
的
な
始
源
状
態
に
未
分
化
の
ま

ま
並
存
し
て
い
る
の
が
「
底
知
ら
ず
の
湖
」
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
化
が
西

洋
の
近
代
思
想
を
時
代
の
「
理
想
」
と
し
て
う
け
い
れ
、
浅
く
展
開
す
る
経

過
に
逍
遥
は
同
伴
し
な
が
ら
、
歴
史
の
一
時
代
の
道
標
と
な
る
理
想
を
解
体

し
、
呑
み
、
無
化
す
る
人
間
界
の
「
没
理
想
」
層
の
ふ
か
さ
を
描
き
つ
づ
け

た
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
逍
遥
の
い
う
「
没
理
想
」
は
、
日
本
と
い
う

一
国
家
の
国
家
理
想
を
さ
え
呑
み
つ
く
す
想
像
力
の
別
の
名
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

逍
遥
の
い
う
「
没
理
想
」
は
、
小
理
想
が
小
理
想
を
駆
逐
し
て
未
消
化
の
ま

ま
展
開
す
る
現
代
史
を
日
本
文
化
構
造
の
深
層
に
呑
み
お
ろ
し
、
そ
こ
か
ら

「
理
想
」
を
生
み
な
お
そ
う
と
す
る
再
生
機
能
重
視
の
理
論
構
想
で
あ
っ
た
。

一
言
で
い
う
な
ら
、
中
村
氏
は
、
逍
遥
の
「
没
理
想
論
」
を
安
易
な
日
本
の
西

洋
化
・
近
代
化
に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

敷
衍
し
て
い
け
ば
、
氏
の
い
う
よ
う
な
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、「
没
理
想
」

に
呑
み
込
ま
れ
る
の
は
、
西
洋
的
思
想
・
近
代
的
思
想
ば
か
り
で
は
な
い
。「
儒
」

も
「
仏
」
も
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

一
義
的
に
は
、
西
洋
化
・
近
代
化
に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
み
取
る
の
に
は
、
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

三
）

と
こ
ろ
で
、
稲
垣
達
郎
氏
が
「
逍
遥
の
い
う
「
没
理
想
」
な
る
も
の
の
最
初
の

手
が
か
り
が
、
こ
の
寓
意
文
か
ら
得
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。」
と
述
べ
る
よ
う
に４

）

、

逍
遥
の
「
没
理
想
」
を
理
解
す
る
う
え
で
『
底
知
ら
ず
の
湖
』
は
、
重
要
で
あ
る
。

か
つ
、
没
理
想
論
争
で
の
逍
遥
の
発
言
に
も
連
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

中
村
氏
の
よ
う
に
、
歴
史
的
な
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
も
魅
力
的

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、『
底
知
ら
ず
の
湖
』
に
込
め
ら
れ
た
寓
意
と
没

理
想
論
争
に
お
け
る
逍
遥
の
発
言
と
の
対
応
を
確
認
す
る
作
業
を
行
い
た
い
。

最
初
の
湖
に
関
す
る
「
こ
の
「
湖
」
は
、「
周
囲
一
町
ば
か
り
か
と
見
れ
ば
、

一
二
里
も
十
余
里
も
あ
る
べ
か
ら
ん
と
も
見
」
え
、
形
は
、「
庭
鳥
の
卵
の
や
う

に
円
く
し
て
始
も
無
く
終
も
無
し
」
と
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ

る
。
あ
た
り
の
風
景
も
、「
一
面
に
し
て
百
面
を
具
へ
一
相
に
し
て
万
相
を
兼
ね
」

る
、
不
思
議
な
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。」
と
の
説
明
は
、
直
接
に
は
「
自
然
」「
造

化
」
の
性
質
を
現
わ
し
、
か
ね
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
。
逍
遥
は
、『
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評

