
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
土
壌

響
き
合
う
こ
と
ば

佐
々
木
　
亜
紀
子

は
じ
め
に

　
夏
目
漱
石
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
執
筆
し
た
千
駄
木
の
住
居
は
、
現
在
愛
知
県
犬
山
市
の
明
治
村
に
移
築
さ
れ
、
「
森
鴎
外
．
夏
目
漱
石

住
宅
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
が
初
め
て
こ
の
住
居
を
見
学
し
た
の
は
小
学
校
へ
入
学
す
る
前
で
、
以
来
単
に
地
の
利
か
ら
幾
度

も
来
村
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
た
め
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
読
ん
だ
の
は
、
こ
の
住
居
を
す
で
に
記
憶
し
た
後
だ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
名

作
の
舞
台
に
行
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
作
品
を
読
む
よ
り
前
に
そ
の
場
所
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
よ
り
ほ
か
に
な

い
。
そ
の
意
味
で
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
関
し
て
は
、
得
が
た
い
体
験
を
し
て
い
る
と
思
う
。

　
住
居
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
斎
藤
阿
具
は
、
「
実
際
『
猫
』
に
書
い
て
あ
る
事
柄
を
良
く
了
解
す
る
に
は
、
僕
の
家
の
間
取
り
、
庭
園
、
四
囲
の

垣
根
、
隣
家
な
ど
の
関
係
を
知
る
事
が
甚
だ
必
要
で
あ
る
。
此
点
に
於
て
、
僕
は
普
通
の
読
者
よ
り
も
此
書
（
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
指
す
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

引
用
者
注
）
に
遥
に
深
く
興
味
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
わ
た
し
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
家
に
関
す
る
体
験
も
こ
れ
に

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
読
ま
れ
た
文
章
会
（
山
会
）
の
人
々
に
と
っ
て
も
同
じ
だ
ろ
う
。
猫
が
「
も
ぐ
り
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん
だ
」
「
竹
垣
の
崩
れ
た
穴
」
や
主
人
が
終
日
「
這
入
つ
た
ぎ
り
」
（
一
）
の
書
斎
が
、
既
知
の
場
所
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
面
白
さ
が
一
層
加
味
さ
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れ
た
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
一
）
を
読
む
限
り
、
千
駄
木
の
住
居
を
特
定
す
る
こ
と
ば
は
な
い
。
「
鼻
の
下
の
黒
い
毛
を

撚
」
る
「
神
経
胃
弱
性
」
の
「
教
師
」
が
夏
目
金
之
助
で
あ
る
と
も
書
い
て
い
な
い
。
し
か
し
山
会
の
出
席
者
は
そ
の
教
師
が
漱
石
で
あ
り
、

そ
の
場
所
は
千
駄
木
の
住
居
だ
と
想
像
し
な
い
は
ず
が
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
、
山
会
の
面
々
が
知
悉
の
場
所
を
想
定
し
て
読
む
こ
と
を
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
は
意
識
し
て
い
た
と
言
い
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
架
空
の
場
所
で
は
な
く
、
あ
の
実
在
の
住
居
を
意
識
し
つ
つ
読
む
こ
と
を

予
想
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
一
回
読
み
き
り
の
心
積
も
り
ゆ
え
に
大
胆
に
山
会
で
の
評
価
に
ね
ら
い
を
定
め
た
結
果
で
あ
る
と
か
、
漱
石
の

常
套
的
な
〈
楽
屋
落
ち
〉
で
あ
る
と
し
て
片
付
け
な
い
で
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
〈
対
話
性
〉
と
し
て
こ
こ
で
は
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

一、

O
在
す
る
も
の
と
の
共
同
性

　
亀
井
秀
雄
は
三
遊
亭
円
朝
の
『
牡
丹
燈
籠
』
に
つ
い
て
、
寄
席
で
の
語
り
の
「
聞
き
手
」
と
、
若
林
甜
蔵
ら
の
速
記
を
文
章
化
し
た
も
の
を

「
読
む
立
場
」
と
の
差
異
を
考
察
す
る
な
か
で
、
円
朝
が
何
日
か
け
て
語
っ
た
か
、
ど
こ
で
語
っ
た
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
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も
し
円
朝
が
自
分
の
語
る
場
所
と
の
関
係
で
こ
れ
ら
の
土
地
を
舞
台
に
選
ん
だ
と
す
れ
ば
、
し
か
も
学
生
の
聞
き
手
を
意
識
し
、
阿
露

