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近
年
、
日
本
の
文
学
・
思
想
研
究
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
「
日
本
」
の
枠
組
み
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
東
ア

ジ
ア
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
漢
字
・
漢
文
文
化
圏
へ
開
い
て
捉
え
て
い
こ
う
と
い
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、

日
本
の
み
な
ら
ず
、
中
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
例
え
ば
「
海
外
中
国
学
」
と
い
っ
た
名
の
も
と
に
、
中
国
の
学
術
文
化

を
東
ア
ジ
ア
、
あ
る
い
は
世
界
的
な
視
野
か
ら
検
討
し
よ
う
と
い
う
研
究
活
動
が
さ
か
ん
に
推
進
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
二
〇
一
〇
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
北
京
に
て
行
わ
れ
た
「
多
元
視
野
下
的
中
国
文
学
思
想
」

国
際
学
術
研
討
会
（
北
京
師
範
大
学
文
芸
学
研
究
中
心
、
北
京
師
範
大
学
文
学
院
、
北
京
語
言
大
学
国
際
漢
学
研
究
所
、
早
稲
田
大
学
国
際
日
本
文

学
・
文
化
研
究
所
共
同
主
催
）
に
お
け
る
講
演
お
よ
び
研
究
発
表
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
中

国
教
育
部
人
文
社
会
科
学
重
点
研
究
基
地
で
あ
る
北
京
師
範
大
学
文
芸
学
研
究
中
心
が
主
体
と
な
っ
て
企
画
さ
れ
た
国
際
会

議
で
あ
る
が
、
長
年
に
わ
た
り
早
稲
田
大
学
と
学
術
交
流
の
あ
る
北
京
師
範
大
学
文
学
院
の
張
哲
俊
氏
か
ら
、
と
く
に
日
中

の
文
学
・
思
想
に
関
わ
る
分
科
会
を
設
け
た
い
と
い
う
要
請
を
受
け
、
早
稲
田
大
学
国
際
日
本
文
学
・
文
化
研
究
所
（
中
島
国

彦
所
長
）
が
主
催
者
に
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
所
は
、「
世
界
と
共
創
す
る
新
し
い
日
本
文
学
・
日
本
文
化
研
究
」
を

テ
ー
マ
に
早
稲
田
大
学
重
点
領
域
研
究
機
構
の
研
究
所
と
し
て
二
〇
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は

そ
の
ア
ジ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
の
一
環
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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分
科
会
を
組
織
編
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
え
て
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
特
定
せ
ず
、
通
時
的
か
つ
多
角
的
に
日
本
と
中

国
の
文
学
、
思
想
に
関
わ
る
諸
問
題
を
見
渡
す
こ
と
と
し
、
ま
た
、
日
本
や
中
国
以
外
の
研
究
者
に
も
と
く
に
参
加
を
願
い
、

「
世
界
的
な
視
野
か
ら
」
日
中
の
文
化
に
つ
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
結
果
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

の
ロ
ー
レ
ン
ス
・
マ
ル
ソ
ー
氏
や
韓
国
の
金
孝
淑
氏
ら
を
含
む
多
彩
な
顔
ぶ
れ
が
集
ま
り
、
発
表
内
容
も
多
岐
に
わ
た
り
、
充

実
し
た
分
科
会
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
書
は
、
計
十
四
名
に
よ
る
論
文
を
、
そ
の
対
象
と
す
る
内
容
の
お
お
よ
そ
の
時
代
順
に
並
べ
構
成
し
て
い
る
。
以
下
、
各

論
の
概
要
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

ま
ず
は
、
奈
良
時
代
の
文
筆
に
関
わ
る
論
文
で
あ
る
。
土
佐
朋
子
氏
の
「
陶
淵
明
と
藤
原
宇
合

―
隠
者
に
よ
る
隠
逸
詩
の

創
作

―
」
は
、
藤
原
宇
合
「
遊
吉
野
川
」
詩
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
、
宇
合
の
詩
が
中
国
知
識
人
の
精
神
や

文
学
的
主
題
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
で
も
と
く
に
陶
淵
明
の
隠
逸
思
想
と
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