緒
言
』（『
早
稲
田
文
学
』
創
刊
号

（
明
治
二
四
年
一
〇
月
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

予
嘗
て
ド
ラ
マ
の
本
躰
を
底
知
ら
ぬ
湖
に
喩
へ
し
こ
と
あ
り
し
が
近
頃
ド
ウ
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デ
ン
氏
の
論
文
を
見
れ
ば
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
ギ
ョ
オ
テ
と
を
大
洋
に
比
し

た
が
あ
り
趣
は
や
ゝ
異
な
れ
ど
も
同
じ
理
に
帰
着
す
べ
し
と
信
ぜ
ら
る

こ
の
う
ち
ド
ー
デ
ン
の
論
文
云
々
は
、
後
に
逍
遥
が
『
没
理
想
の
由
来
』（『
早

稲
田
文
学
』
明
治
二
五
年
四
月
）
で
逍
遥
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
ち
に
引
用
し

て
い
る
英
文
で
あ
る
。

そ
も
〳
〵
我
が
没
理
想
と
い
ふ
語
を
用
ひ
は
じ
め
し
は
、
明
治
二
十
四
年
の

春
の
こ
と
な
り
。
そ
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
研
究
に
倦
み
は
て
た
る
小
絶
望

の
結
果
な
り
き
。
即
ち
「
底
知
ら
ず
の
湖
」
と
い
ふ
一
文
章
は
、
造
化
を
湖

に
喩
へ
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
沼
に
喩
へ
た
る
に
て
、
我
が
没
理
想
論
の
は

じ
め
な
り
き
。
さ
て
、
二
十
四
年
の
二
月
下
旬
に
至
り
て
、
シ
ャ
ー
ク
ス
ピ

ヤ
に
関
す
る
四
五
の
近
著
を
読
み
し
が
、
其
の
う
ち
に
、
前
に
挙
げ
た
る
ダ

ウ
デ
ン
が
「
文
学
の
解
釈
」
と
い
ふ
こ
と
を
論
じ
た
る
近
業
の
文
を
見
た
り
。

彼
れ
が
古
来
の
傑
作
の
う
ち
、
教
誨
の
主
旨
に
成
り
た
る
作
の
外
に
、
何
の

意
と
も
は
じ
め
は
解
し
が
た
き
作
あ
り
、
と
論
じ
来
た
れ
る
続
き
に
、
下
の

文
あ
り
。
原
文
は
花
や
か
な
る
を
拙
く
訳
し
て
、
そ
こ
な
は
ん
も
い
か
ゞ
、

と
原
の
ま
ゝ
を
こ
ゝ
に
掲
ぐ
。

“
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r
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e
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n
d
w
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w
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sp
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w
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w
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o
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a
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to
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a
g
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o
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;
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u
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u
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h
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o
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a
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w
e
m
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h
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-

tu
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th
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こ
れ
を
訳
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

多
く
の
偉
大
な
文
学
や
芸
術
作
品
に
は
、
少
な
く
と
も
意
識
的
に
は
、
わ
れ

わ
れ
が
そ
れ
か
ら
ほ
と
ん
ど
学
ば
な
い
か
、
何
も
学
ば
な
い
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
い
表
せ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

「
泳
ぎ
に
行
く
人
が
海
に
行
く
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
た
ん
に
偉
大
な
文
学

や
芸
術
作
品
の
も
と
に
赴
く
。」
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
っ
ぷ
り
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と
海
に
つ
か
り
、
波
を
胸
に
受
け
、
そ
し
て
笑
っ
て
歓
声
を
上
げ
る
。
そ
し

て
、
元
気
を
回
復
し
、
そ
よ
か
ぜ
と
海
水
に
満
た
さ
れ
る
。
自
由
で
束
縛
さ

れ
な
い
活
力
の
共
有
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
愛
す
る
も
の
、
海
な
の
で
あ
る
。

海
は
、
た
だ
不
可
思
議
な
聖
歌
を
歌
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
け
れ
ど
、
わ
れ

わ
れ
は
健
康
と
活
力
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
波
は
、
た
だ
わ