の
幽
霊
を
出
現
さ
せ
る
に
当
っ
て
も
そ
の
場
所
の
聴
衆
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
べ
く
「
其
内
上
野
の
夜
の
八
ツ
の
鐘
が
ボ
ー
ン
と
忍
ヶ

岡
の
池
に
響
き
、
向
ヶ
岡
の
清
水
の
流
れ
る
音
が
そ
よ
そ
よ
と
聞
こ
え
」
（
第
八
回
）
「
其
内
八
ツ
の
鐘
が
ボ
ー
ン
と
不
忍
の
池
に
響
て
聞

　
マ
こ

へ
る
に
」
（
第
十
回
）
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
選
ん
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
の
寄
席
は
池
の
端
の
吹
抜
亭
だ
っ
た
と
判
断
す
る
の
が

最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
と
い
う
概
念
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
こ
の
語
り
に
お
け
る
「
内
包
さ
れ
た
場
所
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

り
「
聞
き
手
」
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぐ
ザ

　
「
根
岸
の
子
規
旧
庫
で
」
の
山
会
も
ま
た
聞
き
手
を
前
に
朗
読
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
「
序
〔
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
中
編
自
序
〕
」
に
あ
る
よ

う
に
「
余
も
亦
「
猫
」
を
碍
頭
に
献
じ
て
、
往
日
の
気
の
毒
を
五
年
後
の
今
日
に
晴
さ
う
と
思
ふ
」
と
い
う
子
規
へ
の
哀
悼
も
重
ね
ら
れ
て
、

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
子
規
を
含
め
た
山
会
で
の
聞
き
手
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
。
千
駄
木
の
住
居
と
山
会
と
は
ま
さ
に
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
（
一
）
に
お
け
る
「
内
包
さ
れ
た
場
所
」
と
「
内
包
さ
れ
た
聞
き
手
」
で
あ
る
。
ミ
ハ
イ
ル
・
パ
フ
チ
ン
な
ら
ば
そ
れ
を
「
隠
さ
れ
た
対
話

　
　
う
　

関
係
」
と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
「
序
〔
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
（
上
編
）
自
序
〕
」
に
は
「
此
書
は
趣
向
も
な
く
、
構
造
も
な
く
、
尾
頭
の
心
元
な
き
海
鼠
の
様
な
文
章
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
　
　

と
あ
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
漱
石
が
ロ
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
紹
介
し
た
文
と
酷
似
し
て
い
る
が
、
そ
の

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
イ
』
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
イ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ル
タ
ー
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
出
来
事
を
整
合
的
に
語
っ
た
だ
け
の
伝
統
的
な
小
説
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

伝
統
的
な
印
刷
に
よ
る
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
技
術
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
し
か
た
に
対
す
る
攻
撃
で
も
あ
る
の
だ
。
（
中
略
）

読
者
と
の
対
話
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
ン
は
印
刷
の
当
り
前
の
使
い
方
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
遊
び
に
満
ち
た
し

か
た
で
ス
タ
ー
ン
は
、
読
者
が
読
者
と
し
て
安
閑
と
し
た
位
置
に
座
っ
て
い
な
い
で
物
語
を
つ
く
り
あ
げ
る
責
任
の
一
端
を
担
う
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ソ

呼
び
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
ボ
ル
タ
ー
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
イ
』
の
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
し
か
た
」
を
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
読

者
と
の
対
話
に
こ
だ
わ
る
こ
と
」
に
発
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
も
ま
た
「
読
者
と
の
対
話
」
が
横
溢
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

　
た
と
え
ば
橋
口
貢
か
田
口
俊
一
が
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
る
「
某
画
家
か
ら
の
年
始
状
」
や
ル
イ
・
ウ
ェ
イ
ン
の
画
と
推
定
さ
れ
る
「
旧
門
下



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

生
」
か
ら
の
「
猫
ぢ
や
く
を
躍
つ
て
居
る
」
（
二
）
絵
は
が
き
（
図
参
照
）
が
細
か
に
言
及
さ
れ
た
箇
所
に
は
、
現
実
の
は
が
き
の
送
り
手
で

