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一
般
文
芸
学
は
「
文
芸
と
は
何
か
」
と
い
う
存
在
者
の
問
い
を
時
と
そ
の
問
い
の
場
と
と
も
に

理
論
化
し
て
解
明
す
る
学
で
あ
る
と
規
定
し
て
お
く
。
問
い
と
は
偏
在
の
動
き
で
あ
り
、
必
ず
し

も
明
確
な
あ
り
方
で
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。「
問
い
と
答
え
」
の
前
に
、「
そ
れ
は
何
か
」
と
「
い

つ
」「
ど
こ
か
ら
問
う
の
か
」
に
よ
っ
て
対
象
の
輪
郭
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
問
い
に

よ
っ
て
別
の
問
い
・
別
の
問
い
の
場
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
「
何
か
」
と
「
ど
こ
か
」

の
ど
ち
ら
が
先
に
意
識
に
立
ち
現
れ
る
の
か
も
一
様
で
は
な
い
。
今
・
こ
こ
の
存
在
と
は
抽
象
的

な
あ
り
方
に
と
ど
ま
り
、
言
語
及
び
歴
史
社
会
的
に
限
定
さ
れ
た
身
体
的
な
限
界
が
認
識
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
存
在
者
は
あ
た
か
も
そ
の
限
界
を
容
易
に
超
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
、

思
惟
の
深
淵
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
問
い
が
暴
走
し
な
い
た
め
に
は
時
と
問
い
の
場
を
意
識
す
る

こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。 

日
本
文
芸
も
そ
う
で
あ
る
が
、
文
芸
に
は
歴
史
的
個
別
性
が
当
然
あ
り
、
文
芸
を
共
有
す
る
共

同
体
の
構
成
員
も
人
間
一
般
と
い
う
観
念
で
は
な
く
、
身
体
的
・
歴
史
社
会
的
・
言
語
的
に
規
定

さ
れ
る
、
匿
名
で
は
な
い
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
。「
一
般
」
と
称
し
て
も
そ
の
具
象
性
へ
の
配
慮

を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
実
体
の
具
象
性
と
個
々
の
文
芸
と
を
つ
な
ぐ
文
芸
理
論

の
問
い
と
答
え
、
そ
の
問
い
の
場
に
つ
い
て
体
系
性
と
時
間
性
と
い
う
概
念
を
念
頭
に
置
き
つ
つ

考
察
し
た
い
。 

  

一 

一
般
文
芸
学
と
は
、
顕
著
な
文
芸
的
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
る
規
範
と
し
て
の
作
品
群
を
専
ら

扱
う
の
と
は
別
に
、
言
語
、
歴
史
・
地
域
等
に
配
慮
し
つ
つ
文
芸
と
は
何
か
を
問
う
て
ゆ
く
学
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
比
較
文
学
か
ら
世
界
文
学
へ
と
い
う
道
筋
で
は
な
く
、
母
語
に
根

差
し
た
個
別
文
芸
学
の
深
化
と
、
そ
の
成
果
を
昇
華
さ
せ
た
文
芸
の
理
論
的
究
明
と
い
う
一
般
文

芸
学
へ
の
寄
与
と
を
こ
こ
で
は
考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
寄
与
と
は
文
芸
の
技
法
等
の
形
式
面

だ
け
に
限
ら
な
い
。 

世
界
文
学
は
高
度
の
達
成
を
遂
げ
た
文
芸
と
し
て
あ
く
ま
で
個
人
的
な
評
価
に
依
拠
し
対
象
が

選
択
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
受
容
に
お
け
る
作
品
の
独
立
性
が
強
く
、
予
備
的
な
背
景
的
知
識
や

文
芸
史
上
の
位
置
づ
け
が
勘
案
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
文
芸
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
そ
こ
で

は
す
で
に
合
意
さ
れ
た
事
項
に
属
し
て
お
り
、
そ
れ
を
準
備
し
た
一
連
の
動
向
は
必
ず
し
も
考
慮

さ
れ
な
い
。
大
作
が
選
ば
れ
や
す
く
、
選
定
基
準
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
議
論
も
な
さ
れ
て
い
な

い
。
世
界
文
学
を
論
ず
る
以
前
に
文
芸
の
概
念

（

１

）

自
体
は
い
ま
だ
自
明
で
は
な
い
し
、
そ
の
変
容
の

あ
り
方
か
ら
す
る
と
今
後
固
定
的
な
「
正
解
」
と
呼
べ
る
も
の
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、「
発
展
」
で
は
な
く
没
価
値
論
的
な
「
進
化
」
と
い
う
把
握
は
文
芸
の

形
態
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
意
味
が
あ
ろ
う
。
一
般
文
芸
学
で
は
文
芸
へ
の
問
い
と
し
て
、
す
で

に
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
作
品
機
構
の
解
明
に
限
ら
ず
、
言
の
時
間
性
（
緩
急
と
停
止
、
継
起
性
、

多
層
性
等
と
そ
の
意
味
）
、
存
在
者
の
規
定
、
芸
術
と
い
う
作
用
、
歴
史
美
学
的
価
値
認
識
に
つ
い

て
の
考
察
も
必
要
と
な
る
。
そ
の
場
合
の
対
象
は
必
ず
し
も
す
で
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
作
品

に
限
ら
ず
、
文
芸
事
象

（

２

）

の
解
明
に
寄
与
す
る
作
品
で
あ
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。 

個
人
に
と
っ
て
母
語
は
選
択
の
余
地
が
な
く
、
作
品
の
選
択
基
準
に
関
し
て
の
偏
向
は
必
然
的

に
生
じ
る
。
本
来
の
自
文
化
の
言
語
が
奪
わ
れ
、
言
語
の
改
変
、
二
重
化
を
被
っ
た
場
合
も
多
い
。

誰
も
が
対
等
で
あ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
な
い
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
眺
望
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
学

は
そ
の
中
で
各
自
が
構
築
し
、
根
拠
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る
。 

文
芸
は
問
い
の
場
と
し
て
す
で
に
多
く
の
歴
史
社
会
的
・
身
体
的
限
界
状
況
を
提
示
し
て
き
た
。

存
在
者
の
限
界
境
域
と
し
て
文
芸
の
問
い
の
場
を
形
成
す
る
現
状
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
孤
独