土
佐
氏
は
、
陶
淵
明
と
宇
合
の
共
通
性
と
し
て
、
自
ら
を
あ
く
ま
で
現
実
世
界
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
隠
逸
を
志
す
隠
者
と

し
、
そ
の
志
を
実
践
で
き
る
場
を
見
出
し
た
充
足
感
を
同
じ
く
「
幽
居
」
と
い
う
語
句
に
よ
っ
て
表
出
し
て
い
る
点
に
注
目
す

る
。
そ
し
て
、
吉
野
を
異
界
と
は
捉
え
ず
、
現
実
世
界
に
お
い
て
隠
逸
の
理
想
を
実
践
で
き
る
場
で
あ
る
と
詠
う
宇
合
詩
に
は
、

『
懐
風
藻
』
所
載
の
他
の
吉
野
詩
と
は
一
線
を
画
す
境
地
が
現
れ
て
い
る
と
す
る
。

続
く
高
松
寿
夫
氏
の
「「
遷
都
平
城
詔
」
と
「
隋
高
祖
建
都
詔
」
と
の
類
似
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
誰
か

―
近
世
の

『
続
日
本
紀
』
研
究
一
斑

―
」
は
、『
続
日
本
紀
』
に
載
る
元
明
天
皇
の
「
遷
都
平
城
詔
」
の
う
ち
、
そ
の
約
七
割
に
も
及
ぶ

文
言
が
、
隋
の
高
祖
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
「
隋
高
祖
建
都
詔
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
初
め
て

指
摘
し
た
の
が
河
村
秀
根
・
益
根
父
子
の
『
続
紀
集
解
』
で
あ
り
、
そ
う
し
た
情
報
が
当
時
尾
張
藩
内
の
同
好
の
士
の
間
で
共
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有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
現
存
す
る
秀
根
手
沢
『
続
日
本
紀
』
版
本
や
益
根
自
筆
『
続
紀
集
解
』
稿
本
等
の
伝
本
調
査
か
ら
明

ら
か
に
す
る
。
ま
た
高
松
氏
が
注
目
す
る
、
秀
根
が
『
書
紀
集
解
』
の
編
述
と
同
時
に
『
隋
書
』
の
存
在
を
重
視
し
書
写
し
て

い
た
と
い
う
事
実
は
、
八
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
と
い
っ
た
「
史
書
」
編
纂
の
営
み
そ
の
も
の

が
、『
隋
書
』
と
い
か
ほ
ど
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
漢
籍
受
容
を
め
ぐ
る
さ
ら
に
大
き
な
問
題
へ
も
波
及
し

て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
思
想
及
び
宗
教
信
仰
の
面
か
ら
の
二
論
考
で
あ
る
。
鈴
木
英
之
氏
の
「
本
地
垂
迹
説
に
お
け
る
中
国
経
典
の
影
響

―
『
清
浄
法
行
経
』
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

―
」
は
、
本
地
垂
迹
説
と
類
似
の
論
理
を
有
す
る
中
国
六
朝
撰
述
の
偽
経
『
清

浄
法
行
経
』
を
取
り
あ
げ
、
中
国
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
そ
の
影
響
と
受
容
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『
清
浄
法
行
経
』
が

説
く
の
は
、
釈
迦
が
仏
教
を
広
め
る
素
地
を
作
る
た
め
に
先
ず
菩
薩
を
老
子
・
孔
子
・
顔
淵
と
し
て
派
遣
し
た
の
だ
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
三
聖
派
遣
説
で
あ
る
。
鈴
木
氏
は
、
中
国
、
日
本
の
各
典
籍
へ
の
『
清
浄
法
行
経
』
の
引
用
状
況
を
概
観
し
た
う
え

で
、
中
日
の
仏
教
書
で
は
専
ら
そ
れ
は
儒
仏
道
三
教
に
お
け
る
仏
教
の
優
位
を
説
く
際
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、

例
え
ば
『
耀
天
記
』
と
い
っ
た
神
道
書
で
は
日
本
に
神
々
が
垂
迹
し
た
理
論
的
根
拠
と
し
て
新
た
な
解
釈
を
付
与
し
つ
つ
『
清