あ
る
「
某
画
家
」
や
「
旧
門
下
生
」
と
の
「
対
話
」
が
み
ら
れ
る
。
「
吾
輩
の
写
真
を
送
つ
て
呉
れ
と
手
紙
で
依
頼
し
た
男
」
や
「
岡
山
の
名
産

吉
備
団
子
を
態
々
我
輩
の
名
宛
で
届
け
て
呉
れ
た
人
」
（
三
）
の
な
ど
も
、
実
在
の
人
物
と
の
「
遊
び
に
満
ち
た
し
か
た
」
で
の
「
対
話
」
の
可

能
性
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
そ
れ
は
家
族
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
子
供
た
ち
は
、
猫
が
寝
床
へ
入
っ
た
と
い
っ
て
泣
き
、
幼
稚
園
か
ら
「
帰
る
と

唱
歌
を
歌
つ
て
、
毬
を
つ
い
て
、
時
々
」
猫
を
「
尻
尾
で
ぶ
ら
下
げ
」
（
一
）
た
り
、
壼
か
ら
砂
糖
を
お
皿
に
山
盛
り
に
し
た
り
（
二
）
、
雑
巾

で
顔
を
拭
い
て
「
御
茶
の
味
噌
の
女
学
校
へ
行
つ
た
り
」
（
十
）
と
大
変
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
家
計
の
窮
状
も
の
ち
に
『
道
草
』
（
二
十
）
で
語
ら

れ
る
よ
う
な
陰
湿
な
言
い
争
い
や
探
り
合
い
で
は
な
く
、
気
楽
そ
う
な
や
り
取
り
と
な
っ
て
お
り
、
あ
と
に
は
迷
亭
に
「
苦
沙
弥
君
杯
は
道
楽

は
せ
ず
、
服
装
に
も
構
は
ず
、
地
味
に
世
帯
向
き
に
出
来
上
つ
た
人
で
さ
あ
」
（
三
）
と
弁
護
さ
せ
て
い
る
。
事
実
が
ど
う
で
あ
れ
、
こ
こ
に
は

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
目
に
す
る
で
あ
ろ
う
実
在
の
家
人
へ
の
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
い
い
か
え
れ
ば
家
族
と
の
「
対
話
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
次
第
に
話
題
は
文
壇
へ
も
及
び
、
高
浜
虚
子
（
六
）
、
上
田
敏
（
六
）
、
大
町
桂
月
（
七
、
八
）
と
の
「
対
話
」
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
く
。

特
に
桂
月
に
ふ
れ
て
い
る
部
分
は
、
『
太
陽
』
（
一
九
〇
五
・
一
二
）
に
書
か
れ
た
桂
月
の
「
批
評
」
と
の
〈
対
話
性
〉
と
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら

　
ハ
ユ

な
い
。
そ
れ
は
桂
月
へ
の
単
な
る
〈
楽
屋
落
ち
〉
に
類
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
は
な
く
、
桂
月
の
「
批
評
」
へ
の
〈
挨
拶
〉
で
あ
る
。
『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』
が
外
在
す
る
も
の
や
こ
と
ば
と
の
共
同
性
の
な
か
で
生
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
共
振
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
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二
、
慣
習
と
し
て
の
添
削

共
同
性
と
い
う
こ
と
で
は
、
添
削
と
い
う
慣
習
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
一
）
は
虚
子



の
削
除
と
修
正
と
そ
し
て
題
名
決
定
と
を
経
た
う
え
で
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
虚
子
に
よ
れ
ば
、
漱
石
が
「
未
だ
文
章
に
就
い
て

確
か
な
自
信
が
な
く
寧
ろ
私
を
以
っ
て
作
文
の
上
に
は
一
日
の
長
あ
る
も
の
と
し
て
お
っ
た
」
か
ら
、
「
気
の
つ
い
た
欠
点
は
言
っ
て
く
れ
う
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

言
っ
て
添
削
を
受
け
入
れ
、
「
大
概
私
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
は
抹
殺
し
た
り
、
書
き
改
め
た
り
」
し
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
紅
野
敏
郎
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
「
猫
」
の
第
一
回
は
、
あ
る
意
味
で
は
漱
石
と
虚
子
の
合
作
め
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
が
、

