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―
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「
意
識
」
が
迷
い
込
む
世
界
―
―

増

満

圭

子

要

旨

夏
目
漱
石
の
『
漾
虚
集
』
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
「
夢
」
や
「
暗
部
」
と
い
う
解
釈
で
な
く
、
当
時
漱
石
が
か
な
り
拘
泥
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
意
識
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
解
明
を
試
み
た
。
既
に
『
文
学
論
』
の
中
に
も
伺
え
る
Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
影
響
を
、『
宗
教

的
経
験
の
諸
相
』
手
沢
本
調
査
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
時
期
の
漱
石
が
、
何
を
ジ
ェ
ー
ム
ズ
か
ら
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
ど
う
作
品
に
反
映
さ
せ
て
い

た
か
を
分
析
し
、
そ
の
新
た
な
る
意
味
を
考
察
し
た
。

は
じ
め
に

明
治
三
十
九
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
漱
石
の
『
漾
虚
集
』
は
、
早
々
に
小
宮
豊

隆
（
１
）
が
、「
内
に
『
夢
』
と
『
詩
』
と
を
抱
い
て
生
き
て
ゐ
た
」
漱
石
の
「
ロ
マ
ン

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
世
界
」
と
論
じ
て
か
ら
、
そ
れ
を
甘
美
な
世
界
の
表
出
と
見
る
読

み
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
２
）

。
し
か
し
後
に
江
藤
淳
（
３
）

に
よ
る
あ
の
「
深

淵
説
」
が
提
出
さ
れ
て
以
来
、
評
価
は
次
第
に
一
元
的
で
な
く
、「
夢
」
か
「
暗

部
」
か
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例

え
ば
瀬
沼
茂
樹
（
４
）

の
、「
い
ら
だ
つ
自
己
の
存
在
の
底
に
あ
る
謎
の
部
分
に
暗
い
眼

を
静
か
に
そ
ゝ
ぎ
、
美
し
く
粧
う
場
所
」
と
い
う
捉
え
方
や
、
三
好
行
雄
（
５
）
の
「
猥

雑
な
日
常
で
夢
想
さ
れ
た
夢
」
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
又
内
田
道
雄
（
６
）
は
、『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』（
以
下
、『
猫
』
と
す
る
）
第
一
章
を
書
き
上
げ
た
頃
の
書
簡
に
、

「
少
々
鼻
に
つ
い
て
厭
気
に
な
つ
て
居
る
」「
読
ん
で
も
ち
つ
と
も
面
白
く
な

い
」
と
あ
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、「（『
猫
』
の
）
出
来
上
が
り
に
不
満
な
漱
石

が
、
よ
り
自
己
の
本
領
た
る
も
の
と
し
て
書
こ
う
と
し
た
」
の
が
こ
の
『
漾
虚

集
』
で
あ
る
と
解
く
。

確
か
に
ど
れ
も
卓
見
で
は
あ
る
が
、
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
先
行
論
の
評
価
と

は
少
々
異
な
っ
た
視
点
か
ら
私
は
こ
の
『
漾
虚
集
』
の
解
明
を
試
み
た
い
。
す
な

わ
ち
こ
こ
に
描
か
れ
た
世
界
が
、
漱
石
の
「
夢
」
や
「
暗
部
」
な
ど
で
な
く
、
又

前
作
『
猫
』
へ
の
「
不
満
」
か
ら
創
作
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
、
お
そ
ら
く
、
当
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時
漱
石
が
か
な
り
拘
泥
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
意
識
」
と
い
う
問
題
に
、
大
き

く
関
わ
り
を
持
っ
た
世
界
と
し
て
考
え
る
。
以
下
そ
の
前
提
に
従
っ
て
こ
れ
ら
の

作
品
に
込
め
ら
れ
た
新
た
な
る
意
味
を
考
察
す
る
。

遥
か
な
る
空
間
へ

こ
の
時
期
漱
石
を
捉
え
て
い
た
「
意
識
」
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、『
文
学

論
』
を
手
が
か
り
に
ま
ず
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。（『
文
学
論
』
そ
の
も
の

に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
ひ
と
ま
ず
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
）
た
だ
そ
の
『
文
学

論
』
冒
頭
で
「
波
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
図
式
化
ま
で
さ
れ
て
い
る
「
意
識
」
な

る
も
の
が
、
あ
く
ま
で
も
「
Ｆ
」
と
い
う
焦
点
的
認
識
で
規
定
さ
れ
た
、
接
触
す

る
対
象
を
認
知
す
る
「
機
能
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
但
し
「
意
識
」
に
対
す
る
漱
石
の
見
解
は
こ
の
後
徐
々
に

変
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
）。
従
っ
て
『
文
学
論
』
の
主
眼
で
あ
る
「
文
学
的

内
容
の
形
式
」
の
説
明
も
、
そ
の
「
Ｆ
」
な
る
も
の
（
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
情

緒
「
ｆ
」）
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
当
時
漱
石
の
意
識
認
識
に

基
づ
い
て
、
改
め
て
こ
の
『
漾
虚
集
』
を
見
て
み
る
と
、
作
中
に
描
か
れ
た
い
か

に
も
不
可
思
議
な
る
空
間
が
、
当
時
そ
の
よ
う
に
漱
石
が
捉
え
て
い
た
「
意
識
」

と
い
う
認
知
ベ
ク
ト
ル
の
、
進
み
込
ん
で
い
っ
た
世
界
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
更

に
は
そ
の
異
空
間
に
作
者
漱
石
の
、
煩
雑
な
る
日
常
か
ら
の
解
放
願
望
を
漂
わ

せ
、
改
め
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
の
現
実
の
「
生
」
の
姿
を
も
、
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

例
え
ば
、『
倫
敦
塔
』
に
お
い
て
、「
悲
惨
の
歴
史
」
を
も
つ
と
い
う
、
暗
い
そ

の
塔
を
上
る
途
中
、
壁
に
残
さ
れ
た
幾
つ
も
の
筆
跡
か
ら
「
余
」
が
し
き
り
に
当

時
を
想
像
す
る
場
面
が
あ
る
。
彼
は
「
斯
ん
な
も
の
を
書
く
人
の
心
の
中
は
ど
の

様
で
あ
つ
た
ら
う
」
と
考
え
て
、
更
に
「
又
想
像
」
を
繰
り
返
し
、
や
が
て
「
忍

ば
る
る
限
り
堪
え
ら
る
る
限
り
は
こ
の
苦
痛
と
戦
つ
た
」
人
々
、「
居
て
も
起
つ

て
も
た
ま
ら
な
く
為
つ
た
時
、
始
め
て
釘
の
折
や
鋭
ど
き
爪
を
利
用
し
て
無
事
の

内
に
仕
事
を
求
め
、
太
平
の
裏
に
不
平
を
洩
し
、
平
地
の
上
に
波
瀾
を
画
い
た
」

人
々
の
苦
悩
の
状
況
を
次
々
と
そ
の
脳
裏
に
浮
か
べ
て
い
く
。
又
続
け
て
「
此
獄

に
繋
が
れ
た
る
人
も
亦
此
大
道
に
従
つ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
」「
同
時
に