浄
法
行
経
』
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。

吉
原
浩
人
氏
の
「
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
白
居
易

―
平
安
朝
文
人
貴
族
の
精
神
的
基
盤

―
」
は
、
研
討
会
の
基
調
講
演
と

し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
吉
原
氏
は
、
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
白
居
易
を
文
殊
菩
薩
や
文
曲
星
の
精
あ
る
い

は
神
と
し
て
祀
る
思
想
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
著
述
を
当
時
の
文
献
か
ら
網
羅
的
に
抽
出
整
理
す
る
と

と
も
に
、
白
居
易
を
祀
る
影
供
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
た
肖
像
や
、
尚
歯
会
に
際
し
て
掲
げ
ら
れ
た
障
子
絵
等
、
白
居
易
を
描
い

た
図
像
が
当
時
多
数
存
在
し
た
は
ず
だ
と
し
、
現
京
都
国
立
博
物
館
蔵
（
東
寺
旧
蔵
）
の
「
山
水
図
屛
風
」
が
そ
の
一
実
例
で
あ
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る
と
指
摘
す
る
。
吉
原
氏
は
ま
た
、
平
安
朝
文
人
貴
族
の
間
で
何
ゆ
え
そ
れ
ほ
ど
白
居
易
を
信
奉
す
る
現
象
が
起
こ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
、
仏
教
を
篤
く
信
仰
し
な
が
ら
も
詩
文
創
作
を
営
み
と
す
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
狂
言
綺
語
の
罪
を
讃
仏
乗
の
因
に
転

ず
る
と
い
う
白
居
易
の
言
辞
が
、
自
ら
を
正
当
化
で
き
る
精
神
的
基
盤
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
。

続
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
に
関
わ
る
二
本
の
論
考
で
あ
る
。
丁
莉
氏
の
「
唐
土
、
高
麗
と
大
和

―
『
源
氏
物
語
』
の
異

国
意
識
、
自
国
意
識
と
美
意
識

―
」
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
唐
土
、
高
麗
、
大
和
に
関
す
る
表
現
と
叙
述
に
注
目
し
、

「
唐
」
と
「
和
」
が
往
々
に
し
て
一
対
を
な
す
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
、「
唐
」
と
「
高
麗
」
と
が
代
表
的
な
二
つ
の
異
国
と
し

て
や
は
り
し
ば
し
ば
並
置
さ
れ
る
こ
と
、「
高
麗
人
（
渤
海
人
）」
は
「
漢
才
」
と
い
う
異
国
文
化
の
象
徴
と
し
て
物
語
内
に
機
能

し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、『
う
つ
ほ
物
語
』
と
の
比
較
を
交
え
つ
つ
分
析
し
て
い
く
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
異
国

と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
和
」
の
有
す
る
「「
な
つ
か
し
」
の
美
」
が
見
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
唐
・
高
麗
・
大
和
の
「
調
和
の
美
」

に
対
す
る
意
識
が
現
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
異
国
と
自
国
を
め
ぐ
り
さ
ま
ざ
ま
に
交
錯
す
る
物
語
の
眼
差
し
が
解
き
明
か
さ
れ
る
。

金
孝
淑
氏
の
「『
源
氏
物
語
』
の
「
ひ
と
の
み
か
ど
」
と
「
ひ
と
の
く
に
」

―
そ
の
使
い
分
け
を
中
心
に

―
」
は
、『
源

氏
物
語
』
が
異
国
の
事
柄
を
取
り
あ
げ
る
際
に
用
い
る
「
ひ
と
の
み
か
ど
」
と
「
ひ
と
の
く
に
」
と
い
う
二
つ
の
表
現
に
注
目

し
、
そ
れ
が
物
語
に
お
い
て
は
截
然
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
表
現
の
分
析
を
通
し
て

『
源
氏
物
語
』
が
異
国
の
先
例
を
引
用
す
る
際
の
態
度
や
方
法
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
呈
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ひ
と
の
く
に
」
は
、
日
本
国
内
の
こ
と
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
文
化
の
届
か
な
い

辺
境
に
対
す
る
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
、
一
方
の
「
ひ
と
の
み
か
ど
」
は
政
治
的
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
含
み
、
政
治
家
と
し
て
の
光
源
氏
の
権
威
に
関
わ
る
叙
述
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
が
、
物
語
本
文
の