や
苦
悩
、
情
愛
は
も
と
よ
り
、
自
由
の
侵
犯
と
し
て
の
言
論
弾
圧
、
追
放
、
虐
殺
が
あ
り
、
富
の

分
配
の
不
均
衡
と
過
度
の
集
中
、
権
力
に
よ
る
不
正
と
虚
偽
、
人
種
主
義
と
女
性
・
少
数
者
・
弱

者
へ
の
差
別
、
搾
取
、
ま
た
そ
の
逆
の
均
一
化
と
い
う
統
制
、
地
域
格
差
、
信
仰
と
民
族
と
が
交

錯
す
る
こ
と
で
生
じ
る
貧
困
と
飢
餓
、
紛
争
、
侵
略
と
難
民
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
生
命
や
環
境
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に
つ
い
て
の
倫
理
的
認
識
の
更
新
に
よ
り
出
来
す
る
諸
問
題
も
境
域
の
一
部
を
形
成
す
る
。
こ
れ

ら
の
問
い
の
場
に
変
更
が
生
じ
れ
ば
文
芸
も
ま
た
異
な
っ
た
相
貌
を
呈
す
る
は
ず
で
あ
る
。 

そ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
不
眠
や
疲
労
、
病
や
老
い
と
死
も
含
め
存
在
者
の
限
界
の
内
側
で

生
の
可
能
性
の
領
域
に
関
わ
る
問
題
系
を
絶
え
ず
広
げ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
動
向
に
即
し
、
こ
こ
で

は
時
間
と
と
も
に
移
ろ
い
行
く
漂
泊
と
い
う
あ
り
方
で
問
い
を
立
て
る
こ
と
と
す
る
。
漂
泊
と
は

物
理
的
な
彷
徨
の
こ
と
で
は
な
く
、
希
望
と
傷
み
、
傍
観
者
で
あ
る
こ
と
へ
の
危
惧
と
慎
重
さ
と

を
抱
き
つ
つ
、
時
に
立
ち
止
ま
り
自
明
で
は
な
い
文
化
的
対
象
を
意
識
の
上
で
横
断
し
、
自
ら
も

変
容
し
て
ゆ
く
倫
理
的
存
在
者
の
様
態
で
あ
る
と
規
定
し
て
お
く
。
そ
こ
か
ら
歴
史
社
会
的
身
体

性
の
非
完
結
的
な
円
環
状
の
内
部
に
感
性
と
言
語
と
の
相
関
の
第
三
項
と
し
て
出
来
す
る
文
芸
事

象
へ
の
接
近
の
方
法
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
し
た
い
。 

  

二 

ド
イ
ツ
流
のL

iteratu
rw

issen
sch

a
ft

（
文
芸
学
）
の
探
求
か
ら
出
発
し
、
日
本
文
芸
学
の
提
唱
・

推
進
者
と
し
て
知
ら
れ
る
岡
崎
義
恵
の
体
系
的
文
芸
学
の
概
要
を
記
し
た
論
文
と
し
て
「
文
芸
の

日
本
的
様
式
―
―
様
式
論
と
史
学
と
の
関
係
―

―
（
３
）

」
が
あ
る
。
こ
の
論
は
「
史
的
文
芸
学
の
課
題

（

４

）

」

へ
の
移
行
期
の
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
の
岡
崎
の
体
系
的
文
芸
学
、
並
び
に
史
的
文
芸
学
に

つ
い
て
の
二
論
文
よ
り
構
成
さ
れ
る
文
芸
学
に
欠
落
し
て
い
る
問
題
を
時
間
性
の
観
点
か
ら
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
の
時
間
性
を
重
視
し
記
述
さ
れ
る
文
芸
史
の
理
論
に
つ
い

て
は
す
で
に
提
示
し
た

（

５

）

。
こ
こ
で
は
時
間
性
を
極
力
排
そ
う
と
し
た
岡
崎
の
体
系
的
文
芸
学
を
端

緒
と
し
て
岡
崎
の
日
本
文
芸
学
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

岡
崎
義
恵
が
体
系
的
文
芸
学
と
し
て
そ
の
構
築
に
多
く
の
労
力
を
費
や
し
た
日
本
文
芸
学
は
芸

術
の
体
系
と
直
観
に
よ
る
理
解
に
重
き
を
置
く
一
方
で
、
時
間
性
と
切
り
離
し
得
な
い
言
語
の
機

構
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
を
避
け 

言
語
に
よ
る
芸
術
を
「
文
芸
」
と
呼
び
、
歴
史
的
現
象
を
研
究
す
る
学
を
「
史
学
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る

（

６

）

。 

と
述
べ
る
。
こ
の
引
用
文
が
難
解
な
の
は
「
言
語
に
よ
る
芸
術
」
と
「
歴
史
的
現
象
を
研
究
す
る

学
」
、「
文
芸
」
と
「
史
学
」
と
が
構
文
と
し
て
並
置
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。「
文
芸
」
と
「
歴
史

的
現
象
」
と
は
時
間
性
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
は
「
言

語
に
よ
る
芸
術
を
「
文
芸
」（
と
し
て
、
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
文
芸
を
研
究
す
る
学
を
「
文
芸
学
」
）

と
呼
び
、
歴
史
的
現
象
を
研
究
す
る
学
を
「
史
学
」
（
歴
史
学
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
」
と
で
も

す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し
て
本
来
発
展
史
と
関
わ
る
は
ず
の
芸
術
意
志
と

い
う
観
念
が
控
え
て
い
る
。
両
者
が
果
た
し
て
相
反
す
る
の
か
、
文
芸
と
は
ど
の
よ
う
な
現
象
で

あ
る
の
か
、
歴
史
的
現
象
と
は
ど
の
よ
う
な
対
象
で
あ
る
の
か
と
い
う
規
定
を
改
め
て
行
う
必
要

が
あ
ろ
う
。 

岡
崎
は
歴
史
学
に
つ
い
て
は
敏
感
に
反
応
す
る
が
、
同
じ
く
歴
史
的
に
変
化
す
る
言
語
に
つ
い

て
は
そ
れ
を
扱
う
理
論
的
立
場
を
明
確
に
示
し
て
は
い
な
い
。
詩
に
お
け
る
音
の
意
義
も
そ
う
で

あ
る
が
、
言
語
分
節
化
の
個
別
性
を
考
慮
す
る
と
（
外
国
文
芸
の
翻
訳
に
よ
る
受
容
へ
の
研
究
の

場
で
の
躊
躇
が
現
に
あ
る
。
）
言
語
は
単
な
る
意
味
の
媒
体
で
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
「
言
語
芸
術

作
品
」
と
し
て
文
芸
を
理
解
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
岡
崎
の
論
に
は
当
然
違
和
感
を
抱
く
で
あ
ろ