彼
等
は
死
ぬ
べ
き
運
命
を
眼
前
に
控
え
て
居
つ
た
」
人
々
へ
の
「
想
像
」
を
巡
ら

し
て
、
そ
こ
か
ら
当
時
「
爪
を
磨
い
だ
」
獄
中
の
人
々
が
、「
尖
れ
る
爪
の
先
を

以
て
堅
き
壁
の
上
に
一
と
書
」
き
、「
剥
が
れ
た
る
爪
の
癒
ゆ
る
を
待
つ
て
再
び

二
と
書
」
く
様
子
を
も
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
思
考

活
動
は
一
体
何
を
意
味
す
る
か
。

主
人
公
で
あ
る
「
余
」
は
、「
倫
敦
塔
」
と
い
う
眼
前
の
、
現
実
風
景
か
ら
の

刺
激
に
よ
り
、
こ
う
し
て
盛
ん
に
思
考
す
る
こ
と
で
、
更
に
具
体
的
な
る
当
時
の

状
況
を
そ
の
脳
裏
に
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
そ
う
す
る
う
ち
に
彼
の

認
知
機
能
で
あ
る
「
意
識
」
が
、
次
第
に
現
実
世
界
を
超
越
し
、
当
時
の
状
況
そ

の
ま
ま
の
、
い
わ
ゆ
る
異
空
間
に
ふ
わ
ふ
わ
と
潜
入
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
な
錯

覚
に
陥
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
思
考
の
先
に
表
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
先
の
先
行
論
に
見
た
よ
う

な
、
単
な
る
「
夢
」
の
世
界
で
も
「
無
意
識
」
の
空
間
な
ど
で
も
な
く
、
む
し
ろ

前
作
『
猫
』
で
迷
亭
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
、
あ
の
「
首
懸
の
松
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
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に
代
表
さ
れ
る
神
秘
世
界
な
の
で
あ
る
。『
猫
』
に
お
い
て
、
迷
亭
は
、「
ゼ
ー
ム

ス
な
ど
に
言
は
せ
る
と
副
意
識
下
の
幽
冥
界
と
僕
が
存
在
し
て
居
る
現
実
界
が
一

種
の
因
果
法
に
よ
つ
て
互
に
感
応
し
た
ん
だ
ら
う
」
と
判
断
し
、
現
実
界
の
渦
中

に
も
ま
る
で
ぽ
っ
か
り
と
そ
こ
だ
け
時
間
が
切
り
取
ら
れ
た
よ
う
な
空
間
の
存
在

を
我
々
の
前
に
示
し
た
が
、「
余
」
が
倫
敦
塔
で
見
た
こ
う
し
た
遙
か
な
る
人
々

に
対
す
る
想
像
も
、
そ
の
『
猫
』
に
表
れ
た
「
幽
冥
界
」
と
同
様
に
、
過
去
の
時

間
と
現
実
の
世
界
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
出
現
し
た
、
全
く
異
次
元
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
現
実
界
に
確
か
に
存
在
す
る
意
識
が
、
そ
の
「
見
え
る
」
現
実
を
超

越
し
、
そ
こ
に
ま
る
で
二
重
写
し
の
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
、
現
在
と
は
異
な
っ

た
世
界
に
漂
う
様
相
が
こ
こ
に
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
『
漾
虚
集
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
も
、

同
様
の
意
識
の
様
相
が
存
在
す
る
。
博
物
館
を
訪
れ
て
「
天
に
近
き
」
四
階
の
書

斎
に
上
っ
て
い
っ
た
と
き
、「
余
」
は
そ
の
具
体
的
風
景
か
ら
、
カ
ー
ラ
イ
ル
が

「
電
光
的
の
人
」
で
あ
り
、「
癇
癖
」
の
激
し
い
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
は
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
彼
は
そ
の
時
に
、
カ
ー
ラ
イ
ル
が
い
た
と

同
じ
当
時
の
世
界
に
徐
々
に
入
り
込
ん
で
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
カ
ー
ラ
イ

ル
が
「
下
層
に
居
る
と
き
は
考
だ
に
及
ば
な
か
つ
た
寺
の
鐘
、
汽
車
の
笛
、
偖
は

何
と
も
知
れ
ず
遠
き
よ
り
来
る
下
界
の
声
」
に
感
じ
た
と
同
じ
苦
痛
を
こ
の
時

「
余
」
も
又
感
じ
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
ど
う
で
す
下
り
ま
せ
う
か
と
促

す
」「
婆
さ
ん
」
に
、
そ
ん
な
「
瞑
想
」
を
突
然
中
断
さ
れ
る
ま
で
、「
余
」
は

カ
ー
ラ
イ
ル
と
と
も
に
、
そ
の
意
識
を
確
か
に
十
九
世
紀
に
漂
わ
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。

『
猫
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
あ
の
「
幽
冥
界
」
な
る
も
の
は
、
決
し
て
介
入
不

可
能
な
全
く
未
知
の
場
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
本
気
で
信
用
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ぬ

よ
う
な
、
道
化
的
世
界
で
は
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
未
知
へ
と
繋
が
っ
て
い

る
は
ず
の
「
扉
」
は
、
常
に
厳
然
と
存
在
す
る
現
実
世
界
に
阻
ま
れ
て
、
容
易
に

開
か
れ
は
し
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
『
漾
虚
集
』
で
は
、『
猫
』
で
あ
れ
ほ

ど
確
か
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
そ
の
現
実
さ
え
、
も
は
や
不
安
定
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
現
在
時
と
の
境
さ
え
も
不
鮮
明
と
な
り
、
意
識
は
そ
の
未
知
な
る

空
間
に
い
つ
の
間
に
か
在
る
の
で
あ
る
。
意
識
の
認
知
機
能
な
る
も
の
が
、
こ
う

し
て
現
実
を
超
越
し
、
遙
か
な
る
世
界
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

閉
じ
た
世
界
の
中
で

更
に
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
短
篇
の

内
、「
幻
影
の
盾
」
と
「
薤
露
行
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ア
ー
サ
ー
王
伝
説

の
、
英
国
中
世
騎
士
の
世
界
に
因
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
完
結
し
て
し
ま
っ
た

遠
い
過
去
」
の
「
叙
事
詩
の
世
界
」、「
未
来
へ
抜
け
出
す
道
を
全
く
閉
ざ
さ
れ
た

世
界
」
と
見
る
江
藤
淳
の
評
価
が
あ
る
と
お
り
、
歴
史
の
中
に
あ
る
、
閉
ざ
さ
れ

た
空
間
が
描
出
さ
れ
て
い
る
作
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
閉
じ
た
世
界
の
中
に
こ

そ
、
先
の
『
倫
敦
塔
』
に
見
た
よ
う
な
、
意
識
の
潜
入
を
認
め
得
る
。『
倫
敦

塔
』
や
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
で
は
、
ま
ず
始
め
に
「
余
」
の
現
在
時
が
示
さ

れ
て
、
そ
こ
か
ら
次
第
に
、
そ
の
「
余
」
と
と
も
に
読
者
で
あ
る
我
々
を
も
現
在

時
と
は
異
質
の
世
界
へ
潜
入
さ
せ
て
い
く
方
法
が
取
ら
れ
た
が
、
こ
の
『
幻
影
の

盾
』
や
『
薤
露
行
』
に
於
て
は
、
既
に
場
面
設
定
が
、
始
め
か
ら
全
て
の
読
者

三
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（
作
者
自
身
を
も
含
ん
だ
）
を
異
空
間
に
置
い
て
い
る
。

『
幻
影
の
盾
』
の
冒
頭
の
、「
目
に
見
え
ぬ
怪
力
を
か
り
、
縹
緲
た
る
背
景
の

前
に
写
し
出
さ
う
と
考
へ
て
」
と
い
う
文
に
よ
り
、「
意
識
」
の
認
知
す
べ
き
対

象
が
、
現
実
世
界
の
全
て
を
疎
外
し
て
、
遥
か
な
る
歴
史
の
ベ
ー
ル
に
閉
じ
た
中

に
あ
る
こ
と
を
ま
ず
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
冒
頭
文
の
効
果
と
、
加