丁
寧
な
読
み
か
ら
示
さ
れ
て
い
く
。
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河
野
貴
美
子
「
藤
原
敦
光
『
三
教
勘
注
抄
』
の
方
法

―
音
義
注
を
中
心
に

―
」
は
、
空
海
の
『
三
教
指
帰
』
に
対
す
る

平
安
末
期
の
藤
原
敦
光
の
注
釈
書
『
三
教
勘
注
抄
』
を
取
り
あ
げ
、
敦
光
が
注
釈
に
際
し
て
い
か
な
る
典
籍
を
利
用
し
、
ま
た

い
か
な
る
方
法
と
態
度
を
も
っ
て
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
を
学
び
継
承
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
漢
文
を
め

ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
平
安
期
の
学
問
と
著
述
の
一
具
体
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
敦
光
は
、
宋
本
『
玉
篇
』
や

『
広
韻
』
と
い
っ
た
新
来
の
字
書
、
韻
書
と
同
時
に
、『
文
選
集
注
』
や
『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』
と
い
っ
た
当
時
日
本
の
学
問
世

界
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
典
籍
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
と
く
に
「
賦
」
の
部
分
に
対
し
て
詳
細
な
音
義
注
が
施
さ
れ
る

こ
と
や
『
文
選
』
所
収
作
品
と
の
表
現
の
重
な
り
を
徹
底
的
に
列
挙
し
て
い
く
そ
の
注
釈
態
度
は
、
空
海
の
作
文
の
工
夫
や
特

質
を
的
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

続
い
て
は
、
軍
記
と
謡
曲
に
お
け
る
中
国
故
事
の
受
容
と
そ
の
自
国
化
、
日
本
化
を
論
じ
る
二
論
文
で
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
・

ワ
ト
ソ
ン
氏
の
「
中
世
日
本
文
学
に
お
け
る
『
史
記
』
享
受
の
実
際
に
関
す
る
一
考
察

―
軍
記
物
語
と
謡
曲
に
お
け
る
そ
の

変
容

―
」
は
、
物
語
の
本
筋
か
ら
離
れ
た
余
談
的
逸
話
と
し
て
引
用
さ
れ
る
中
国
故
事
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
逸
話
が
大
き

な
語
り
の
中
に
い
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
容
や
表
現
の
特
徴
を
考
察
す
る
も
の
。
具
体
的
に
は
、『
平
家
物

語
』
巻
十
「
千
手
前
」、『
太
平
記
』
巻
二
十
八
「
慧
源
禅
巷
南
方
合
体
事
付
漢
楚
合
戦
事
」、
謡
曲
「
項
羽
」、
番
外
謡
曲
「
横

山
」
お
よ
び
「
星
」
に
繰
り
返
し
現
れ
る
項
羽
と
虞
氏
の
故
事
が
、
原
典
で
あ
る
『
史
記
』
本
文
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
が

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
例
え
ば
軍
記
物
語
や
謡
曲
に
特
有
の
類
型
的
表
現
が
用
い
ら
れ
た
り
、
編
者
や
語
り
手
に
よ
る
感
情
的

な
表
現
が
付
さ
れ
た
り
、
読
み
手
や
聞
き
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
型
へ
と
「
自
国
化
」
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。

丁
曼
氏
の
「
謡
曲
「
班
女
」
に
お
け
る
「
扇
」
と
謡
曲
「
砧
」
に
お
け
る
「
砧
」」
は
、
中
国
の
詩
歌
や
物
語
に
端
を
発
す
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る
「
扇
」
や
「
砧
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
謡
曲
に
い
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
ま
た
、
元
の
中
国
の
イ
メ
ー
ジ
や
詞
章
か
ら
い
か
な

る
変
化
を
遂
げ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
も
の
。
ま
ず
「
班
女
」
の
「
扇
」
は
、「
怨
歌
行
」
以
来
中
国
の
詩
文
に
も
日
本
の
漢

詩
文
に
も
繰
り
返
し
題
材
と
し
て
現
れ
る
班
婕
妤
の
扇
の
イ
メ
ー
ジ
を
当
然
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
本
来
団
扇