う
。
言
語
（S

p
rach

e

）
の
変
化
、
及
び
言
（R

ed
e

）
に
ま
つ
わ
る
時
間
の
問
題
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
言
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
「
文
芸
」
に
も
言
語
構
成
体
と
し
て
の
時
間
性
が
内
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
言
を
契
機
と
し
た
感
性
の
時
間
的
変
容
と
し
て
の
芸
術
も

考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
事
実
を
中
心
に
扱
う
こ
と
も
多
い
歴
史
的
現
象
に
も
ど
の
よ
う
な
時
系
列
・

継
起
性
で
意
味
化
で
き
る
の
か
と
い
う
構
成
・
記
述
の
時
間
性
が
当
然
含
ま
れ
、
両
者
は
対
立
す

る
の
で
は
な
く
時
間
に
お
い
て
共
通
の
基
盤
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
言
語
は
共
時
的
に
機
能
し
、
通
時
的
に
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う
時
の
「
時
間
の
中
に
継
起
す

る
と
こ
ろ
の
言
語

（

７

）

」
を
考
え
る
場
合
、
言
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
意
識
の
内
の
差
異
・
断
続
と
い

う
落
差
を
考
慮
せ
ず
に
は
過
去
、
未
来
、
現
在
の
非
同
一
的
に
収
斂
す
る
時
間
性
は
把
握
し
え
な

い
。
Ｅ
・
コ
セ
リ
ウ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
時
間
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教

徒
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
少
な
く
と
も
弁
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
活
動
は
歴
史
社

会
的
限
定
を
受
け
る
身
体
性
に
根
差
し
た
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
考
慮
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。 

文
芸
は
言
語
の
よ
う
に
体
系
的
に
維
持
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
直
観
的
理
解
の
み
で
文
芸
を

把
握
で
き
る
と
す
る
か
ら
岡
崎
の
様
式
論
は
作
品
相
互
の
弁
証
法
的
な
理
念
の
交
代
を
導
入
す
る

に
止
ま
り
、
よ
り
文
芸
の
中
心
に
あ
る
作
品
の
継
起
性
・
断
絶
に
不
可
欠
な
言
の
時
間
性
を
欠
落

さ
せ
て
し
ま
う
。
結
果
的
に
岡
崎
は
直
観
的
把
握
が
可
能
で
あ
る
と
思
え
る
よ
う
な
短
詩
型
文
芸

に
重
点
を
置
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

岡
崎
は
文
芸
の
認
識
に
よ
く
「
直
観
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
。
作
品
の
読
解
を
進
め
、
全
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体
像
が
視
野
に
入
っ
た
時
に
作
品
認
識
の
縮
約
に
よ
る
直
観
が
働
き
、
読
解
が
一
定
の
調
和
的
結

論
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
短
詩
型
文
芸
な
ら
ば
他
の
表
現
と
の
差
異
の
認
識
の

み
で
美
的
価
値
を
識
別
で
き
る
、
あ
る
い
は
時
間
性
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
い
、
あ
っ
て
も

誤
差
の
範
囲
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
微
視
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
位
相
の
異

な
る
言
の
連
接
に
よ
る
隠
喩
の
よ
う
な
修
辞
に
さ
え
結
合
に
よ
る
屈
折
が
生
み
出
す
時
間
性
は
内

在
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
原
子
の
よ
う
な
文
芸
な
ど
あ
り
え
な
い
。
文
芸
は
あ
く
ま
で
言
の
連
続

性
、
も
し
く
は
言
の
連
続
性
を
文
脈
と
し
た
言
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
落
と
す
な
ら
ば
文
芸
の
重
要

な
一
面
が
欠
落
す
る
ど
こ
ろ
か
文
芸
自
体
が
成
立
し
得
な
く
な
ろ
う
。 

そ
の
意
味
で
岡
崎
の
言
う
直
観
と
は
象
徴
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
読
解
の
時
間
を
無
視
す
る
の
で
は
読
者
が
抽
象
的
存
在
に
な
っ
て
し
ま

い
、
身
体
的
・
歴
史
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
有
限
な
存
在
者
と
い
う
前
提
に
反
す
る
。
有
限
な
存

在
者
の
継
起
性
を
扱
え
な
い
点
に
岡
崎
の
文
芸
学
の
決
定
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。
岡
崎
の
言
う
象

徴
の
問
題
は
言
語
連
鎖
よ
り
も
む
し
ろ
言
の
文
脈
、
情
調
、
範
列
的
広
が
り
に
左
右
さ
れ
る
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
様
式
と
し
て
型
を
連
結
・
複
雑
化
さ
せ
た
作
品
の
場
合
、
そ
れ
は
も
は
や
基

本
的
な
様
式
に
は
還
元
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
様
式
の
認
識
と
い
う
単
純
化
に
対
し
て
は
具
象

化
に
よ
る
個
別
性
が
対
比
さ
れ
る
が
、
様
式
と
い
う
認
識
は
個
別
性
を
捨
象
し
、
作
品
群
を
無
名

化
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
現
に
岡
崎
の
結
論
で
は
様
式
と
い
う
型
の
み
が
提
示
さ
れ
、
文
芸
の

梗
概
な
ど
の
継
起
性
で
さ
え
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。「
崇
高
」
や
「
優
美
」
と
い
っ
た
少
数
の
美
的

観
念
を
導
入
し
た
だ
け
で
は
補
完
と
し
て
は
不
徹
底
で
あ
ろ
う
。
現
状
の
文
芸
に
お
い
て
美
や
愛

だ
け
で
な
く
悪
や
醜
、
不
条
理
等
の
多
様
な
あ
り
方
を
含
む
の
も
、
存
在
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た

あ
り
方
で
は
な
く
具
象
的
存
在
者
の
時
間
性
を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

視
野
を
よ
り
広
く
す
れ
ば
、
言
に
纏
わ
る
非
言
語
的
な
要
素
が
作
品
読
解
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
言
は
決
し
て
音
や
文
字
と
い
っ
た
物
理
性
を
排
除
し
き
れ
な
い
。
そ
の

記
録
の
さ
れ
方
、
形
態
自
体
も
そ
れ
が
学
と
し
て
存
立
し
て
い
る
よ
う
に
多
く
の
情
報
を
含
ん
で

い
る
。
こ
れ
ら
の
内
に
含
ま
れ
る
要
因
は
決
し
て
少
な
く
も
な
く
、
影
響
力
が
弱
い
の
で
も
な
い
。

直
観
的
把
握
を
強
調
す
る
ほ
ど
逆
に
こ
の
問
題
は
重
視
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