れ
わ
れ
の
周
り
で
ピ
チ
ャ
ピ
チ
ャ
そ
の
手
を
動
か
す
。
そ
の
く
ち
び
る
は
、

ほ
ん
の
少
し
で
も
格
言
じ
み
た
こ
と
や
道
徳
的
な
文
句
に
狭
め
ら
れ
た
こ
と

は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
作
家
こ
そ
が
、
信
頼
で
き
る
作
家
で
あ
っ
て

寛
容
な
の
だ
。
何
よ
り
も
教
師
の
よ
う
な
人
間
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
き
に
役

立
つ
よ
う
な
、
細
か
し
い
知
的
な
慎
重
さ
な
ど
は
脇
に
お
い
て
し
ま
っ
て
か

ま
わ
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
ゲ
ー
テ
の
よ
う
な
作
家

は
、
大
海
原
の
よ
う
で
あ
り
、
彼
の
大
き
さ
と
自
由
な
活
力
は
、
あ
ま
り
に

も
清
潔
で
、
太
陽
と
そ
よ
風
に
よ
っ
て
も
て
あ
そ
ば
れ
て
お
り
、
彼
の
活
力

が
あ
ま
り
に
も
健
康
的
な
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
白
波
を

横
切
っ
て
飛
び
込
み
、
砂
浜
と
浅
瀬
を
離
れ
て
、
大
喜
び
で
深
い
と
こ
ろ
へ

と
冒
険
し
て
い
く
の
だ
。

こ
の
後
、
逍
遥
は
、「
こ
の
意
は
我
が
『
底
知
ら
ず
の
湖
』
と
稍

同
じ
き
に

似
た
り
。」
と
述
べ
て
い
る
。

逍
遥
の
言
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
の
は
、『
底
知
ら
ず
の
湖
』

執
筆
の
後
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
ダ
ウ
デ
ン
の
大
海
原
の
比
喩
に
触
発
さ
れ
て
、

『
底
知
ら
ず
の
湖
』
を
起
稿
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
明
治
二
十
四
年
十
月
の
『
早
稲
田
文
学
』
創
刊
号
の
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ヤ
脚
本
評

緒
言
」
に
「
近
ご
ろ
ダ
ウ
デ
ン
氏
の
論
文
を
見
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ヤ
と
ギ
ョ
オ
テ
と
を
大
洋
に
比
し
た
る
が
あ
り
。
趣
は
や
ゝ
異
な
れ
ど
も
、
同

じ
理
に
帰
着
す
べ
し
。」
と
あ
り
、「
没
理
想
」
と
い
う
語
は
、
六
月
の
『
梓
神

子
』
に
す
で
に
見
え
る
の
で
、
逍
遥
の
没
理
想
論
が
固
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
ろ

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
逍
遥
自
身
「
趣
は
や
ゝ
異
な
れ
ど
も
」
と
言
う
よ

う
に
、
ダ
ウ
デ
ン
の
大
海
原
は
、
道
徳
や
人
為
、
知
識
を
超
え
た
不
可
思
議
な
力

を
持
つ
も
の
の
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
点
で
「
底
知
ら
ず
の
湖
」
と

相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
受
け
る
感
じ
は
か
な
り
ち
が
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ウ
デ
ン
の
大
海
原
は
、
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
を
慈
し
み
育

む
不
可
思
議
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
逍
遥
の

「
底
知
ら
ず
の
湖
」
は
、
美
し
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
不
可
知
の
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
不
気
味
な
感
じ
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の

研
究
に
倦
み
は
て
た
る
小
絶
望
の
結
果
」
で
あ
る
と
い
う
成
立
の
事
情
に
よ
る
も

の
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
逍
遥
の
論
は
、
仏
教
的
、
老
荘
思
想
的
色
彩
を

帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

次
に
現
れ
て
湖
の
中
に
没
し
て
し
ま
う
三
人
の
人
物
は
、
中
村
氏
も
指
摘
す
る

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
儒
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
を
現
わ
し
て
い
る
。「
観
兆
夫