で
あ
っ
た
扇
が
「
班
女
」
で
は
扇
子
に
改
変
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
実
際
の
演
出
へ
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
ま
た
「
砧
」
も
、
六
朝
の
擣
衣
詩
や
白
居
易
詩
を
介
し
て
日
本
の
文
学
世
界
へ
入
り
込
ん
で
き
た
「
異
国
情
緒
」

で
あ
る
が
、
謡
曲
「
砧
」
に
本
来
の
中
国
史
書
に
は
見
ら
れ
な
い
蘇
武
の
妻
へ
の
言
及
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
こ
れ
も
日
本
で

独
自
に
改
変
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
づ
く
ゆ
え
だ
と
さ
れ
る
。

次
は
、
近
世
の
文
化
や
文
学
に
関
わ
る
二
論
考
で
あ
る
。
張
哲
俊
氏
の
「
絵
双
六
起
源
の
論
争
と
中
国
の
彩
選
」
は
、
従
来
、

中
国
か
ら
伝
来
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
日
本
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
議
論
の
決
着
を
み
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
絵
双
六
の

起
源
に
つ
い
て
、
新
資
料
の
提
示
と
と
も
に
中
国
伝
来
説
を
打
ち
立
て
る
。
張
氏
は
、
日
本
の
絵
双
六
が
十
五
世
紀
中
頃
の
仏

法
双
六
に
始
ま
る
こ
と
、
そ
の
元
と
な
っ
た
の
は
唐
代
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
彩
選
か
ら
展
開
し
た
中
国
の
選
仏
図
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
選
仏
図
が
宋
代
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
宋
・
黄
裳
の
「
選
仏
図
序
」
や
南
宋
・
慈
照
宗
主
の
「
選

仏
図
序
」
等
の
諸
資
料
に
よ
っ
て
確
実
に
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
う
え
で
、
当
時
の
僧
侶
の
交
流
を
通
じ

て
中
国
の
選
仏
図
が
日
本
へ
伝
播
し
た
の
だ
と
す
る
。

続
く
ロ
ー
レ
ン
ス
・
マ
ル
ソ
ー
氏
の
「
夢
の
中
へ

―
秋
成
作
品
と
『
列
子
』
―
」
は
、
上
田
秋
成
と
『
列
子
』
の
関
係

に
注
目
し
、
と
く
に
秋
成
が
夢
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
『
列
子
』
を
意
識
し
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
自
伝
的
作
品
で
あ

る
「
よ
も
つ
文
」
を
考
察
対
象
と
し
て
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
「
よ
も
つ
文
」
冒
頭
で
秋
成
が
述
べ
る
夢
の
「
六
つ
の
け
ぢ
め
」

に
つ
い
て
は
、
従
来
指
摘
の
あ
る
『
周
礼
』
春
官
・
占
夢
の
ほ
か
に
『
列
子
』
に
も
記
載
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
夢
を
見
る
の
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は
愚
か
さ
や
心
の
迷
い
が
あ
る
ゆ
え
だ
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
も
『
列
子
』
の
内
容
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

秋
成
は
ま
た
「
よ
も
つ
文
」
に
お
い
て
『
列
子
』
か
ら
「
狂
蕩
」
と
「
智
謀
」
に
関
す
る
記
述
を
引
用
し
て
、
そ
こ
か
ら
逃
れ

ら
れ
な
い
自
ら
の
生
き
方
を
吐
露
す
る
。
マ
ル
ソ
ー
氏
は
、
秋
成
の
著
述
に
込
め
ら
れ
た
こ
う
し
た
鋭
い
内
省
が
『
列
子
』
か

ら
の
様
々
な
影
響
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
提
示
す
る
。

次
は
、
近
代
を
対
象
と
す
る
二
論
考
で
あ
る
。
緑
川
真
知
子
氏
の
「
英
国
詩
人
ブ
レ
イ
ク
を
「
タ
オ
イ
ス
ト
」
と
呼
ん
だ

ウ
ェ
イ
リ
ー
」
は
、『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
者
と
し
て
著
名
な
ア
ー
サ
ー･

ウ
ェ
イ
リ
ー
に
よ
る‘ B

lake the Taoist’

と
い
う

エ
ッ
セ
イ
を
取
り
あ
げ
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
何
ゆ
え
イ
ギ
リ
ス
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
ブ
レ
イ
ク
を
タ
オ
イ
ス
ト
に