ま
た
文
芸
の
自
律
的
展
開
の
説
明
の
た
め
に
岡
崎
の
援
用
す
る
「
文
芸
意
志
」「
芸
術
意
志
」
は

Ａ
・
リ
ー
グ
ル
等
の
美
術
史
の
「
芸
術
意
思

（

８

）

（K
u

n
stw

o
llen

）
」
か
ら
想
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
存
在
は
具
体
的
に
は
証
明
で
き
な
い
。
論
理
的
に
は
他
に
説
明
を
考
え
つ
か
な
か
っ
た
の
で

個
々
の
作
家
を
捨
象
し
た
文
芸
の
基
底
と
し
て
「
文
芸
意
志
」
と
い
う
概
念
を
安
易
に
導
入
し
、

つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
も
当
然
あ
ろ
う
。「
文
芸
意
志
」
が
研
究
史
の
中

で
具
体
例
か
ら
帰
納
的
に
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
具
体
的
存
在
者
を
除
外
し
た

「
文
芸
意
志
」
自
体
の
自
律
的
展
開
と
い
う
こ
と
も
お
よ
そ
あ
り
え
ず
、「
文
芸
意
志
」
は
あ
く
ま

で
も
具
体
的
な
人
間
の
行
為
の
集
積
の
結
果
と
し
て
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
だ

け
で
あ
る
。 

こ
れ
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
未
分
節
の
事
象
か
ら
そ
の
一
部
を
言
と
し
て
分
節
化
し
、
そ

れ
を
深
化
さ
せ
て
文
芸
と
い
う
概
念
が
断
続
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
も
考
え
う
る
。
仮
に
そ
う

だ
と
す
れ
ば
お
そ
ら
く
そ
れ
は
多
元
発
生
的
な
進
化
・
伝
播
で
あ
ろ
う
し
、
文
字
媒
体
の
獲
得
を

も
経
て
、
今
後
も
な
お
文
芸
の
概
念
は
変
容
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 

 

三 

言
の
時
間
性
が
文
芸
事
象
の
出
来
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
す
れ
ば
普
遍
性
の
側
に
な
い
時

間
性
の
問
題
は
そ
の
長
短
に
関
係
な
く
人
間
の
営
為
の
歴
史
性
の
側
に
引
き
寄
せ
る
し
か
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
文
芸
が
直
観
的
に
把
握
で
き
る
超
時
間
的
な
機
構
な
の
で
は
な
く
、

作
者
が
そ
こ
に
時
間
性
を
封
じ
込
め
た
構
成
体
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
文
芸
史
は
そ
う
し

た
時
間
的
要
請
の
も
と
に
岡
崎
の
言
う
普
遍
性
に
抗
し
て
構
築
さ
れ
る
研
究
で
あ
る
。 

一
般
文
芸
学
の
可
能
性
を
拓
く
た
め
に
は
Ｒ
・
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の

論
（
９
）

を
踏
ま
え
た
音
と
意
味
の

二
重
分
節
と
図
式
化
さ
れ
た
象
面
の
層
序
の
意
味
統
一
と
し
て
の
作
品
構
造
の
研
究
に
と
ど
ま
ら

ず
、
文
芸
の
図
式
的
象
面
に
時
間
性
を
導
入
し
意
味
を
補
填
す
る
機
構
を
作
品
に
内
包
さ
れ
た
時

間
性
の
側
か
ら
探
求
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
文
芸
事
象
の
具
象
化
の
た
め
の
物
理
的
時

間
の
諸
相
で
は
な
く
文
芸
作
品
自
体
に
内
在
す
る
時
間
性
こ
そ
が
重
要
と
な
ろ
う
。
そ
こ
に
は
歴

史
社
会
的
身
体
性
を
具
備
し
た
存
在
者
の
刻
印
が
必
ず
内
包
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
歴
史
社

会
的
文
脈
に
お
け
る
作
品
の
美
的
価
値
を
機
能
的
に
位
置
づ
け
る
美
的
現
象
の
社
会
学
な
ら
ば
プ

ラ
ー
グ
学
派

（
１
０
）

が
す
で
に
確
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
対
象
の
具
象
化
の
「
過

程
」
と
し
て
の
時
間
で
は
な
く
、
言
の
通
時
態
と
し
て
の
作
品
に
す
で
に
内
包
さ
れ
て
い
る
「
言

の
時
間
性
（d

ie Z
eitlich

k
eit d

er 
R

e （
１d

e １
）

）
」
の
多
様
な
あ
り
方
の
探
求
の
必
要
性
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
の
多
様
な
継
起
性
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
単
独
の
音
の
現
象
か
ら
混
乱
の
間
際

の
思
惟
の
屈
曲
、
破
綻
に
至
る
ま
で
歴
史
社
会
的
身
体
性
と
関
わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
文
芸
の
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梗
概
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
図
式
と
い
う
あ
り
方
は
対
照
・
連
鎖
と
い
っ
た
単
純
な
も
の

や
象
徴
の
よ
う
な
気
分
・
情
調
を
除
く
と
具
体
的
に
は
想
像
し
に
く
い
。
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
図
式
の

没
時
間
性
は
現
代
の
歴
史
観
と
比
較
す
る
と
あ
ま
り
に
懸
隔
が
あ
る
。
む
し
ろ
図
式
で
は
な
く
、

作
品
構
成
に
時
間
性
を
導
入
し
継
起
性
を
骨
子
と
し
た
梗
概

（
１
２
）

と
し
て
把
握
し
た
方
が
長
短
を
考
慮

し
つ
つ
作
品
に
対
し
て
段
階
的
な
接
近
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
時
間
性
が
作
品
に
対
し
て

外
在
的
で
あ
れ
ば
作
品
を
直
観
的
に
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
に
内
包
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
具
象
化
す
る
過
程
で
は
な
く
、
作
品
そ
れ
自
体
が
す
で
に
時
間
性
の
体
現
で
あ
る
こ
と
に
な

る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
語
の
梗
概
や
過
不
足
な
く
縮
約
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
詩
の
展
開
に

具
体
的
に
窺
え
る
。
お
よ
そ
文
の
単
位
を
上
限
と
す
る
言
語
学
と
、
大
量
の
文
章
を
扱
う
文
芸
学

と
で
は
連
続
し
つ
つ
も
時
間
性
の
意
味
・
役
割
は
異
な
る
。
少
な
く
と
も
文
芸
に
と
っ
て
時
間
性

は
無
視
す
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
作
が
評
価
さ
れ
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。 