高
橋
英
夫
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
「
有
力
な
寄
稿
家
」
に
す
で
に
な
っ
て
い
た
漱
石
に
虚
子
が
添
削
し
た
こ
と
を
、
「
介
入
」
と
し
て
問
題
視
し

た
。
そ
し
て
高
橋
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
漱
石
が
「
自
分
の
書
い
た
も
の
が
い
か
な
る
形
を
し
て
見
え
、
い
か
な
る
言
葉
の
流
れ
を
形
づ
く
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
、
荘
漠
と
し
た
不
安
が
あ
っ
た
」
か
ら
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
重
要
な
の
は
高
橋
が
言
及
す
る
「
他
人
に

よ
る
改
訂
変
更
を
こ
だ
わ
り
な
し
に
は
受
け
入
れ
に
く
い
心
理
」
や
「
近
代
的
著
作
権
に
も
抵
触
す
る
と
い
う
意
識
」
を
漱
石
が
ど
の
程
度
も
っ

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紅
野
謙
介
の
い
う
「
急
速
に
産
業
と
し
て
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
た
出
版
資
本
の
な
か
で
商
習
慣
の
ル
ー

　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
6
）

ル
が
未
確
立
」
と
い
う
状
況
も
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
。
し
か
し
漱
石
自
身
が
「
兎
に
角
尤
も
だ
と
思
つ
て
書
き
直
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

虚
子
宛
書
簡
に
「
猫
は
一
返
君
に
よ
ん
で
も
ら
う
積
り
で
」
と
あ
る
よ
う
に
、
納
得
し
て
添
削
を
受
け
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
た
と
え
ば
『
漱
石
全
集
　
第
十
七
巻
』
に
「
子
規
に
送
り
た
る
句
稿
」
と
あ
る
本
文
も
同
じ
よ
う
な
事
情
に
あ
る
。
坪
内
稔
典
は
「
全
集
の

本
文
に
な
っ
て
い
る
子
規
の
添
削
句
は
、
実
は
漱
石
と
子
規
が
共
同
で
作
っ
た
も
の
だ
」
と
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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近
代
の
文
学
は
作
者
と
い
う
個
ル
の
表
現
と
し
て
成
立
す
る
。
個
人
の
表
現
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
考
え
た
ら
、
俳
句
は
ど
う
も
近
代

的
で
は
な
い
。
（
中
略
）
俳
句
は
そ
れ
自
体
で
は
完
結
で
き
ず
、
つ
ま
り
作
者
の
純
粋
な
自
己
表
現
と
し
て
は
完
結
で
き
ず
、
他
者
（
読
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

が
補
完
的
に
参
入
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
こ
う
い
う
俳
句
の
性
格
を
私
は
片
言
性
と
呼
ん
で
い
る
　
　
。

坪
内
に
よ
れ
ば
、
添
削
と
し
て
「
他
者
（
読
者
）
が
補
完
的
に
参
入
」
し
、
言
表
主
体
を
厳
密
に
問
わ
な
い
あ
り
方
が
句
会
で
は
自
明
視
さ



れ
、
「
共
同
で
作
っ
た
」
こ
と
は
「
俳
句
の
性
格
」
に
由
来
す
る
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
子
規
の
句
会
に
縁
あ
る
山
会
に
出
さ
れ
る
も
の
が
添

削
さ
れ
る
こ
と
に
、
「
受
け
入
れ
に
く
い
心
理
」
や
「
近
代
的
著
作
権
」
を
問
う
の
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
漱
石
は
閉
じ
ら
れ
た
「
近
代
的
」

「
個
人
の
表
現
」
以
前
の
句
会
の
慣
習
の
な
か
に
い
る
の
で
あ
る
。
坪
内
は
「
他
者
（
読
者
）
が
補
完
的
に
参
入
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
」

「
片
言
性
」
と
い
っ
た
が
、
「
他
者
」
と
い
う
語
も
適
切
で
は
な
い
よ
う
な
、
自
他
の
区
切
り
が
不
確
か
な
状
況
の
な
か
で
生
成
さ
れ
る
こ
と
が

前
提
で
あ
る
よ
う
な
土
壌
。
漱
石
が
出
発
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
近
代
的
で
は
な
い
」
「
片
言
性
」
を
自
明
と
す
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は