比
し
た
の
か
を
読
み
解
く
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、
二
律
背
反
か
ら
の
脱
却
、
知
へ
の
懐
疑
、
あ
る
い
は
社
会
・
国
家
を
統
治
し
束

縛
す
る
も
の
（
キ
リ
ス
ト
教
）
へ
の
批
判
と
い
っ
た
面
に
お
い
て
ブ
レ
イ
ク
と
道
家
思
想
の
類
似
を
見
出
し
て
い
る
。
緑
川
氏
は
、

ウ
ェ
イ
リ
ー
が
そ
の
際
に
根
拠
と
し
た
と
思
わ
れ
る
『
老
子
』『
荘
子
』
の
記
述
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
ウ
ェ
ー
リ
ー
が
ブ

レ
イ
ク
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
ラ
テ
ン
語
訳
『
道
徳
経
』
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の

布
教
に
関
わ
る
極
め
て
興
味
深
い
背
景
の
も
と
に
訳
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
言
及
す
る
。

劉
萍
氏
の
「
下
村
湖
人
と
『
論
語
物
語
』

―
『
論
語
』
を
巡
る
日
本
の
近
代
文
学
創
作

―
」
は
、
下
村
湖
人
の
『
論
語

物
語
』
が
、
詩
と
道
徳
の
調
和
を
理
想
に
掲
げ
る
湖
人
の
文
芸
観
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
孔
子
の
思
想
と
理
念
に
対
し
て

真
摯
に
向
き
合
っ
た
湖
人
が
、
そ
れ
を
歴
史
か
ら
離
し
、
時
代
を
超
え
て
現
実
の
世
界
に
通
ず
る
も
の
と
し
て
斬
新
な
解
釈
と

と
も
に
構
想
創
作
し
た
精
巧
な
作
品
た
り
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
下
村
湖
人
が
描
く
孔
子
は
、
平
凡
で
あ
る
と
同
時
に
か

つ
非
凡
な
求
道
者
で
あ
り
、
謙
虚
で
礼
儀
正
し
く
懸
命
に
学
問
に
励
む
実
践
家
で
あ
り
、
徳
を
も
っ
て
愛
を
施
す
教
育
家
で
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
孔
子
像
を
自
身
の
作
品
の
中
に
描
き
き
る
こ
と
こ
そ
が
す
な
わ
ち
、
現
代
を
生
き
る
文
学
者
で
あ
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り
教
育
家
で
あ
っ
た
湖
人
に
と
っ
て
自
ら
の
理
想
を
示
す
た
め
の
意
義
あ
る
実
践
で
あ
っ
た
の
だ
と
説
く
。

最
後
に
、
雋
雪
艶
氏
の
「
和
歌
・
俳
句
と
い
う
文
化
の
越
境

―
「
民
族
化
」・「
自
由
化
」・「
新
定
型
化
」
の
翻
訳
方
略
を

め
ぐ
っ
て

―
」
は
、
和
歌
と
俳
句
が
中
国
語
訳
さ
れ
る
際
の
文
体
と
翻
訳
方
略
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
民
族
化
（
伝
統
的
定
型

詩
）」「
自
由
化
（
自
由
体
の
現
代
詩
）」「
新
定
型
化
（
和
歌
や
俳
句
の
リ
ズ
ム
に
近
い
新
定
型
詩
）」
の
三
種
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実

例
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
問
題
点
を
分
析
し
、
理
想
的
な
翻
訳
方
法
を
検
討
し
て
い
く
。
雋
氏
は
、
序
詞
な
ど
の
和
歌
独
自

の
表
現
も
翻
訳
に
取
り
込
む
努
力
を
払
う
べ
き
こ
と
、
ま
た
、
俳
句
の
翻
訳
は
訳
文
を
三
行
に
並
べ
る
の
が
よ
い
と
提
案
す
る
。

そ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
た
と
え
中
国
の
読
者
に
馴
染
み
の
な
い
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
翻
訳
を
契
機
と
し
て
日
本
文

学
が
有
す
る
特
徴
や
美
観
が
越
境
し
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
は
中
国
に
お
け
る
文
学
鑑
賞
の
基
準
そ
の
も
の
が
、