時
間
性
は
連
続
面
に
お
け
る
差
異
か
ら
断
裂
に
至
る
事
象
の
焦
点
化
に
お
い
て
出
来
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
断
裂
と
連
続
性
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
具
体
的
に
は
物
理
的
長

短
は
も
と
よ
り
伸
縮
や
断
裂
と
い
っ
た
抵
抗
感
を
伴
う
意
識
、
ま
た
線
条
性
、
網
状
性
と
い
っ
た

主
体
に
お
け
る
時
間
意
識
の
拡
張
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
線
条
性
は
必
ず
し
も
直
線
的
で
あ
る
必
要

は
な
く
、
網
状
性
も
規
則
的
で
は
な
く
不
定
形
に
外
部
へ
と
広
が
っ
て
行
く
意
識
で
あ
る
。
高
揚
、

継
起
、
対
峙
と
い
う
あ
り
方
が
時
間
の
推
移
、
膠
着
、
停
止
を
決
定
し
て
ゆ
く
。
ま
た
、
断
片
性

も
ま
た
そ
う
し
た
時
間
性
の
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。 

実
体
と
し
て
の
作
品
と
異
な
り
関
係
概
念
と
し
て
の
文
芸
的
価
値
は
、
岡
崎
が
述
べ
る
「
絶
対

的
価
値
」
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
永
続
性
を
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明

記
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
よ
う
な
普
遍
史
に
基
づ
く
美
学

は
歴
史
主
義
以
降
の
文
芸
学
で
は
通
用
し
え
な
い
。
文
芸
学
は
そ
の
始
発
を
展
望
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
時
代
の
学
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
遡
及
的
理
解
と
未
来
展
望
が
同
時
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
歴
史
美
学
は
日
常
性
の
破
局
に
よ
っ
て
起
こ
る
時
間
性
の
変
容
を

歴
史
性
と
し
て
把
握
し
、
文
芸
的
価
値
規
範
の
更
新
、
再
認
識
の
契
機
と
す
る
。 

こ
こ
で
は
文
芸
的
価
値
を
有
用
性
、
固
有
性
、
規
範
性
、
代
補
性
の
時
間
内
相
関
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
文
芸
の
多
方
向
的
序
列
と
述
べ
て
お
く
。
歴
史
的
思
惟
に
お
い
て
文
芸
的
価
値
は
発
展

す
る
か
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
も
と
よ
り
文
芸
の
「
発
展
」
と
は
何
か
と
い
う
定
義
も
確
立
し
て

い
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
文
芸
の
技
術
的
な
側
面
で
の
「
進
化
」
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
そ
の

ま
ま
先
後
関
係
に
お
け
る
価
値
意
識
を
含
む
発
展
と
い
う
認
識
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
古
代
の
作
品
よ
り
現
代
の
作
品
の
方
が
技
巧
的
に
は
洗
練
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
美
的
価
値
ま
で
も
が
優
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
技
法

は
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
傑
作
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
か
否
か
は
別
の
次

元
の
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
の
意
味
で
文
芸
総
体
を
発
展
史
と
し
て
理
解
す
る
の
は
文
芸
史
の
現
状

認
識
と
は
相
容
れ
な
い
考
え
で
あ
る
。
同
時
に
文
芸
的
価
値
は
普
遍
的
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
具
体
的
な
文
化
共
有
者
に
と
っ
て
の
歴
史
的
規
範
に
即
し
た
文
芸
と
の
交
互
作

用
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
歴
史
美
学
的
価
値
と
し
て
の
芸
術
性
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
る
感
性

の
変
容
・
落
差
、
あ
る
い
は
そ
の
対
極
の
同
一
化
の
出
来
に
依
拠
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
否
定
性

の
美
学
と
同
一
化
の
美
学
と
は
連
続
す
る
も
の
の
両
極
の
関
係
に
あ
る
。 

そ
の
場
合
に
多
く
見
ら
れ
る
現
実
描
写
の
精
緻
さ
の
意
義
は
実
体
の
具
象
性
と
関
わ
ろ
う
と
す

る
か
否
か
と
い
う
作
品
の
方
向
性
に
左
右
さ
れ
る
。
現
実
と
の
近
似
性
の
如
何
は
素
朴
、
簡
勁
か

ら
成
熟
、
形
骸
化
、
超
現
実
と
し
て
美
的
価
値
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
過
不
足
な
く
表

現
さ
れ
る
現
実
描
写
が
あ
る
一
方
で
、
対
象
の
焦
点
化
の
多
様
性
や
現
実
世
界
に
要
素
を
加
除
す

る
こ
と
で
虚
構
も
生
じ
る
。
た
と
え
一
要
素
で
あ
ろ
う
と
過
少
も
過
剰
も
現
在
の
持
つ
体
系
性
を

変
容
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
空
想
で
あ
る
は
ず
の
設
定
の
中
に
既
知
の
事
物
性
や
人
物
性
が

見
出
さ
れ
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
る
。
実
際
に
は
「
他
者
」
と
い
え
ど
も
理
解
の
範
囲
内
に
収

ま
っ
て
し
ま
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
理
解
を
超
え
る
存
在
を
形
象
化
す
る
こ
と
は
至
難
で

あ
る
。 

時
間
性
の
緩
急
も
共
同
体
・
文
化
規
範
に
よ
っ
て
一
定
範
囲
に
変
動
す
る
一
方
で
言
語
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
物
理
的
意
味
で
の
作
品
自
体
の
時
間
性
は
一
定
程
度
固
定
さ
れ
て
い
る
。
広
義
の

美
的
価
値
が
歴
史
的
認
識
で
あ
る
こ
と
も
文
化
的
な
抗
争
に
よ
る
価
値
規
範
の
変
動
が
し
ば
し
ば

起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
必
ず
「
広
義
の
」
と
断
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
文
芸
の
美
的
価
値
は
多
様
化
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
一
例
で
あ
る
が
、
岡
崎
が

「
死
を
め
ぐ
る

美
（
１
３
）

」
で
述
べ
て
い
る
の
は
美
醜
を
あ
え
て
狭
義
の
美
の
範
疇
で
把
握
し
よ
う
と

し
た
死
の
美
化
で
あ
り
、
死
を
美
に
つ
い
て
の
み
着
目
し
て
論
じ
る
こ
と
は
時
代
の
基
層
に
あ
る

不
浄
観
・
無
常
観
に
鑑
み
る
な
ら
ば
あ
ま
り
に
非
歴
史
的
・
感
傷
的
で
あ
る
。
時
間
に
纏
わ
る
不

浄
観
・
無
常
観
と
い
う
思
惟
の
規
範
は
桎
梏
に
変
化
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
対
峙
す
る