子
」
と
い
う
命
名
は
、
世
の
あ
り
さ
ま
、
成
り
行
き
を
見
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う

が
、
中
村
氏
の
言
う
よ
う
に
、
ふ
つ
う
に
儒
者
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
あ
た
り
は
『
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評

緒
言
』（『
早
稲
田
文
学
』
明
治

二
四
年
一
〇
月
）
中
の
逍
遥
の
次
の
発
言
に
対
応
す
る
。

予
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
の
自
然
に
似
た
り
と
い
ふ
は
、
彼
れ
が
描
け
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る
事
件
、
人
物
が
実
際
の
に
同
じ
と
に
は
あ
ら
ず
。
彼
れ
が
作
は
読
む
者
の

心
々
に
て
、
如
何
や
う
に
も
解
釈
せ
ら
る
ゝ
こ
と
の
酷
だ
造
化
に
肖
た
る
を

い
ふ
な
り
。
人
々
試
み
に
自
然
と
い
ふ
も
の
を
観
よ
。
心
を
虚
平
に
し
て
観

れ
ば
、
自
然
は
只

自
然
に
し
て
、
善
悪
の
い
づ
れ
に
も
偏
り
た
り
と
は
見

え
ず
。
固
よ
り
意
地
悪
き
継
母
の
如
き
も
の
と
も
見
え
ね
ば
、
慈
母
と
も
見

え
ず
。
然
る
に
、
数
奇
失
意
の
人
は
造
化
を

み
、
自
然
を
憤
り
て
、
此
の

世
を
穢
土
と
罵
り
、
苦
界
と
非
る
な
り
。
さ
て
又
得
意
の
人
は
、
之
に
反
し

て
、
造
化
を
情
深
き
慈
母
の
や
う
に
思
ひ
て
、
此
の
世
を
楽
園
と
も
思
へ
り
。

畢
竟
、
人
々
の
思
ひ
倣
し
次
第
に
て
、
苦
と
も
楽
と
も
見
ら
る
ゝ
が
自
然
の

本
相
な
り
。
此
の
故
に
、
造
化
の
作
用
を
解
釈
す
る
に
、
彼
の
宿
命
教
の
旨

を
も
て
す
る
も
解
し
得
べ
く
、
又
耶
蘇
教
の
旨
を
も
て
す
る
も
解
し
得
べ
し
。

其
の
他
、
老
、
荘
、
楊
、
墨
、
儒
、
仏
、
若
し
く
は
古
今
東
西
の
思
ひ
〳
〵

の
見
解
も
、
之
れ
を
造
化
に
あ
て
は
め
て
強
ち
に
当
た
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
。

否
、
造
化
と
い
ふ
も
の
は
、
是
等
無
数
の
解
釈
を
悉
く
容
れ
て
も
余
り
あ
る

な
り
。
ま
こ
と
に
茫
と
し
て
際
な
き
は
造
化
の
法
相
な
り
と
評
す
べ
し
。

す
な
わ
ち
、
造
化
、
自
然
と
お
な
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
、
解
釈
を
受
け

入
れ
る
存
在
と
し
て
の
「
底
知
れ
ず
の
湖
」、
つ
ま
り
「
没
理
想
」
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
後
に
現
れ
る
、
文
章
を
美
し
く
描
い
た
服
を
着
て
、
物
差
し
と
巻

尺
を
持
っ
た
人
物
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
、「
衣
装
は
と
も
か
く
、
持
物
、
挙
動

か
ら
す
る
と
、
西
洋
型
の
美
学
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
人
の
頭
が
大
き
く
て
、
万
巻
の
書
物
が
入
り
そ
う
な
男
に
つ
い

て
は
、「
東
洋
型
の
自
然
耽
賞
家
」
で
あ
る
と
し
、「
当
時
の
洋
学
者
何
某
、
漢
学

者
何
某
を
お
も
い
あ
て
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
何
某

が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
特
定
の
一
個
人
に
限
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
あ
る
程
度
、