よ
り
豊
か
な
も
の
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
、
中
日
文
学
の
翻
訳
の
問
題
は
、
文

化
的
に
も
、
さ
ら
に
は
社
会
・
政
治
的
に
も
開
か
れ
た
思
考
に
よ
っ
て
継
続
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
提
言
も
な
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
各
論
考
の
対
象
と
す
る
時
代
は
上
代
か
ら
近
現
代
に
ま
で
お
よ
び
、
取
り
あ
げ
ら
れ
る
作
品
や
テ
ー
マ
も

実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
論
考
に
一
貫
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
の
文
学
や
思
想
が
い
か
に
広
ま
り
、

い
か
に
享
受
さ
れ
、
継
承
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
文
学
・
思
想
が
派
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
、
中

国
文
化
の
伝
播
と
再
創
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
と
問
題
意
識
で
あ
る
。

日
本
の
文
学
・
思
想
は
、
つ
ね
に
中
国
か
ら
の
刺
激
を
浴
び
つ
つ
、
そ
れ
を
受
容
し
、
と
き
に
は
拒
否
し
、
と
き
に
は
改
変

を
加
え
な
が
ら
消
化
吸
収
し
て
き
た
。
中
国
由
来
の
要
素
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
日
本
文
化
の
血
肉
と
な
り
、
そ

の
内
部
に
複
雑
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
漢
字
・
漢
文
文
化
圏
に
お
い
て
形
成
さ
れ
経
験
さ
れ
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て
き
た
特
異
な
文
化
現
象
、
文
化
遺
産
の
意
義
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
文
学
・
思
想
に
お
け
る
中
国
文
化
の
伝
播
と
再
創
の
様
相
を
見
つ
め
直
す
こ
と
は
、
日
本
文
化
の
本
質
を
い
っ
そ
う
解

明
す
る
た
め
に
も
缼
く
べ
か
ら
ざ
る
作
業
だ
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
日
本
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
中
国
の
文
学
・
思
想
を
見
た
場
合
、
そ
こ
に
か
え
っ
て
、
中
国
に
お
い
て
は
見

過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
中
国
文
化
の
特
質
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
一
つ
一
つ

の
研
究
の
蓄
積
を
も
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
学
術
文
化
史
を
改
め
て
総
括
し
、
再
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
価
値

は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
所
収
の
論
考
か
ら
の
問
題
提
起
と
し
て
、
緑
川
真
知
子
氏
の
論
文
が
扱
っ
た
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
の
接
触
と
融
合

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
。
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
漢
字
・
漢
文
文
化
と
の
接
触
を
大
き
な

機
と
し
て
、
各
地
域
の
言
語
文
化
の
変
化
発
展
が
遂
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
近
代
以
降
現
在
へ
至
る
東
洋
文
化
と
西
洋
文

化
と
の
接
触
、
衝
突
は
、
こ
れ
も
ま
た
新
た
な
文
化
を
再
創
し
て
い
く
推
進
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
西
洋
と
の

出
会
い
は
、
我
々
自
身
が
東
ア
ジ
ア
文
化
を
相
対
化
し
、
ま
た
、
そ
の
本
質
的
意
味
を
改
め
て
自
覚
的
に
捉
え
直
し
て
い
く
絶

好
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
我
々
は
現
在
ど
の
よ
う
な
文
化
環
境
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
を
い
か
に

伝
え
継
承
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
過
去
の
伝
統
と
と
も
に
未
来
を
も
展
望
し
、
東
ア
ジ
ア
研
究
を
さ
ら
に
世
界
へ
と
開
い
て

い
く
時
機
に
今
ま
さ
に
身
を
置
い
て
い
る
の
だ
と
感
じ
る
。

ま
た
、
雋
雪
艶
氏
の
論
文
が
取
り
あ
げ
る
翻
訳
の
問
題
に
も
一
言
触
れ
た
い
。
雋
氏
は
、
和
歌
や
俳
句
が
中
国
語
に
翻
訳
さ

れ
て
い
く
過
程
で
、
そ
れ
が
刺
激
と
な
っ
て
現
代
中
国
の
自
由
詩
に
影
響
を
与
え
る
結
果
を
生
ん
だ
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