え
て
多
少
な
り
と
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
読
者
側
の
歴
史
的
文
学
的
知
識
に
よ

り
、
既
に
読
む
以
前
か
ら
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
が
過
去
の
物
語
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
読
者
に
認
識
さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
過
去
」
の
「
幻
影
」
な

る
世
界
空
間
に
、
本
文
に
入
る
前
の
時
点
か
ら
こ
う
し
て
作
者
を
含
め
た
我
々
を

位
置
さ
せ
る
こ
と
を
果
た
し
て
い
る
。

『
文
学
論
』
に
意
識
の
何
た
る
か
を
説
い
た
漱
石
が
、
漠
然
と
で
は
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
意
識
の
認
知
す
る
対
象
を
現
実
世
界
ば
か
り
に
固
定
す
る
の
で
な
く
、

そ
の
現
実
世
界
を
超
越
し
た
遙
か
な
る
異
空
間
に
ま
で
求
め
て
い
る
。『
文
学

論
』
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、「
意
識
の
波
」
は
、
い
つ
も
対
象
に
向
か
い
行
き
、

そ
の
対
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
対
象
が
、
こ
の
『
漾

虚
集
』
で
は
、
絶
対
と
見
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
現
在
を
越
え
た
空
間
（
幽
冥
界
）

の
中
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
在
と
い
う
時
空
が
極
め
て
曖
昧
な
揺
れ

と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
揺
れ
は
一
体
何
を
示
す
の
か
。
そ
れ
は

恐
ら
く
、（
先
に
『
猫
』
の
引
用
に
も
は
っ
き
り
と
「
ゼ
ー
ム
ス
の
理
論
」
と
言

及
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
）
当
時
の
漱
石
を
捉
え
て
い
た
ら
し
い
Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ

に
、
深
く
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
神
秘

当
時
漱
石
は
盛
ん
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
を
読
ん
で
い
て
、
そ
の
理
論
に
か
な
り
感
銘

を
受
け
て
い
た
ら
し
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
漱
石
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
既
に
多

く
の
諸
氏
に
よ
る
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
特
に
『
坑
夫
』
に

見
ら
れ
る
描
出
法
と
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
『
心
理
学
原
理
』
に
お
い
て
主
張
す
る

「
意
識
の
流
れ
」
と
の
関
連
や
、『
彼
岸
過
迄
』
執
筆
に
纏
わ
る
臨
死
体
験
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
多
元
的
宇
宙
』
と
の
関
わ
り
に
重
き
を
お
い
た
見

方
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
、
初
期
漱
石
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
来
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
先
に
も
指
摘
し
た
通
り
、

『
文
学
論
』
や
『
猫
』
な
ど
も
併
せ
て
検
討
し
て
み
る
と
、『
坑
夫
』
以
前
の
段

階
で
も
、
漱
石
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
対
す
る
視
線
が
既
に
伺
え
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
特
に
こ
の
初
期
の
段
階
に
限
っ
て
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
著
作
で
も
、

『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』（
以
下
『
諸
相
』）
へ
関
心
が
多
大
に
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。筆

者
自
ら
の
手
で
行
っ
た
手
沢
本
の
調
査
に
よ
れ
ば
、『
諸
相
』
に
は
全
編
に

渡
っ
て
か
な
り
の
書
き
込
み
や
傍
線
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
総
合

し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
漱
石
が
特
に
「
通
常
意
識
」
の
背
後
に
あ
る
「
よ
り
広

大
な
る
意
識
」
の
存
在
に
か
な
り
の
関
心
を
示
し
て
い
た
ら
し
い
傾
向
が
具
体
的

に
発
見
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
幻
影
の
盾
」
や
「
薤
露
行
」
に
描
か
れ
て

い
る
、
過
去
の
閉
じ
た
世
界
に
対
す
る
作
者
漱
石
の
意
図
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
考

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
。

四
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例
え
ば
「
人
間
性
に
関
す
る
研
究
材
料
が
、
今
や
我
々
の
前
に
広
が
っ
て
い

る
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
第
二
十
講
「
結
論
」
の
冒
頭
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ

は
、
人
間
意
識
の
在
り
方
を
次
の
よ
う
に
纏
め
て
い
る
。

一
、
見
ゆ
る
世
界
は
、
も
っ
と
霊
的
な
宇
宙
の
一
部
分
で
あ
り
、
見
ゆ
る
世
界

は
、
そ
の
主
要
な
る
意
義
を
、
こ
の
霊
的
宇
宙
か
ら
引
い
て
い
る
。

二
、
彼
の
も
っ
と
高
い
宇
宙
と
融
合
し
、
調
和
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
我
々
の

真
の
目
的
で
あ
る
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
通
常
我
々
が
考
え
る
覚
醒
意
識
と
い
う
も
の
が
、
実
は
意
識

全
体
の
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
に
し
か
過
ぎ
ず
、
そ
の
見
え
ざ
る
背
後
の
部
分
に
は
よ

り
広
大
な
る
意
識
が
存
在
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
漱
石
は
、
こ
う
し
た
部
分

に
盛
ん
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
き
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
机
上
の
理
論
と
し
て
ひ

と
ま
ず
理
解
で
き
る
そ
の
問
題
に
対
し
て
、
改
め
て
、
独
自
の
解
釈
を
求
め
よ
う

と
す
る
た
め
に
、
作
品
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
我
々
の
通
常
意
識
、
い
わ
ゆ
る
合
理
的
意
識
が
意
識
の
特
殊
型

に
過
ぎ
ず
、
そ
の
周
囲
に
は
頗
る
薄
い
膜
を
隔
て
て
、
全
く
違
う
意
識
の
可
能
が

存
す
る
」
と
指
摘
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
主
張
を
受
け
て
漱
石
は
、
ま
ず
、
作
品

『
猫
』
に
お
い
て
、
そ
の
扉
の
存
在
を
示
唆
し
つ
つ
、
遙
か
な
る
霊
的
宇
宙
の
有

様
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
霊
的
宇
宙
そ
の
も
の

の
内
部
、
有
様
と
し
て
、
こ
の
『
漾
虚
集
』
を
描
き
、
更
に
具
体
的
に
そ
の
世
界

を
表
し
た
。
す
な
わ
ち
、『
猫
』
に
「
ゼ
ー
ム
ス
」
の
名
を
直
接
的
に
取
り
上
げ

て
、
未
知
空
間
へ
の
「
扉
」
を
示
し
た
後
、
次
の
小
品
世
界
に
お
い
て
、
現
実
世

界
に
存
在
す
る
我
々
の
意
識
ベ
ク
ト
ル
を
、
そ
の
過
去
の
歴
史
と
伝
説
の
「
大
い

な
る
意
識
」
空
間
に
〝
没
入
〞
さ
せ
て
い
く
方
法
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、『
幻
影
の
盾
』
や
『
薤
露
行
』
に
描

か
れ
た
過
去
の
閉
じ
た
世
界
へ
の
作
者
の
目
と
い
う
も
の
も
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
か
ら

の
示
唆
に
よ
る
一
つ
の
構
想
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

す
る
と
、『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
更
な
る
三
編
、「
一
夜
」、「
琴
の
そ

ら
音
」、「
趣
味
の
遺
伝
」
に
つ
い
て
も
や
は
り
同
様
の
視
点
か
ら
の
解
釈
が
可
能

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
但
し
こ
れ
ら
に
は
作
中
に
お
け
る
異
空
間
と
い
う
も
の