逍
遥
の
念
頭
に
あ
っ
た
人
物
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
文
章
ぬ
し
」
と
呼
ば
れ
る
男
は
、
風
景
に
つ
い
て
「
隠
喩
」「
活
喩
」「
崇
高

の
相
」
な
ど
と
論
評
し
て
い
る
点
は
、
逍
遥
の
親
友
で
、『
美
辞
学
』（
前
・
後

編
）（
金
港
堂
、
明
治
二
二
年
）
を
著
し
た
高
田
早
苗
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。『
美
辞
学
』
の
中
で
、「
隠
喩
」「
暗
喩
」
と
い
う
語
句
こ
そ
使
っ
て

い
な
い
が
、「
修
飾
を
論
ず
」
の
中
で
、「
明
比
（S

im
ile

）」「
暗
比
（M

eta
-

p
h
er

）」
と
い
う
語
を
使
っ
て
お
り
、
ま
た
、「
崇
高
を
論
ず
」
の
中
で
は
、
実

例
を
上
げ
て
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
美
辞
学
』
は
、
あ
く
ま
で
文
章
表
現
に
関
す
る
書
物
で
あ
る
の
で
、

文
法
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
に
つ
い
て
考

察
し
た
人
物
は
、
ほ
か
に
誰
か
別
の
国
語
学
者
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
特
定
は
で
き
な
い
が
、
物
集
高
見
『
こ
と
ば
の
は
や
し
』（
み
づ
ほ
や
、

明
治
二
一
年
）
の
中
の
「
日
本
小
文
典
」
に
「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
に
代
表
さ
れ
る
助
詞

に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
念
頭
に
あ
っ
た
人
物
の
一
人

と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
一
人
の
頭
の
大
き
な
人
物
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
、
漢
学
者
を
想
定
し
て

い
る
。「
な
べ
て
の
風
景
は
西
湖
に
形
取
れ
る
な
り
」「
又
た
感
ず
べ
き
は
あ
の
楓

ぞ
か
し
古
蘇
城
外
の
楓
橋
よ
り
移
し
植
た
る
に
て
こ
そ
候
は
め
」
な
ど
と
言
っ
て

い
る
の
で
、
漢
学
の
素
養
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、「
遠
近
の
山
々
は
瑞

西
の
面
影
と
こ
そ
見
た
れ
」
と
か
「
こ
れ
は
本
草
綱
目
に
見
え
た
る
無
根
草
と
い
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ふ
も
の
な
ら
ん
」
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、
漢
学
者
に
か
ぎ
ら
ず
博
学
の
学
者
一

般
を
指
す
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は

で
き
そ
う
も
な
い
。

次
に
現
れ
た
現
代
風
の
高
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
紳
士
は
、
近
代
文
明
、
西
洋
文
明

の
象
徴
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
の
近
代
的
文
明
で
さ
え
も
、
こ
の
湖
、
す
な

わ
ち
、
自
然
は
解
釈
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
人

物
に
つ
い
て
も
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

ま
し
て
、
そ
の
次
の
田
舎
じ
み
た
親
父
た
ち
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
た
が
い
に

自
説
に
こ
だ
わ
り
、
い
さ
か
い
を
す
る
が
、
す
べ
て
湖
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う

連
中
で
あ
る
。
中
村
氏
は
「
低
次
の
甲
論
乙
駁
に
も
、
文
壇
、
論
壇
の
現
状
に
対

す
る
諷
喩
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
感
で
あ
る
。

な
お
、
あ
え
て
解
釈
す
る
な
ら
、
山
の
神
が
我
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
作

っ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
は
、
通
俗
的
な
神
道
で
あ
ろ
う
し
、
世
も
末