中
国
か
ら
日
本
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
と
は
逆
に
、
翻
訳
と
い
う
「
文
化
」
が
発
生
さ
せ
た
日
本
か
ら
中
国
へ
の
影
響
で
あ
る
。
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現
在
も
日
々
、
日
本
や
東
ア
ジ
ア
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
述
や
作
品
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
出
版
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
翻
訳
と
い
う
営
み
は
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
著
作
を
他
言
語
地
域
に
伝
播
さ
せ
、
そ
こ
に
新
た
な
文
化
を
再
創
す

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
翻
訳
を
通
し
て
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
言
語
文
化
の
新
た
な
側
面
が
再
発
見
さ
れ
る
可
能
性
に
も
注
意
を

払
う
べ
き
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

さ
て
、
右
に
述
べ
て
き
た
ご
と
き
、
東
ア
ジ
ア
に
開
か
れ
た
研
究
、
あ
る
い
は
世
界
的
視
野
か
ら
の
研
究
が
展
開
し
つ
つ
あ

る
と
い
う
現
在
の
趨
勢
は
、
各
国
の
研
究
者
が
相
互
に
往
来
し
、
共
同
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
る
環
境
が
整
備
さ
れ
て
き
た
こ

と
と
も
大
い
に
関
係
が
あ
ろ
う
。
今
回
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
あ
た
っ
て
橋
渡
し
を
務
め
て
下
さ
っ
た
張
哲
俊
氏
と

早
稲
田
大
学
と
の
交
流
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
張
氏
自
身
の
あ
と
が
き
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
端
緒
は
、
早
稲
田
大
学

名
誉
教
授
の
故
田
中
隆
昭
先
生
と
、
北
京
大
学
教
授
厳
紹
璗
先
生
が
、
た
い
へ
ん
親
密
か
つ
友
好
的
な
学
術
交
流
の
基
を
築
か

れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
厳
紹
璗
先
生
は
張
哲
俊
氏
の
指
導
教
授
で
あ
り
、
田
中
隆
昭
先
生
は
筆
者
の
恩
師
で
あ
る
。
我
々
い
わ

ば
第
二
世
代
が
、
い
ま
こ
う
し
て
共
同
の
学
術
活
動
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
ひ
と
え
に
両
先
生
が
道
を
切
り

開
い
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
期
間
中
、
我
々
の
分
科
会
に
は
、
張
哲
俊
氏
が
指
導
さ
れ
て
い
る
北
京
師
範
大
学
文
学
院
比
較
文
学

与
世
界
文
学
研
究
所
の
大
学
院
生
十
数
名
が
た
い
へ
ん
熱
心
に
参
加
し
て
く
れ
た
。
す
べ
て
の
研
究
発
表
が
終
了
し
た
後
、
彼

ら
一
人
ひ
と
り
に
分
科
会
を
通
し
て
の
感
想
を
述
べ
て
も
ら
っ
た
が
、
み
な
、
発
表
者
の
研
究
内
容
の
み
な
ら
ず
、
研
究
の
方

法
、
研
究
の
姿
勢
ま
で
を
も
鋭
く
観
察
し
て
い
て
、
海
外
の
研
究
動
向
を
直
接
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
い
機
会
で
あ
っ

た
と
話
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
ら
の
言
葉
を
聞
い
た
発
表
者
の
方
も
ま
た
、
外
国
の
研
究
者
と
一
堂
に
会
し
て
直
接

議
論
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
の
意
義
を
改
め
て
深
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
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最
後
に
な
っ
た
が
、
本
書
の
刊
行
を
ご
快
諾
下
さ
っ
た
勉
誠
出
版
代
表
取
締
役
池
嶋
洋
次
氏
の
お
力
添
え
と
激
励
に
対
し
、

心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
編
集
の
実
務
を
担
当
さ
れ
た
𠮷
田
祐
輔
氏
に
は
、
た
い
へ
ん
な
ご
面
倒
と
ご
苦
労
を

お
か
け
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
始
献
身
的
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
、
本
書
の
刊
行
に
は
、
早
稲
田
大
学
重
点
領
域
研
究
機
構
の
出
版
補
助
費
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。
関
係
各
位
に
深
謝
申

し
上
げ
る
。

　
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
日

河
野
貴
美
子
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