が
、
先
の
よ
う
な
「
過
去
」
世
界
で
な
く
、
現
実
の
中
に
お
け
る
、
よ
り
霊
的
神

秘
的
領
域
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。「
意
識
」
は
、
時
間
的
隔
た
り
を
越
え
た
過

去
で
な
く
、
現
実
の
更
に
向
こ
う
側
に
存
在
す
る
「
幽
冥
界
」
へ
と
向
か
っ
て
い

る
。「
琴
の
そ
ら
音
」
で
の
幽
冥
界
へ
の
潜
入
は
、「
僕
も
気
楽
に
幽
霊
で
も
研
究

し
て
み
た
い
が
―
―
」
と
呑
気
に
構
え
る
「
余
」
が
、
や
が
て
津
田
君
の
不
思
議

な
話
に
引
き
込
ま
れ
、
図
ら
ず
も
「
今
夜
の
う
ち
、
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
何
か
あ
る

に
相
違
な
い
」
と
の
懸
念
を
抱
く
展
開
に
進
行
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
当
時

の
漱
石
の
、
現
実
と
い
う
側
か
ら
遙
か
な
る
幽
冥
界
を
見
る
視
線
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。『
趣
味
の
遺
伝
』
で
も
時
空
を
越
え
た
男
女
の
愛
の

感
応
が
「
遺
伝
」
的
要
素
と
し
て
真
面
目
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
一
夜
」
も
又
意

識
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
文
中
に
「
八
畳
の
座
敷
に

髭
の
あ
る
人
と
、
髭
の
な
い
人
と
、
涼
し
き
眼
の
女
が
会
し
て
、
斯
の
如
く
一
夜

を
過
ご
し
た
。
彼
等
の
一
夜
を
描
い
た
の
は
彼
等
の
生
涯
を
描
い
た
」
と
あ
る
よ

五
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う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
象
徴
さ
れ
る
「
生
」
が
幻
想
的
に
描
か
れ
た
、
い
わ

ば
意
識
の
漂
う
有
様
の
可
視
的
表
現
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現

実
に
密
着
し
て
い
る
世
界
で
あ
り
、
又
こ
の
現
実
を
超
越
し
た
遙
か
な
る
意
識
世

界
の
露
呈
と
し
て
も
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
う
し
た
視
線
が
ど
れ
も
結
局
は
、

（
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
『
猫
』
の
場
合
と
同
様
に
）「
な
あ
に
、
み
ん
な
神
経

さ
。
自
分
の
心
に
恐
い
と
思
う
か
ら
自
然
幽
霊
だ
つ
て
増
長
し
て
で
た
く
な
ら
あ

ね
」
と
い
う
（『
琴
の
そ
ら
音
』
の
後
半
、「
神
楽
坂
の
床
屋
」
の
）
言
葉
に
あ
る

よ
う
な
、「
自
分
な
が
ら
愚
の
至
り
」「
何
だ
か
馬
鹿
々
々
し
い
。
馬
鹿
々
々
し

い
」
笑
い
話
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
作
者
漱
石

が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
説
く
神
秘
世
界
の
領
域
に
、
強
い
関
心
を
示
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
に
対
し
て
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
全
面
的
に
共
感
し
て
い
な
い
こ
と
が
伺
え
る

の
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
確
か
に
漱
石
は
『
諸
相
』
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
そ
こ
に
興
味
を
抱

い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
作
品
の
中
に
、「
幽
冥
界
」
な
る
神
秘
領
域
を
表
し
て
、

自
ら
を
も
含
め
た
読
者
を
強
引
に
そ
の
世
界
へ
導
こ
う
と
は
し
て
い
る
が
、
結
局

そ
の
幽
冥
界
な
る
も
の
が
何
た
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
『
諸
相
』
の
中
だ
け

で
十
分
に
納
得
出
来
て
い
な
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
う
現
実
意
識
を
超
越
し
た
よ

り
広
大
な
る
意
識
存
在
に
、
理
論
の
上
で
は
わ
か
っ
て
も
、
確
信
を
得
ら
れ
な
い

為
に
、
よ
り
一
層
こ
の
『
漾
虚
集
』
が
、「
過
去
」
や
「
霊
界
」
と
し
て
の
空
間

そ
れ
自
体
で
な
く
、
認
知
す
べ
き
対
象
を
探
し
つ
つ
動
き
回
る
意
識
ベ
ク
ト
ル
の

行
き
つ
く
様
と
し
て
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の

時
点
で
漱
石
が
本
当
に
描
き
出
し
た
か
っ
た
の
は
、
異
空
間
そ
の
も
の
の
神
秘
性

な
ど
で
な
く
、
そ
の
中
に
そ
ろ
そ
ろ
と
潜
入
し
、
何
か
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
意

識
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
我
々
が
存
在
す
る
現
実
が
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も

の
で
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
、
い
と
も
簡
単
に
揺
ら
ぎ
易

い
、
極
め
て
不
安
定
な
場
だ
と
い
う
認
識
な
の
で
あ
る
。
現
実
は
、『
猫
』
で
示

さ
れ
た
よ
う
に
、
悪
さ
え
も
平
然
と
存
在
す
る
不
条
理
に
満
ち
た
世
界
で
は
あ
る

の
だ
が
、
人
間
の
意
識
か
ら
の
認
知
対
象
と
し
て
見
た
と
き
は
、
強
固
だ
っ
た
は

ず
の
そ
の
現
実
が
、
い
と
も
簡
単
に
不
安
定
な
も
の
と
な
る
。
厳
然
た
る
「
現
実

世
界
」
に
対
す
る
新
た
な
る
解
釈
を
、
漱
石
は
「
意
識
」
の
進
み
ゆ
く
対
象
と
し

て
こ
こ
に
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

水
底
の
感

と
こ
ろ
で
、
漱
石
は
、『
猫
』
を
書
き
始
め
る
約
一
年
前
、
明
治
三
十
七
年
二

月
八
日
、
寺
田
寅
彦
に
不
可
解
な
葉
書
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
そ
の
全
文
は
次
の

通
り
で
あ
る
。水

底
の
感

藤
村
操
女
子

水
の
底
、
水
の
底
。
住
ま
ば
水
の
底
。
深
き
契
り
、
深
く
沈
め
て
、
永
く
住

ま
ん
、
君
と
我
。

黒
髪
の
、
長
き
乱
れ
、
藻
屑
も
つ
れ
て
、
ゆ
る
く
漾
ふ
。
夢
な
ら
ぬ
夢
の
命

か
。
暗
か
ら
ぬ
暗
き
あ
た
り
。

う
れ
し
水
底
。
清
き
吾
等
に
、
譏
り
遠
く
憂
透
ら
ず
。
有
耶
無
耶
の
心
ゆ
ら

六
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ぎ
て
、
愛
の
影
ほ
の
見
ゆ
。

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
越
智
治
雄
（
７
）

が
、「
こ
れ
は
女
性
か
ら
の
夢
の
境
域
へ
の
誘

い
な
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
漱
石
の
夢
の
世
界
を
重
視
し
た
見
方
を
示
し
て
い

る
。
一
方
江
藤
淳
（
８
）

は
、
嫂
登
世
に
対
す
る
金
之
助
の
思
慕
に
拘
っ
て
、
こ
こ
に
か

か
れ
た
「
水
底
」
を
、「
彼
が
必
死
に
模
索
し
て
い
た
薄
明
の
世
界
の
安
息
」
で

あ
る
と
分
析
す
る
。
又
、
こ
れ
が
寺
田
寅
彦
宛
私
信
に
か
か
れ
た
内
容
で
あ
る
と

い
う
事
実
に
固
執
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
結
核
の
た
め
に
夭
逝
し
た
寅
彦
の