な
の
で
身
を
投
げ
る
た
め
に
作
っ
た
の
だ
と
言
う
も
の
は
、
通
俗
的
厭
世
論
者
、

湖
の
水
は
、
薬
で
病
を
癒
す
た
め
だ
と
言
う
も
の
は
、
同
じ
く
通
俗
的
養
生
訓
、

湖
は
、
山
と
水
と
が
寄
り
添
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
い
う
も
の
は
、

た
と
え
ば
石
門
心
学
の
よ
う
な
通
俗
的
な
道
徳
論
者
と
な
ろ
う
か
。

そ
の
後
に
現
れ
る
「
美
妙
」
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
男
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
若
き
男
」
が
、
他
の
耽
美
家
と
ち
が
う
の
は
、
か
れ
が
凡
常
の
耽

美
の
列
を
は
な
れ
て
「
一
つ
の
胡
蝶
」
を
「
美
の
魂
」
と
し
て
追
い
は
じ
め

た
と
き
か
ら
、
足
を
踏
み
は
ず
し
て
湖
底
に
消
え
る
ま
で
の
、
そ
の
耽
美
の

激
烈
な
あ
り
よ
う
に
お
い
て
で
あ
る
。「
底
知
ら
ず
の
湖
」
は
、
人
間
の
そ

う
い
う
激
越
な
「
小
理
想
」
を
呑
む
「
没
理
想
」
の
深
さ
に
お
い
て
「
底
知

ら
ず
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
、
ま
ち
が
い
で
は
な
い
に
し
て
も
、
い
さ
さ
か
見
当
は
ず
れ
で
あ

る
と
思
え
る
。
こ
の
「
若
き
男
」
は
、
特
定
の
個
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
中
村

氏
は
読
み
落
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
「
美
妙
な
る
帽
子
」
を
か
ぶ
っ
た
男
は
、

山
田
美
妙
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
根
拠
を
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
男
は
、
田
舎
親
父
た
ち
が
い
が
み
あ
い
な
が
ら
湖
に
沈
ん
だ
後
に

現
れ
る
が
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

此
有
様
を
杜
蔭
に
た

ず
み
て
打
笑
み
つ

見
て
あ
り
し
若
き
男
あ
り
お
も

む
ろ
に
岸
辺
に
歩
み
寄
れ
る
を
見
る
に
頭
に
ハ
擬
製
の
花
の
自
然
を
あ
ざ
む

け
る
を
飾
り
と
し
た
る
美
妙
な
る
帽
子
を
い
た

き
身
に
ハ
天
工
を
も
驚
か

す
べ
き
精
巧
の
織
物
を
衣
装
に
作
り
て
被
り
工
風
を
極
め
た
る
美
し
き
靴
を

穿
き
妙
工
の
製
り
た
る
望
遠
鏡
を
と
り
い
で

四
方
を
見
わ
た
し
莞
爾
と
し

て
口
を
開
き
絶
妙
風
物
此
自
然
の
美
何
に
喩
へ
て
何
と
称
へ
ん
称
ふ
る
に
言

葉
な
く
褒
む
る
に
言
葉
な
し
め
で
た
き
ハ
此
美
其
物
な
り

「
美
妙
な
る
帽
子
」
を
被
り
、「
自
然
の
美
」
を
嘆
賞
す
る
「
若
き
男
」
は
、

こ
の
後
、
草
む
ら
か
ら
舞
い
出
し
た
胡
蝶
に
対
し
「
美
の
魂
ま
て
よ
」
と
呼
び
か

け
て
、
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
湖
に
沈
ん
で
し
ま
う
。

山
田
美
妙
の
作
で
、
渡
辺
省
亭
に
よ
る
少
女
胡
蝶
の
裸
体
の
挿
絵
の
入
っ
た
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『
胡
蝶
』
が
話
題
に
な
っ
た
の
が
明
治
二
十
二
年
で
あ
る
。
こ
の
と
き
美
妙
二
二