留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
「
片
言
性
」
と
い
う
語
を
借
り
て
や
や
拡
大
し
て
い
え
ば
、
先
の
「
内
包
さ
れ
た
場
所
」
と
「
内
包
さ
れ
た
聞
き
手
」
と
が
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
の
生
成
に
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
「
片
言
性
」
に
由
来
し
、
共
同
性
に
通
じ
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
連
句
・
俳
体
詩
熱
か
ら
の
出
発

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
連
句
と
俳
体
詩
と
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
こ
と
は
示
唆
的
な
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
で
は
、

虚
子
が
中
心
と
な
っ
て
連
句
を
研
究
し
、
漱
石
を
含
め
て
創
作
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
掲
載
中
も
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

に
は
連
句
や
俳
体
詩
の
掲
載
が
続
い
て
い
た
。

　
後
年
、
寺
田
寅
彦
は
連
句
を
論
じ
る
際
、
「
仏
人
メ
ー
ト
ル
氏
」
の
言
を
引
い
て
「
俳
譜
は
読
者
を
共
同
作
者
と
す
る
」
と
し
、
「
連
俳
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

色
は
そ
れ
が
多
数
の
作
者
の
共
同
制
作
と
な
り
う
る
」
こ
と
だ
と
し
た
。
坪
内
の
言
う
「
個
人
の
表
現
」
で
は
な
く
、
共
有
さ
れ
る
〈
場
〉
で
の

創
作
を
基
本
と
し
、
共
同
性
、
ま
た
は
紅
野
敏
郎
の
い
う
「
合
作
」
が
自
明
と
さ
れ
る
の
が
連
句
な
の
で
あ
る
。
俳
体
詩
も
ま
た
基
本
は
同
じ

で
あ
る
。
虚
子
に
拠
れ
ば
、
俳
体
詩
と
は
「
連
句
を
変
化
さ
し
た
一
新
詩
体
を
創
め
て
見
る
の
も
善
か
ら
う
と
思
ふ
と
漱
石
子
に
い
ふ
と
、
漱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
子
は
、
そ
れ
は
善
か
ら
う
、
俳
体
詩
と
で
も
い
ふ
も
の
か
、
と
い
は
れ
し
よ
り
」
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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氏
は
案
外
に
も
連
句
賛
成
論
者
で
あ
っ
た
。
四
方
太
君
も
ま
た
賛
成
論
者
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
三
人
は
た
ち
ま
ち
そ
の
席
上
で
連
句
を
試

む
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
こ
の
連
句
を
作
っ
た
こ
と
が
も
と
に
な
っ
て
、
私
と
漱
石
氏
と
は
俳
体
詩
と
名
つ
く
る
も
の
を
作
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
連
句
の
方
は
意
味
の
転
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
十
七
字
十
四
字
長
短
二
句
の
連
続
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
の
一

貫
し
た
も
の
を
試
み
て
見
よ
う
と
い
う
の
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
を
漱
石
氏
に
話
し
た
と
こ
ろ
が
、
氏
は
無
造
作
に
承
諾
し
た
。
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

し
て
忽
ち
「
尼
」
の
一
篇
が
出
来
上
が
っ
た
。

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
三
）
に
も
俳
体
詩
を
苦
沙
弥
と
迷
亭
と
寒
月
と
で
作
る
場
面
が
あ
る
が
、
漱
石
も
ま
た
「
三
人
」
で
「
た
ち
ま
ち
そ

の
席
上
で
連
句
を
試
」
み
、
虚
子
と
と
も
に
俳
体
詩
を
も
作
っ
て
い
る
。
共
同
性
を
基
本
と
す
る
連
句
と
俳
体
詩
に
熱
中
す
る
様
子
が
伺
え
る
。

　
高
浜
虚
子
が
「
芝
居
見
物
な
ど
に
誘
い
出
す
度
び
に
一
向
乗
り
気
に
な
ら
な
か
っ
た
漱
石
氏
が
、
連
句
や
俳
体
詩
に
は
よ
ほ
ど
油
が
乗
っ
て

コ
　
リ
　
ぼ
　
ら
　
コ
　
コ
　
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

い
る
ら
し
か
っ
た
の
で
、
私
は
あ
る
時
文
章
も
作
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
勧
め
て
み
た
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
家
族
が
困
る
ほ
ど