妻
夏
子
へ
の
、
寅
彦
の
深
き
思
い
を
土
台
と
し
て
、
漱
石
が
こ
の
詩
を
書
い
た
と

指
摘
す
る
藤
井
淑
禎
（
９
）
の
論
も
あ
る
。
更
に
は
、
当
時
漱
石
が
水
彩
画
に
凝
っ
て
い

て
、
イ
ギ
リ
ス
浪
漫
主
義
の
画
家
ワ
ッ
ツ
の
素
描
を
し
き
り
に
模
写
し
て
い
た
こ

と
な
ど
と
の
関
連
か
ら
、
詩
の
具
体
的
解
釈
を
否
定
し
て
、
そ
こ
に
抽
象
性
の
み

を
見
た
上
で
、「
漱
石
の
心
情
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
解
放
さ
れ
、
自
由

に
飛
翔
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
い
う
、
中
島
国
彦
（
10
）
の
見
方
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
改
め
て
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
、
も
う
一
度
こ
の
詩
を
見
て
み
る

と
、
当
時
の
漱
石
の
見
る
世
界
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

ま
ず
「
水
底
の
感
」
と
い
う
詩
の
筆
名
が
「
藤
村
操
女・
子・
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
華
厳
の
滝
に
身
を
沈
め
た
当
時
の
事
件
が
想
起
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
重
み
の
あ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
論
で
は
余

り
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
わ
ず
か
に
前
出
の
越
智
氏
の
論

の
な
か
で
の
み
、
筆
名
の
「
藤
村
操
女
子
」
と
あ
る
の
に
着
眼
し
、「
女
性
」
か

ら
の
「
夢
へ
の
誘
い
」
と
見
る
根
拠
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
漱
石
の
「
水
底
の
感
」
は
何
故
、「
藤
村
操
女・
子・
」
と
し
て
、
書

か
れ
た
か
。
改
め
て
事
実
を
具
体
的
に
た
ど
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
藤
村
操
」
は

明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
六
日
、
華
厳
の
滝
の
絶
頂
に
あ
る
楢
の
大
樹
に
、「
巌

頭
之
感
」
と
題
す
る
一
文
を
彫
り
つ
け
て
投
身
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
第
一

高
等
学
校
の
授
業
も
担
当
し
て
い
た
漱
石
は
、
授
業
中
予
習
を
し
て
き
て
い
な

か
っ
た
藤
村
を
叱
責
し
た
事
が
あ
っ
た
と
い
う
。
藤
村
の
自
殺
は
丁
度
そ
の
後

だ
っ
た
の
で
か
な
り
気
に
掛
け
て
い
た
ら
し
い
。

後
に
藤
村
操
の
妹
恭
子
と
結
婚
し
た
阿
部
能
成
（
11
）

は
、
藤
村
の
自
殺
に
は
失
恋
の

痛
手
が
原
因
と
し
て
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
推
測
し
、
後
年
「
こ
れ
は
他
人

に
わ
か
ら
ぬ
謎
で
あ
ら
う
が
、
私
は
彼
の
少
年
ら
し
い
学
問
的
大
望
の
幻
滅
に
加

へ
て
、
失
恋
の
跡
が
み
ら
れ
る
や
う
な
気
が
す
る
」
と
回
想
し
て
い
る
。
も
し
か

し
た
ら
そ
の
と
き
の
漱
石
も
（
藤
村
が
、
全
く
未
知
な
る
学
生
で
な
か
っ
た

為
）、
そ
れ
が
世
間
で
騒
が
れ
て
い
た
よ
う
な
「
哲
学
的
自
殺
」
で
な
く
、
背
後

に
は
何
ら
か
の
恋
愛
の
苦
し
み
や
失
恋
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ
と
っ

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
見
解
と
は
又
別
の
視
点
か
ら
、
こ
の
「
水
底
の
感
」

を
、
藤
村
自
殺
事
件
を
通
過
し
た
漱
石
の
一
つ
の
「
作
品
」
と
し
て
見
な
す
こ
と

は
出
来
ま
い
か
。
た
と
え
ば
、『
猫
』
の
中
で
「
吾
輩
」
が
鼠
を
捕
ろ
う
と
あ
れ

こ
れ
と
作
戦
を
企
て
る
場
面
に
於
て
、

夫
で
も
ま
だ
心
配
が
取
れ
ぬ
か
ら
、
ど
う
云
ふ
も
の
か
と
段
々
考
へ
て
見
る

と
漸
く
分
つ
た
。
三
個
の
計
略
の
う
ち
何
れ
を
選
ん
だ
の
が
尤
も
得
策
で
あ

る
か
の
問
題
に
対
し
て
、
自
ら
明
瞭
な
る
答
弁
を
得
る
に
苦
し
む
か
ら
の
煩ヽ

七
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悶ヽ
で
あ
る
。

（
注
・
傍
点
は
、
筆
者
）
と
も
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
藤
村
の
自
殺
を
契
機

と
し
て
、
当
時
こ
の
「
煩
悶
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
学
生
達
の
間
で
一
種
の

ブ
ー
ム
を
も
た
ら
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
藤
村
が
死
の
直
前
に
華
厳
の

滝
で
「
巌
頭
之
感
」
と
題
し
た
辞
世
を
残
し
て
い
た
こ
と
に
も
由
来
す
る
。

悠
々
た
る
哉
天
壌
、
遼
々
た
る
哉
古
今
、
五
尺
の
小
躯
を
以
て
此
大
を
は
か

ら
む
と
す
、
ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
学
竟
に
何
等
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ー
を
価
す
る
も

の
ぞ
、
万
有
の
真
相
は
唯
一
言
に
し
て
悉
す
、
曰
く
「
不
可
解
」、
我
こ
の

恨
を
懐
い
て
煩
悶
終
に
死
を
決
す
、
既
に
巌
頭
に
立
つ
に
及
ん
で
胸
中
何
等

の
不
安
あ
る
な
し
、
始
め
て
知
る
、
大
な
る
悲
観
は
大
な
る
楽
観
に
一
致
す

る
を
。

（
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
七
日
「
報
知
新
聞
」）

こ
の
藤
村
操
の
自
殺
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
青
年
達
の
「
煩
悶
」
と
い
う
も
の

は
、
例
え
ば
、
明
治
三
十
六
年
の
『
太
陽
』
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
、
姉
崎