歳
。次

に
引
用
す
る
の
は
、『
胡
蝶
』
の
中
の
壇
の
浦
の
戦
い
の
翌
日
、
平
家
の
女

房
胡
蝶
が
海
か
ら
上
が
っ
た
時
の
描
写
で
あ
る
。

濡
果
て
た
衣
物
を
半
ば
身
に
纏
つ
て
、
四
方
に
は
人
一
人
も
居
ぬ
な
が
ら

猶
何
処
や
ら
吾
と
吾
身
へ
対
す
る
と
で
も
言
ふ
べ
き
羞
を
帯
び
て
、
風
の
囁

き
に
も
、
鳥
の
羽
音
に
も
耳
を
側
て
る
胡
蝶
の
姿
の
奥
床
し
さ
、
う
つ
く
し

さ
、
五
尺
の
黒
髪
は
舐
め
乱
し
た
浪
の
手
柄
を
見
せ
顔
に
同
じ
く
浪
打
つ
て

多
情
に
も
朝
桜
の
肌
を
掠
め
、
眉
は
目
蓋
と
共
に
重
く
垂
れ
て
其
処
に
薄
命

の

み
を
宿
し
て
居
ま
す
。
水
と
土
と
を
ば
「
自
然
」
が
巧
に
取
合
ハ
せ
た

一
幅
の
活
き
た
画
の
中
に
ま
た
美
術
の
神
髄
と
も
言
ふ
べ
き
曲
線
で
う
ま
く

組
立
て
ら
れ
た
裸
体
の
美
人
が
居
る
の
で
す
も
の
を
。
あ
ゝ
高
尚
。
真
の

「
美
」
は
即
ち
真
の
「
高
尚
」
で
す
。

ま
た
、
後
日
談
の
中
の
自
然
の
描
写
も
引
用
す
る
。

西
山
を

二
十
三
夜
の
残
月
、
今
些
し
前
ま
で
降
続
い
た
五
月
雨
に
洗
ハ

れ
た
顔
の
清
さ
、
ま
だ
化
粧
は
止
め
ず
に
雲
の
布
巾
を
携
へ
て
折
々
ハ
み
づ

か
ら
拭
つ
て
居
ま
す
。
夜
半
、
そ
れ
が
此
時
の
「
美
」
の
原
素
で
、
山
里
、

そ
れ
が
こ
の
処
の
「
美
」
の
源
で
す
。

「
美
妙
な
る
帽
子
」
を
か
ぶ
っ
た
男
が
山
田
美
妙
を
寓
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
も
は
や
贅
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
男
は
、
美
を
美
と
し
て
賛
美

せ
ず
に
、
あ
れ
こ
れ
解
釈
し
よ
う
と
し
た
連
中
が
す
べ
て
湖
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
あ
ざ
笑
う
が
、
彼
自
身
さ
え
、
湖
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
造
化
、
自
然
と
い
う
も
の
が
美
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
解
釈
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
、
不
可
知
の
存
在
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
無
限
の
解
釈
の
可

能
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
男
は
、
一
義
的
に
は
山
田
美
妙
を
指
す
が
、
美
と
い
う
抽
象
的
概

念
に
よ
っ
て
自
然
の
魅
力
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
敷
衍
し
て
い
く
な
ら
ば
、

美
学
全
体
を
指
す
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、

西
洋
美
学
を
も
と
に
批
評
を
展
開
し
て
い
た
森
鴎
外
等
に
も
矛
先
の
及
び
う
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
後
現
れ
た
精
霊
が
「
底
知
ら
ず
の
湖
」
に
似
た
と
こ

ろ
と
し
て
「
古
池
」
を
持
ち
出
す
の
は
、
芭
蕉
の
こ
の
句
の
解
釈
多
様
性
を
指
し

て
い
る
。
こ
の
句
の
解
釈
多
様
性
が
こ
の
時
代
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

復
本
一
郎
氏
の
労
作５

）

に
詳
し
い
。
氏
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
注
解
を
列
挙
し
た
上