別
な
規
範
が
登
場
す
る
。
規
範
相
互
の
抗
争
は
必
ず
し
も
一
方
的
な
終
結
を
伴
う
も
の
で
も
な
く
、

作
品
の
新
た
な
集
合
相
や
そ
れ
に
と
も
な
う
二
次
的
集
合
相
を
形
成
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
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文
芸
の
歴
史
性
を
考
え
る
際
、
予
定
調
和
的
な
統
一
的
世
界
は
必
ず
し
も
前
提
と
さ
れ
て
い
な

い
し
、
系
譜
学
で
あ
る
必
要
も
な
い
。
ま
た
、
対
象
と
す
る
同
類
の
個
体
数
が
非
常
に
少
な
く
、

作
品
の
一
回
性
の
問
題
を
い
か
に
内
在
的
に
究
明
す
る
か
も
問
題
と
な
る
。
形
態
的
な
特
徴
を
分

類
基
準
と
す
る
場
合
、
作
品
数
が
少
な
い
た
め
偶
然
的
変
異
ま
で
も
重
視
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い

こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
作
品
の
形
態
的
類
似
性
と
言
の
歴
史
的
特
性
に
つ
い
て
は

乖
離
す
る
こ
と
も
多
い
。
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
収
斂
進
化
的
様
相
も
帯
び
る
。
確
か
に
土
居
光
知

も
論
じ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
周
期
性

（
１
４
）

と
は
形
態
上
の
類
似
性
に
基
づ
い
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し

類
似
す
る
か
ら
に
は
何
ら
か
の
共
通
の
条
件
が
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

文
芸
が
音
楽
の
音
階
と
長
短
を
指
定
す
る
音
符
と
類
似
し
、
言
の
意
味
の
広
が
り
、
言
の
分
量

も
演
奏
の
音
の
質
と
強
弱
に
対
応
す
る
点
が
あ
る
。
諧
調
に
つ
い
て
も
文
芸
で
は
い
く
つ
か
の
意

味
系
列
が
並
走
す
る
こ
と
と
類
似
す
る
。
文
芸
が
音
楽
同
様
に
時
間
芸
術
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最

長
最
短
の
幅
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
そ
れ
に
も
限
度
が
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
作

品
構
成
に
従
っ
て
時
間
性
は
作
品
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
言
に

よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
限
り
時
間
性
の
存
在
を
無
視
し
て
文
芸
構
造
の
み
を
対
象
化
し
文
芸
的
価

値
を
普
遍
的
で
あ
る
と
言
明
す
る
の
は
謬
見
で
あ
ろ
う
。
文
芸
機
構
は
い
わ
ば
柔
軟
な
構
造
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
時
間
性
の
長
短
に
つ
い
て
は
有
意
性
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
幅
が
内
在
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
歴
史
的
文
脈
の
中
で
の
諸
解
読
の
対
比
を
経
な
け
れ
ば
、
も
し

く
は
密
か
に
他
の
作
品
と
の
対
比
を
裏
面
に
滑
り
込
ま
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
美
的
価
値
認
識
の
端

緒
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
価
値
評
価
で
は
な
く
価
値
認
識
と
す
る
の
は
後
者
が
比
較
に
よ
っ
て

生
じ
る
優
劣
の
争
い
を
避
け
、
共
有
可
能
性
を
追
求
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
比
較
の
可
能
性
は
そ

の
基
盤
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
差
異
だ
け
で
な
く
理
論
的
な
意
味
で
の
何

ら
か
の
同
一
性
を
見
出
す
歴
史
美
学
的
価
値
認
識
に
も
関
心
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

四 

作
品
（
構
造
主
義
的
な
意
味
を
避
け
る
た
め
こ
こ
で
は
「
テ
ク
ス
ト
」
で
は
な
く
あ
え
て
「
作

品
」
と
す
る
。
）
に
「
内
包
さ
れ
た
読
者(

d
er im

p
lizite 

L
eser

（
１
５
）

）
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
作
品
に

内
包
さ
れ
た
言
の
時
間
性
を
通
し
た
徴
表
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
作
品
に
内
包
さ
れ
た
読
者
と

い
う
時
の
「
読
者
」
が
明
ら
か
に
現
実
の
人
間
と
は
異
な
り
非
現
実
的
・
断
片
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
眠
い
と
書
か
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
眠
さ
を
示
す
解
釈
徴
表
に
沿
っ
て
読
む
の
で
あ
っ
て
、

実
際
に
眠
い
語
り
手
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
象
化
さ
れ
た
形
象
は
身
体
的
・
歴
史
社
会
的
に

限
定
さ
れ
た
存
在
者
が
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、「
作
品
に
内
包
さ
れ
た
読
者
」
に
同
一
化
・
抽
象

化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
。
両
者
が
二
重
化
さ
れ
た
時
に
生
身
の
読
者
は
一
次
元
狭
い
読
解
を
強
い

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
家
と
作
品
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
作
品
と
読
者
に
も
物
理
的
区
別
が
あ

る
。
か
つ
て
作
中
人
物
論
が
そ
の
限
界
を
示
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
を
も
含
む
作
中
人
物
が
有
機

体
で
は
な
い
こ
と
を
忘
失
し
て
は
な
ら
な
い
。
作
中
人
物
が
こ
う
思
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
理

解
は
誤
り
で
あ
る
。
書
か
れ
た
こ
と
以
外
に
作
中
人
物
が
何
か
を
考
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
モ

デ
ル
が
あ
る
の
で
な
い
限
り
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
。
一
例
と
し
て
、
本
居
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は

れ
」
論
を
質
的
に
拡
張
さ
せ
た
岡
崎
義
恵
「
光
源
氏
の
道
心

（
１
６
）

」
に
言
う
「
体
験
欲
」
は
表
現
と
し

て
そ
う
理
解
で
き
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
作
中
人
物
が
実
際
に
欲
望
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。 

作
品
に
内
包
さ
れ
て
い
る
作
中
人
物
や
い
わ
ゆ
る
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
は
有
機
体
で
は
な
く

機
能
な
の
で
あ
っ
て
、
指
示
語
や
接
続
詞
と
い
っ
た
単
純
な
言
に
も
見
ら
れ
る
時
間
性
に
即
し
た

言
に
よ
る
諸
徴
表
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
作
品
を
構
築
す
る
諸
指
標
を
も
と
に
設
定
さ
れ
る
。