正
治
の
論
「
現
時
青
年
の
苦
悶
に
つ
い
て
」
の
中
に
、

今
日
の
社
会
も
教
育
も
共
に
形
式
が
定
ま
り
す
ぎ
て
お
る
、
生
れ
て
始
め
て

「
我
れ
」
と
い
ふ
者
に
逢
着
し
て
、
其
の
「
我
れ
」
の
自
由
の
発
露
を
生
命

と
す
る
青
年
に
少
し
も
自
由
を
与
へ
な
い
、
彼
ら
を
し
て
萎
靡
せ
し
め
畏
縮

せ
し
む
る
型
の
中
に
投
じ
な
け
れ
ば
已
ま
ぬ
、
た
ま
に
本
能
の
尊
厳
を
主
張

す
る
者
が
あ
れ
ば
、
や
れ
危
険
だ
そ
れ
不
都
合
だ
と
い
つ
て
之
を
た
ゝ
き
つ

け
よ
う
と
す
る
、
其
結
果
多
く
の
青
年
を
し
て
其
の
天
真
の
本
性
を
発
揮
す

る
の
機
会
を
失
は
し
め
て
、
或
は
平
凡
化
し
て
老
成
し
た
若
年
寄
と
な
ら
し

め
、
或
は
位
置
名
利
の
奴
隷
と
な
ら
し
め
、
或
は
懐
疑
の
苦
悶
に
陥
ら
し

め
、
或
は
失
望
の
極
自
暴
自
棄
し
て
堕
落
せ
し
め
て
お
る
、（
略
）
個
人
の

「
我
れ
」
が
ま
だ
十
分
に
知
れ
て
お
ら
ぬ
、
其
の
「
我
れ
」
の
問
題
の
為
に

煩
悶
し
て
お
る
青
年
に
、
大
な
国
家
の
影
を
持
て
来
て
之
を
拝
め
と
い
ふ

（
略
）
青
年
は
外
部
か
ら
来
る
壓
制
束
縛
の
苦
痛
の
為
に
一
層
多
く
自
分
の

内
の
煩
悶
を
感
ず
る
の
で
あ
る
、

と
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
個
人
」
と
「
社
会
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
二
元
論
的

な
る
分
裂
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
、

当
時
の
藤
村
事
件
に
対
し
て
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
黒
岩
涙
香
で
あ

る
。
彼
は
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
七
日
の
『
万
朝
報
』
に
「
少
年
哲
学
者
を
弔

す
」
と
題
し
た
文
を
乗
せ
て
い
る
。

那
珂
博
士
の
甥
、
藤
村
操
、
年
十
八
に
し
て
宇
宙
の
疑
問
解
け
ざ
る
と
を

恨
み
、
日
光
山
奥
の
華
厳
の
滝
に
投
じ
て
死
す
。（
略
）
哲
学
の
多
く
は
信

仰
を
有
せ
ず
、
全
く
暗
室
に
、
な
き
黒
帽
を
探
る
な
り
、
唯
だ
心
的
一
元
論

に
至
り
て
、
初
め
て
信
仰
あ
り
、
暗
室
を
去
り
て
明
所
に
至
る
な
り
、
人
之

に
依
り
て
光
明
に
接
す
る
を
得
。

余
天
人
論
を
著
す
、
人
を
し
て
明
白
々
の
室
に
黒
帽
を
看
認
め
し
め
ん
と

欲
す
る
の
微
意
な
り
、
恨
む
ら
く
、
巌
頭
に
感
を
書
し
て
、
六
十
丈
の
懸
泉

八
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に
投
じ
た
る
此
の
少
年
哲
学
者
に
一
冊
を
寄
献
す
る
を
得
ざ
り
し
と
を
。

こ
こ
で
涙
香
が
、
自
ら
の
著
名
を
「
天
人
論
の
著
者
」
と
し
た
こ
と
や
、
更
に

そ
の
文
中
に
、「
余
天
人
論
を
著
す
、
人
を
し
て
明
白
々
の
室
に
黒
帽
を
看
認
め

し
め
ん
と
欲
す
る
の
微
意
な
り
、
恨
む
ら
く
巌
頭
に
感
を
書
し
て
、
六
十
丈
の
懸

泉
に
投
じ
た
る
此
の
少
年
哲
学
者
に
一
冊
を
奇
献
す
る
を
得
ざ
り
し
と
を
」
な
ど

と
記
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
『
天
人
論
』
は
、
当
時
、
藤
村
の
自
殺
の
背
景

を
読
み
解
く
為
の
解
説
書
の
よ
う
に
持
て
は
や
さ
れ
、
か
な
り
広
く
読
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
高
橋
新
太
郎
の
調
査
（
12
）

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
発
売
後
す
ぐ
に

大
評
判
と
な
り
相
当
な
売
れ
行
き
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
柳
廣
孝
（
13
）
は
、
そ
の

『
天
人
論
』
が
冒
頭
で
「
廿
世
紀
の
学
問
は
『
心
霊
』
を
以
て
第
一
の
問
題
と
為

す
な
る
べ
し
、
今
既
に
学
者
の
頭
脳
は
之
れ
に
集
中
せ
ん
と
す
る
傾
向
あ
り
」
と

「
霊
魂
論
」
復
活
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「『
煩
悶
の
時
代
』
に
お
け
る
精

神
優
位
の
思
想
を
『
科
学
』
の
側
か
ら
補
強
す
る
」
役
割
を
果
た
し
た
書
と
位
置

付
け
る
。

具
体
的
に
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
五
月
に
朝
報
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
涙

香
の
そ
の
『
天
人
論
』
を
見
て
み
る
と
、
興
味
あ
る
部
分
が
い
く
つ
も
発
見
で
き

る
。
例
え
ば
そ
の
第
四
章
第
三
項
、「
心
霊
」
と
題
さ
れ
た
章
に
は
、

心
霊
は
性
格
に
も
意
志
に
も
感
情
に
も
拘
ら
ず
発
動
し
て
、
時
々
に
人
の
内

心
を
衝
き
、
刻
々
に
人
の
良
心
に
警
告
す
、
故
に
吾
人
は
感
情
の
暗
に
立
ち

て
も
、
肉
欲
の
底
に
溺
れ
て
も
、
酒
色
に
沈
湎
し
て
も
、
栄
華
を
極
め
て

も
、
常
に
内
よ
り
心
に
針
せ
ら
る
ゝ
が
如
き
痛
み
を
覚
え
、
自
ら
安
ず
る
能

は
ざ
る
所
あ
り
、（
略
）
人
の
意
志
は
自
由
に
非
ず
、
此
の
心
霊
の
み
が
自

由
な
り
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
又
、
別
の
箇
所
で
も
涙
香
は
、「
心
霊
は
人
間
の
自
観
の
根

底
な
り
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、「
心
霊
」
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

が
人
の
心
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
我
々
が
眼
に
す
る
物

象
の
世
界
と
は
、
決
し
て
現
実
の
世
界
で
な
く
、
人
間
に
内
在
す
る
心
霊
の
世
界

だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
、
そ
こ
に
人
間
の
精
神
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
の
が

こ
の
『
天
人
論
』
な
の
で
あ
る
。
藤
村
は
、
華
厳
の
滝
の
絶
頂
か
ら
身
を
投
げ
出

し
て
死
に
至
り
、
そ
し
て
世
に
「
煩
悶
」
を
目
覚
め
さ
せ
、
涙
香
に
代
表
さ
れ
る

如
く
、
世
間
を
心
霊
界
へ
と
誘
っ
た
。
そ
し
て
空
前
の
心
霊
学
ブ
ー
ム
と
い
う
も

の
が
こ
こ
か
ら
国
中
に
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

藤
村
操
の
死
に
関
心
を
示
し
、
あ
る
種
自
責
の
念
ま
で
も
感
じ
て
い
た
漱
石

が
、
こ
の
『
天
人
論
』
に
、
ま
る
で
無
関
心
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
涙
香

や
『
天
人
論
』
に
対
す
る
漱
石
の
直
接
的
言
及
は
日
記
や
書
簡
の
中
に
も
何
も
残

さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
確
定
的
な
も
の
は
立
証
し
が
た
い
が
、
私
は
か
の
「
水
底

之
感
」
こ
そ
が
、
涙
香
の
煩
悶
青
年
た
ち
に
示
し
た
見
解
に
対
す
る
、
漱
石
的
な

回
答
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
え
て
仕
方
が
な
い
。「
水
底
之
感
」
と
い
う
題
名