で
、
明
治
三
十
一
年
刊
の
三
巴
編
『
俳
諧
古
池
集
注
』
の
序
文
を
紹
介
し
、
こ
の

時
代
に
至
っ
て
も
、
こ
の
一
句
が
計
り
知
れ
な
い
深
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と

理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

次
に
精
霊
が
「
近
き
松
」
に
つ
い
て
は
、「
仔
細
が
あ
れ
バ
い
は
ず
」
と
言
っ

て
い
る
の
は
、
逍
遥
が
す
で
に
こ
の
時
点
で
近
松
門
左
衛
門
を
取
り
上
げ
た
『
梓

神
子
』（
明
治
二
四
年
六
月
）
の
構
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

最
後
に
精
霊
が
「
底
知
れ
ず
の
湖
」
に
似
た
と
こ
ろ
は
人
間
界
に
も
二
か
所
あ

る
と
言
っ
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
と
ゲ
ー
テ
と
の
名
を
上
げ
る
の
は
、
前
述
し
た
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よ
う
に
、『
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評

緒
言
』
で
「
近
ご
ろ
ダ
ウ
デ
ン
氏
の
論

文
を
見
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
と
ギ
ョ
オ
テ
と
を
大
洋
に
比
し
た
る
が
あ
り
。

趣
は
や
ゝ
異
な
れ
ど
も
、
同
じ
理
に
帰
着
す
べ
し
。」
と
あ
る
の
と
対
応
す
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
逍
遥
本
人
は
ダ
ウ
デ
ン
の
論
文
を
読
ん
だ
の
は
「
明
治
二

十
四
年
の
二
月
下
旬
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
ゲ
ー
テ
を
あ
げ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、『
底
知
ら
ず
の
湖
』
成
立
以
前
、
す
な
わ
ち
、
明
治

二
十
三
年
末
以
前
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、『
底
知
ら
ず
の
湖
』
の
中
の
比
喩
に
つ
い
て
検
証
し
て
き
た
。
次
々
と

湖
に
呑
み
こ
ま
れ
る
登
場
人
物
た
ち
は
、
特
定
の
個
人
を
指
す
と
み
ら
れ
る
も
の

が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
個
人
に
は
特
定
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度

の
範
囲
で
絞
っ
て
寓
意
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
戯
文
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
時
の
文
壇
に
対
し
て
は
、
か
な
り
積
極
的
、

か
つ
具
体
的
な
批
評
文
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
逍
遥
の
没
理
想
論
が
、

自
戒
的
で
あ
る
と
同
時
に
文
壇
に
対
す
る
積
極
的
な
批
評
で
あ
っ
た
こ
と
が
再
確

認
で
き
る
だ
ろ
う
。

〔
注
〕

１
）「
没
理
想
の
由
来
」（『
早
稲
田
文
学
』
明
治
二
五
年
四
月
）

２
）中
村
完
「『
底
知
ら
ず
の
湖
』
と
『
梓
神
子
』
｜
『
没
理
想
』
観
の
成
立
」（『
国

文
学
ノ
ー
ト
』
二
一
号
、
成
城
短
期
大
学
国
文
学
研
究
室
、
昭
和
五
九
年
三
月
）

３
）『
読
売
新
聞
』（
明
治
二
四
年
五
月
一
五
日
〜
六
月
一
七
日
）

４
）『
明
治
文
学
全
集

一
六

坪
内
逍
遥
集
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
四
年
二
月
）

解
説

５
）復
本
一
郎
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
四
月
）

付
記
）本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
江
蘇
省
社
会
科
学
基
金
、
外
国
文
学
、
一
般
項
目
、

共
同
研
究
、
研
究
代
表
者

蘇
州
大
学

文
東
「
坪
内
逍
遥
文
論
中
中
国
文
化

要
素
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

さ
か
い

た
け
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
七
年
十
一
月
十
四
日
受
理

四
二

坪
内
逍
遥
『
底
知
ら
ず
の
湖
』
と
没
理
想
論
（
坂
井

健
）