指
標
の
内
実
に
つ
い
て
は
「
文
芸
史
の
可
能
性

（
１
７
）

」
に
お
い
て
私
案
を
提
示
し
て
お
い
た
が
必
ず
し

も
そ
れ
に
拘
泥
す
る
も
の
で
は
な
い
。
作
品
は
読
者
に
と
っ
て
現
実
か
ら
の
逸
脱
を
含
む
固
有
の

世
界
を
言
語
体
験
す
る
た
め
に
作
家
が
設
定
し
た
諸
徴
表
の
一
秩
序
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

現
実
の
読
者
は
有
限
で
あ
り
な
が
ら
も
い
わ
ゆ
る
「
作
品
に
内
包
さ
れ
た
読
者
」
よ
り
は
る
か

に
複
雑
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
第
一
節
の
問
い
の
場
で
も
や
や
具
体
的
に
言
及
し
た
。
生

身
の
読
者
に
は
固
有
の
連
続
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
全
人
的
存
在
者
を
「
作
品
に
内
包
さ
れ
た
読

者
」
の
よ
う
に
人
間
の
定
義
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
単
純
化
・
抽
象
化
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い

し
、
通
俗
的
作
品
を
除
く
と
、
生
身
の
読
者
が
必
ず
し
も
予
定
調
和
的
に
作
品
に
沿
っ
て
意
味
を

具
象
化
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
作
品
に
没
頭
す
る
読
者
、
粗
雑
に
読
む
読
者
、
読
解
を

中
断
す
る
読
者
、
読
解
に
違
和
感
を
覚
え
て
読
解
を
放
棄
す
る
読
者
な
ど
具
体
的
で
多
様
な
読
者

を
一
律
に
抽
象
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
規
律
に
厳
し
く
従
う
作
品
内

在
解
釈
の
従
順
さ
・
調
和
（
無
矛
盾
性
）
の
追
求
と
異
な
り
、
現
実
の
読
者
は
必
ず
し
も
作
品
に

従
順
で
は
な
い
。
作
品
世
界
か
ら
抜
け
出
せ
ず
閉
塞
感
に
襲
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
中
に
は
具

象
化
す
る
主
体
の
歴
史
社
会
的
状
況
の
変
化
を
背
景
と
し
た
権
威
に
対
抗
す
る
解
釈
の
刷
新
、
い

わ
ゆ
る
強
い
読
み
も
あ
ろ
う
。
作
品
へ
の
期
待
と
記
憶
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
定
か
で
は
な
い
。
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有
限
な
存
在
者
に
す
べ
て
が
予
期
の
範
囲
で
あ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
し
、
作
品
の
始
発
か
ら

終
局
が
必
ず
し
も
見
通
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

  

結
語 

文
芸
事
象
は
創
作
受
容
行
為
の
最
小
限
の
合
意
事
項
と
し
て
の
文
芸
の
梗
概
以
上
に
分
節
化
さ

れ
た
作
品
を
読
者
が
諸
徴
表
に
即
し
て
形
象
化
す
る
こ
と
で
美
的
価
値
認
識
に
つ
な
が
る
。
文
芸

作
品
の
長
さ
に
合
わ
せ
た
形
象
化
の
た
め
に
必
要
と
な
る
内
的
時
間
性
は
直
観
的
把
握
以
前
に
前

提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
音
符
を
一
度
に
演
奏
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
音
楽

（
た
と
え
主
題
と
変
奏
と
し
て
把
握
し
て
も
意
味
を
変
更
せ
ず
一
定
以
上
に
伸
縮
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
）
と
同
様
、
物
理
的
に
長
編
小
説
を
瞬
時
に
形
象
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
そ

れ
を
行
え
ば
無
意
味
と
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
諸
要
素
の
非
同
一
的
な
集
合
と
し
て
の
時
間

的
契
機
が
内
在
し
て
い
る
。
非
同
一
性
の
あ
る
種
の
不
協
和
は
、
沈
黙
や
調
和
と
い
う
一
種
の
斉

整
な
状
態
を
超
え
て
す
べ
て
の
構
成
要
素
が
強
制
的
に
一
元
化
さ
れ
る
の
を
拒
む
、
と
い
う
意
味

で
少
数
者
を
抹
消
し
な
い
共
生
的
な
緩
や
か
さ
の
倫
理
性
に
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
表
現
の
自
由
も
必
ず
し
も
声
高
な
も
の
に
限
ら
ず
、
対
立
・
緊
張
・
融
和
と
し
て
微
視
的
権
力

作
用
が
表
現
に
纏
わ
り
つ
く
と
い
う
認
識
の
も
と
、
統
制
と
の
拮
抗
を
絶
え
ず
念
頭
に
置
く
こ
と

を
必
要
と
す
る
。 

文
芸
の
集
合
の
具
体
相
は
今
後
も
変
容
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
文
芸
学
は
問
い
に
よ
っ
て

隠
蔽
さ
れ
る
も
の
を
さ
ら
に
見
極
め
つ
つ
、
そ
の
変
容
を
注
視
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少

な
く
と
も
絶
え
ず
新
た
な
作
品
群
の
参
入
に
よ
っ
て
全
体
の
様
相
が
変
容
し
て
も
そ
れ
ら
が
言
語

の
よ
う
に
常
に
体
系
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
史
的
文
芸
学
の
よ
う
な
静
態
的
体

系
化
は
文
芸
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
硬
直
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。 

  

注 

 

（
１
）
文
芸
と
は
理
論
に
よ
っ
て
変
化
す
る
多
義
的
な
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
一
方
で
、

文
芸
研
究
の
方
法
論
と
文
芸
と
は
何
か
と
い
う
考
察
と
が
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
見
解
も
あ
る
。
例
え
ば
従
来
の
文
学
概
念
に
対
し
て
野
呂
康
「
序
説 

文
学
の
効
用

―
―
文
芸
事
象
の
歴
史
研
究
序
説
」（
文
芸
事
象
の
歴
史
研
究
会
編
『
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｈ
Ｌ 

文

学
の
使
い
方
を
め
ぐ
る
日
仏
の
対
話
』
吉
田
書
店 

平
成
２
９
・
２
）
は
そ
の
副
題
の

通
り
問
い
を
方
法
論
で
は
な
く
文
芸
事
象
の
歴
史
研
究
の
側
に
向
け
て
い
る
。
こ
の
論

と
並
行
し
て
Ｔ
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
『
文
学
と
い
う
出
来
事
』
大
橋
洋
一
訳 