が
、
先
に
取
り
上
げ
た
藤
村
の
「
巌
頭
之
感
」
と
ま
さ
に
対
照
的
な
る
題
で
あ
る

こ
と
、
加
え
て
そ
の
筆
名
が
「
藤
村
操
女
子
」
と
か
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
又

何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
る
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
恐
ら
く
漱
石

は
、
社
会
と
個
人
と
の
間
の
苦
悩
、
い
わ
ゆ
る
二
元
論
的
な
る
分
裂
と
し
て
「
煩

九



一
〇

121

『
漾
虚
集
』

121

『
漾
虚
集
』

悶
」
を
捉
え
る
苦
悩
そ
れ
自
体
に
も
、
又
そ
れ
を
心
霊
学
的
一
元
論
へ
と
繋
げ
る

涙
香
に
も
、
結
局
は
、
同
調
出
来
ず
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
巌
頭
」
か
ら
み
た
世
界
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
世
界
と
し
て
、
か
の
青
年
の

眼
に
映
っ
た
か
。
漱
石
は
そ
の
疑
問
を
抱
い
た
ま
ま
、
上
で
は
な
く
、
藤
村
が
飛

び
込
ん
だ
水
底
の
、
深
き
場
か
ら
静
か
に
眼
を
あ
け
た
。
そ
れ
が
「
水
底
之
感
」

な
の
で
あ
る
。「
水
の
底
、
水
の
底
。
住
ま
ば
水
の
底
。
深
き
契
り
、
深
く
沈
め

て
、
永
く
住
ま
ん
、
君
と
我
」
確
か
に
中
島
氏
の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
「
君
」
や

「
我
」
が
示
す
の
が
、
具
体
的
に
だ
れ
で
あ
る
か
を
探
る
の
は
、
無
意
味
な
こ
と

か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
深
き
水
底
に
漂
う
の
は
、
人
と
い
う
生
身
の

身
体
な
ど
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
意
識
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ふ
と
し
た
瞬
間
に

扉
を
開
け
て
迷
い
込
ん
だ
そ
の
世
界
で
、
意
識
は
自
在
に
漂
う
こ
と
が
許
さ
れ

る
。
広
大
な
る
、
捉
え
ど
こ
ろ
な
き
「
幽
冥
界
」、
そ
の
異
次
元
の
空
間
に
漂
う

「
我
」
と
し
て
の
存
在
が
、
そ
こ
で
心
地
よ
く
、
休
ら
い
だ
思
い
を
感
じ
て
い

る
。『

猫
』
の
あ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
、「
水
底
」
か
ら
の
静
か
な
る
呼
び
か
け

に
、
何
度
も
寒
月
が
振
り
向
く
の
も
、
彼
の
意
識
が
、
未
知
な
る
潜
在
意
識
の
奥

底
か
ら
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
扉
の
向
う
に
広
く
繋
が
っ
て
い
る
幽

冥
界
、
寒
月
が
、
無
意
識
的
に
そ
れ
を
思
念
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
暗
き

川
の
水
の
底
と
い
う
象
徴
を
伴
っ
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。

意
識
そ
れ
自
体
は
、
い
わ
ゆ
る
幽
霊
や
妖
怪
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
心

霊
現
象
の
よ
う
に
、
決
し
て
自
己
に
と
っ
て
未
知
の
領
域
で
も
、
他
の
力
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
た
と
え
自
己
認
識
に
お
い
て
は
、
無
自
覚

な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
我
々
の
深
層
の
部
分
か
ら
、
独
力
で

や
っ
て
き
て
、
独
力
で
進
み
、
又
還
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
英
国
留
学
中
に
求
め
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
な

ど
の
書
物
か
ら
、
漱
石
が
、
心
理
現
象
な
る
も
の
に
独
自
の
見
方
を
確
立
し
つ
つ

あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。「
意
識
は
流
れ
行
く
」
と
い
う
定
義
。
そ
の
意
識
が
あ
っ

て
、
そ
れ
が
、
背
後
の
よ
り
大
い
な
る
意
識
へ
と
融
合
す
る
。「
意
識
す
る
人

は
、
救
い
の
経
験
の
通
路
で
あ
る
、
も
っ
と
広
大
な
自
我
と
連
続
す
る
」
と

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
説
く
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
自
ら
を
通
過
し
て
、
移
行
し

て
行
く
も
の
で
あ
り
、
意
識
ベ
ク
ト
ル
の
根
元
的
力
は
、
自
己
に
あ
る
。

現
実
世
界
を
認
識
す
る
通
常
意
識
が
、
そ
の
背
後
に
広
大
に
存
在
す
る
と
思
わ

れ
る
潜
在
意
識
の
前
に
立
ち
尽
く
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
現
実
と
い
う
も

の
が
、
未
知
な
る
不
可
思
議
な
世
界
と
二
重
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
幻
想
界
に

潜
入
し
、
迷
う
こ
と
は
、
何
と
も
心
地
良
く
、
現
実
の
し
が
ら
み
の
一
切
、
苦
悩

の
一
切
を
、
切
り
離
し
て
漂
う
こ
と
が
出
来
る
快
感
す
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

青
年
藤
村
操
が
逝
っ
て
し
ま
っ
た
水
底
は
、
漂
い
の
異
空
間
、
遥
か
な
る
あ
ち
ら

側
の
世
界
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
現
実
に
生
を
持
つ
我
々
は
、
そ
う
し
て
逃
げ
て
ば

か
り
は
い
ら
れ
な
い
。
心
霊
の
世
界
、
精
神
の
世
界
の
優
位
性
を
幻
想
す
る
こ
と

は
、
結
局
は
現
実
逃
避
で
し
か
な
い
。
た
だ
幻
想
に
漂
う
こ
と
だ
け
で
は
、
実
際

に
存
在
す
る
こ
の
現
実
世
界
の
苦
し
み
や
悩
み
は
、
何
も
解
決
す
る
こ
と
な
ど
で

き
な
い
と
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
を
読
み
な
が
ら
漱
石
は
次
第
に
気
づ
い
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
や
が
て
異
空
間
を
漂
っ
て
い
た
そ
の
意
識
は
、
改
め
て
現

実
へ
と
、
自
ら
の
力
で
戻
っ
て
く
る
。
再
び
始
ま
る
、
新
た
な
る
生
と
の
対
峙
で

一
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あ
る
。

そ
の
よ
う
な
当
時
の
漱
石
の
、
意
識
的
側
面
か
ら
改
め
て
こ
の
『
漾
虚
集
』
を

読
み
説
け
ば
、
更
に
、
そ
の
位
置
が
確
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
琴
の
そ

ら
音
』
に
お
け
る
霊
の
感
応
が
、
半
ば
否
定
的
に
語
ら
れ
る
の
も
、
又
、『
趣
味

の
遺
伝
』
で
、
遥
か
な
る
過
去
か
ら
そ
れ
が
誘
わ
れ
て
く
る
の
も
、
意
識
の
ベ
ク

ト
ル
が
、
ふ
と
迷
い
込
む
不
可
思
議
な
る
空
間
を
、
何
と
も
明
確
に
捉
え
き
れ
な

い
当
時
の
漱
石
の
姿
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

幼
き
頃
か
ら
求
め
て
い
た
自
ら
の
よ
り
強
固
な
る
精
神
性
の
希
求
、
己
は
一
体

何
な
の
か
、
と
い
う
自
ら
の
内
部
か
ら
わ
き
上
が
っ
て
く
る
不
安
を
何
と
か
押
さ

え
よ
う
と
し
て
い
た
漱
石
で
は
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
い
く
ら
儒
学
や
陽
明
学
な

ど
東
洋
思
想
に
そ
の
救
い
を
求
め
て
も
、
そ
れ
は
結
局
彼
を
東
洋
的
理
想
の
高
み

へ
と
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
だ
け
で
、
心
の
奥
に
潜
ん
で
い
る
揺
れ
る
自
己
や
不

安
と
い
う
も
の
を
、
な
ん
ら
解
消
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
と
き
西
洋
の
哲

学
や
心
理
学
に
触
れ
た
漱
石
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
説
く
「
揺ヽ
れヽ
るヽ
意
識
」「
流ヽ
れヽ

るヽ
意
識
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
自
己
存
在
の
不
安
を
あ
く
ま
で
も
揺
れ
る
ま
ま
に

是
認
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
を
受
容
す
る
方
法
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

あ
く
ま
で
も
そ
う
し
た
自
身
の
捉
え
方
に
基
づ
い
た
自
己
意
識
の
描
出
の
一
つ
と

し
て
、
彼
は
意
識
の
進
み
ゆ
く
様
を
作
品
に
表
し
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
理
論
に
同

調
出
来
る
部
分
は
そ
の
ま
ま
に
、
又
そ
れ
に
納
得
し
き
れ
な
い
部
分
は
、
無
理
に

自
己
に
強
制
せ
ず
、
進
み
ゆ
く
意
識
ベ
ク
ト
ル
の
認
知
対
象
と
し
て
の
世
界
を
作

品
に
表
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
時
点
で
の
漱
石
の
描
く
「
意
識
」
と
い
う
も
の
は
、
現
実

と
異
空
間
と
を
た
だ
さ
ま
よ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
何
ら
確
信
的
な
る
も
の
な
ど

は
、
表
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
後
期
作
品
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
、
自
己
存
在
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
、
自
己
内
部
へ
の
深
き
潜
入
も

ま
だ
為
さ
れ
て
な
ど
も
な
い
。
意
識
は
ま
だ
、
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
そ
の
認
知
す
べ

き
対
象
を
探
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
に
不
安
を
抱
え
た
ま
ま
、

（
自
己
自
身
の
内
部
に
対
す
る
詮
索
や
自
己
の
内
な
る
変
化
を
課
す
の
で
な
く
）

た
だ
、
遥
か
な
る
未
知
世
界
へ
潜
入
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
不
安
が
一

時
解
消
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
得
た
の
で
あ
る
。
美
し
く
真
理
に
満
ち
た
、

幻
の
よ
う
な
そ
の
世
界
で
、
現
世
の
苦
悩
は
一
瞬
時
癒
さ
れ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。け

れ
ど
も
、
幻
想
の
い
わ
ゆ
る
他
の
世
界
へ
と
届
く
そ
の
視
線
の
根
元
は
、
常

に
現
実
の
世
に
生
き
る
自
己
自
身
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
藤
村
の
よ
う
に
死
を
選

ば
ぬ
限
り
、
結
局
は
現
実
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
。
ふ
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
こ
の
現
実
へ
と
戻
さ
れ
て
、
意
識
の
根
源
で
あ
る
自
身
に

は
、
現
実
と
異
次
元
が
錯
綜
し
た
よ
う
な
奇
妙
な
残
滓
だ
け
が
あ
る
。
現
実
は
、

や
は
り
厳
然
と
存
在
す
る
。『
猫
』
に
示
さ
れ
、
そ
し
て
『
漾
虚
集
』
で
漂
っ
た

幽
冥
界
の
異
空
間
に
、
完
全
に
同
化
し
な
か
っ
た
意
識
は
、
何
処
か
醒
め
て
い
た

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
通
常
意
識
を
越
え
た
遙
か
な
る
空
間
は
、
幻
想
的
で
、
夢

幻
的
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
自
己
が
存
在
す
る
位
置
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
な

ど
出
来
は
し
な
い
。
こ
う
し
た
未
知
な
る
空
間
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
う
よ
う
な

「
宗
教
的
」
絶
対
神
と
同
化
し
て
、
自
己
を
よ
り
広
大
な
、
大
い
な
る
自
己
へ
と

導
く
よ
う
な
慰
藉
を
も
た
ら
す
場
所
だ
と
は
、
漱
石
に
は
ど
う
し
て
も
共
感
し
き

一
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れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。（
や
が
て
そ
の
開
か
れ
た
は
ず
の
幽
冥
界
へ
の
扉
は

静
か
に
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
）
ひ
と
ま
ず
こ
の
時
期
の
漱
石
は
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
う
「
通
常
意
識
」
の
認
識
を
越
え
て
存
在
す
る
遙
か
な
る
世
界

と
い
う
も
の
を
、
自
ら
の
手
で
何
と
か
探
り
だ
し
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
作
品
に

挑
ん
で
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
こ
の
『
漾
虚
集
』
な
の

で
あ
る
。

注（
１
）
小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
芸
術
』（
昭
和
一
一
年
一
二
月
、
岩
波
書
店
）

（
２
）
森
田
草
平
『
漱
石
の
文
学
』（
昭
和
二
一
年
、
東
西
出
版
）、
板
垣
直
子
『
漱

石
・
鴎
外
・
藤
村
』（
昭
和
二
一
年
、
巌
松
堂
）、
岡
崎
義
恵
『
漱
石
と
微
笑
』

（
昭
和
二
二
年
、
生
活
社
）
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
小
宮
説
に
同
調
し
た
見
解

で
あ
る
。

（
３
）
「『
猫
』
の
冷
酷
な
風
刺
の
背
後
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
孤
独
な
作
者
が
、

『
漾
虚
集
』
の
あ
る
作
品
の
中
で
は
そ
の
内
面
を
断
ち
割
っ
て
、
自
ら
の
内
部
に

暗
く
澱
ん
で
い
る
深
淵
を
さ
ら
け
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
江
藤
淳
『
夏
目
漱

石
』、
昭
和
三
一
年
一
一
月
、
東
京
ラ
イ
フ
社
初
出
）

（
４
）
瀬
沼
茂
樹
『
夏
目
漱
石
』（
昭
和
三
七
年
三
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）

（
５
）
三
好
行
雄
「
人
生
と
夢
」『
国
文
学
』（
昭
和
五
一
年
一
一
月
）

（
６
）
内
田
道
雄
「『
漾
虚
集
』
の
問
題
」『
文
学
』
三
四
巻
七
号
（
昭
和
四
一
年
六

月
）

（
７
）
越
智
治
雄
「
漱
石
と
夢
の
極
点
」『
国
文
学
』（
昭
和
四
九
年
一
月
）

（
８
）
江
藤
淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
・
第
二
部
』

（
９
）
「〈
先
立
つ
女
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―
「
水
底
の
感
」
と
「
琴
の
そ
ら
音
」
―
―
」

『
不
如
帰
の
時
代
―
―
水
底
の
漱
石
と
青
年
た
ち
―
―
』（
平
成
二
年
三
月
、
名

古
屋
大
学
出
版
会
）

（
10
）
中
島
国
彦
『
夏
目
漱
石
の
手
紙
』（
平
成
六
年
四
月
、
大
修
館
書
店
）

（
11
）
阿
部
能
成
『
我
が
生
ひ
立
ち
』（
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
、
岩
波
書
店
）

（
12
）
「『
巌
頭
之
感
』
の
波
紋
」（『
文
学
』、
昭
和
六
十
一
年
八
月
）

（
13
）
一
柳
廣
孝
『
こ
っ
く
り
さ
ん
と
千
里
眼
』（
平
成
六
年
八
月
、
講
談
社
）
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