平
凡
社 

平

成
３
０
・
４ 

E
ag

leto
n

, 
T

erry. 
T

h
e 

E
ven

t 
o

f 
 

L
itera

tu
re 

N
ew

 
H

av
en

 
an

d
 

L
o

n
d

o
n

 :Y
ale U

n
iv

ersity
 P

ress, 2
0

1
2
 

が
翻
訳
・
出
版
さ
れ
た
。
文
学
研
究
の
方
法 

 

論
で
は
な
く
「
文
学
と
は
何
か
」
が
日
本
で
も
再
び
話
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。
早
く
沼
野
充
義
「
世
界
（
文
学
）
と
は
何
か
？
」『
Ｕ
Ｐ
』
通
巻
３
８
７
号 

東

京
大
学
出
版
会 

平
成
１
７
・
１ 

が
Ｄ
・
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
世
界
文
学
の
指
針

を
紹
介
し
な
が
ら
「
要
す
る
に
特
定
の
国
の
文
学
で
は
な
く
、
文
学
そ
の
も
の

、
、
、
、
、
、
に
携
わ

り
た
い
と
思
っ
て
も
そ
の
場
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
「
世
界
文
学
」
の
地
平
を
自
力
で

切
り
拓
く
た
め
に
は
こ
の
へ
ん
の
見
直
し
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
だ
。
」
と

提
言
し
て
い
る
。 

（
２
）「
文
芸
事
象
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
渡
辺
仁
史
「
文
芸
史
の
可
能
性
」『
文
芸
史
の
可

能
性
―
―
平
安
文
芸
史
新
攷
―
―
』
新
典
社 

平
成
２
４
・
８ 

に
提
示
し
た
。 

（
３
）
岡
崎
義
恵
『
日
本
文
芸
学
新
論
』
宝
文
館 

昭
和
３
６
・
７ 

原
題
は
「
日
本
文
学

の
様
式
」
岩
波
書
店 

岩
波
講
座
日
本
文
学
史
第
十
六
巻 

昭
和
３
４
・
１ 

た
だ
し

そ
の
「
序
」
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。 

（
４
）
岡
崎
義
恵
『
史
的
文
芸
学
の
樹
立
』
宝
文
館 

昭
和
４
９
・
６ 

初
出
は
『
文
学
・

語
学
』
第
２
４
号 

昭
和
３
７
・
６ 

（
５
）
（
２
）
に
同
じ
。 

（
６
）
（
４
）
に
同
じ
。 

（
７
）
Ｅ
・
コ
セ
リ
ウ
『
一
般
言
語
学
入
門
』
第
２
版 

下
宮
忠
雄
訳
・
解
説 

三
修
社 

平
成
１
５
・
１
０ 

同
『
言
語
変
化
と
い
う
問
題
―
―
共
時
態
、
通
時
態
、
歴
史
―
―
』

田
中
克
彦
訳 

岩
波
書
店 

平
成
２
６
・
１
１ 

（
８
）
竹
内
敏
雄
編
修
『
美
学
事
典
』
増
補
版 

弘
文
堂 

昭
和
４
９
・
６ 

（
９
）In

g
ard

en
, R

o
m

an
. D

a
s litera

risch
e K

u
n

stw
erk

. T
ű

b
in

g
en

 :M
ax

 N
iem

ey
er, 1

9
7

2

（
初
版
は
１
９
３
１
年
）
邦
訳 

Ｒ
・
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
『
文
学
的
芸
術
作
品
』
瀧
内
槇 

 
 

雄
・
細
井
雄
介
訳 

勁
草
書
房 

昭
和
５
８
・
１
２ 

 

（
１
０
）
Ｊ
・
ム
カ
ジ
ョ
フ
ス
キ
ー
『
チ
ェ
コ
構
造
美
学
論
集
』
平
井
正
・
千
野
栄
一
訳 

 

せ
り
か
書
房 

昭
和
５
０
・
７ 

な
お
、
Ｆ
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
同
じ
く
Ｊ
・
ム
カ

ジ
ョ
フ
ス
キ
ー
も
そ
の
論
文
に
使
用
し
て
い
る
「
社
会
的
事
実
」
と
い
う
概
念
に
つ
い

て
は
田
中
克
彦
『
こ
と
ば
と
は
何
か
―
―
言
語
学
と
い
う
冒
険
』
筑
摩
書
房 

平
成
１

６
・
４ 
に
考
察
が
あ
る
。

 

 

一 

般 

文 

芸 

学 

の 

可 

能 

性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六 



- 22 - 

（
１
１
）H

eid
eg

g
er, M

artin
. S

ein
 u

n
d

 Z
eit. T

ü
b

in
g

en
 :M

ax
 N

iem
ey

er.1
9

6
7

（
初
版
は

１
９
２
７
年
）
邦
訳 

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）『
存
在
と
時
間
』
原
佑
・

渡
辺
二
郎
訳 

中
央
公
論
社 

昭
５
５
・
２ 

同
『
存
在
と
時
間
』
上
・
下 

細
谷
貞

雄
訳 

筑
摩
書
房 

平
成
６
・
６ 

（
１
２
）
そ
の
具
体
例
は
渡
辺
仁
史
「
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
の
試
み
―
―
作
品
の
時
間
性

の
定
位
を
め
ざ
し
て
―
―
」『
一
関
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第
５
３
号 

平

成
３
０
・
１
２ 

で
考
察
し
た
。 

（
１
３
）
岡
崎
義
恵
『
源
氏
物
語
の
美
』
宝
文
館 

昭
和
３
７
・
８ 

（
１
４
）
土
居
光
知
『
文
学
序
説
』
岩
波
書
店 

昭
和
２
・
２ 

（
１
５
）Iser, W

o
lfg

an
g

. D
er A

kt d
es L

esen
s. M

ű
n

ch
en

 :W
.F

in
k

, 1
9

9
0

（
初
版
は
１
９

７
６
年
）
邦
訳 

Ｗ
・
イ
ー
ザ
ー
『
行
為
と
し
て
の
読
書
―
―
美
的
作
用
の
理
論
―

―
』
轡
田
収
訳 

岩
波
書
店 
昭
和
５
７
・
３ 

（
１
６
）
岡
崎
義
恵
『
日
本
文
芸
学
』
岩
波
書
店 

昭
和
１
０
・
１
２ 

（
１
７
）
（
２
）
に
同
じ
。 

 
 

 
（
二
〇
一
九
年
九
月
二
七
日
受
理
） 

 

 

一 

関 

高 

専 

研 

究 

紀 

要 

 

第 

五 

四 

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七 