「
機
嫌
が
悪
」
か
っ
た
は
ず
の
漱
石
が
、
連
句
や
俳
体
詩
に
賛
同
し
て
「
た
ち
ま
ち
」
熱
中
し
て
作
り
上
げ
、
そ
の
延
長
上
に
「
文
章
」
を
勧

め
ら
れ
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。

　
連
句
や
俳
体
詩
が
共
同
性
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
単
に
虚
子
や
四
方
太
と
の
共
同
性
だ

け
で
は
な
い
。
連
句
も
俳
体
詩
も
相
手
の
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
て
こ
と
ば
を
紡
ぎ
、
そ
の
こ
と
ば
が
再
び
別
の
人
の
こ
と
ば
に
補
わ
れ
つ
つ
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
連
句
や
俳
体
詩
に
「
よ
ほ
ど
油
が
乗
っ
て
い
る
」
こ
と
が
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
誘
い
出
し
、
そ
こ
か
ら

漱
石
の
豊
穣
な
創
作
期
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
な
が
め
る
と
、
漱
石
の
「
幻
影
の
盾
」
と
奇
瓢
（
野
間
真
綱
）
の
「
ま
ぼ
ろ
し
の
楯
の
う
た
」
と
は
、

ま
る
で
連
句
に
お
け
る
付
句
の
よ
う
に
、
〈
対
話
性
〉
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ま
た
「
連
続
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
の
一
貫
し

た
も
の
」
と
い
う
点
で
、
俳
体
詩
の
方
法
に
も
通
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
二
）
の
「
感
応
」
論
や
「
未
了
の
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恋
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、

さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
幻
影
の
盾
』
と
の
往
還
の
う
え
で
読
ま
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
外
在
す
る
こ
と
ば
と
の
〈
対
話
性
〉
と
い
う
点
か
ら
注
目

四
、
挨
拶
と
い
う
作
法

　
藤
井
淑
禎
は
金
田
富
子
の
造
形
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
○
○
子
と
し
て
登
場
す
る
女
性
と
金
田
富
子
と
の
乖
離
を
指
摘
し
、
そ
の
乖
離
を
、

「
素
材
の
次
元
と
物
語
世
界
と
の
境
界
線
上
」
か
ら
「
物
語
世
界
」
へ
の
移
行
と
論
じ
、
「
中
間
的
、
過
渡
的
性
格
」
に
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ザ

の
魅
力
を
み
て
い
る
。
藤
井
が
注
目
し
た
の
は
、
人
物
造
形
に
関
わ
る
あ
る
種
の
亀
裂
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
亀
裂
は

富
子
の
造
形
に
も
っ
と
も
顕
著
で
は
あ
る
が
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
ほ
と
ん
ど
の
登
場
人
物
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
寺
田
寅
彦
と
い
う
「
素
材
の
次
元
」
と
水
島
寒
月
と
い
う
「
物
語
の
次
元
」
に
ま
た
が
る
寒
月
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
（
三
）
で
「
団
栗
の
ス
タ
ビ
リ
チ
ー
」
の
研
究
を
し
て
い
る
と
い
う
寒
月
は
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
同
時
に
掲
載
さ
れ
た
寅
彦
の
佳

品
「
団
栗
」
と
と
も
に
共
振
的
に
読
ま
れ
て
、
そ
こ
に
「
素
材
の
次
元
」
が
共
有
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
容
姿
は
、
猫
の
「
吾
輩
」
が
「
神
の
製

作
」
に
つ
い
て
の
長
い
考
察
の
末
に
、
「
主
」
の
家
に
入
っ
た
泥
棒
と
「
瓜
二
つ
」
（
五
）
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
迷
亭
と
苦
沙
弥
と
は
拘

引
さ
れ
て
き
た
泥
棒
を
寒
月
に
似
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
（
九
）
。
そ
こ
に
「
吾
輩
」
の
観
察
の
あ
や
う
さ
が
読
み
と
れ
る
の
だ
が
、

寒
月
の
造
形
に
亀
裂
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
元
来
、
「
寒
月
」
と
い
う
名
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
一
）
の
掲
載
と
同
じ
号
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
拾
い
猫
」
の
冒
頭
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

ら
の
命
名
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
久
米
依
子
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
拾
い
猫
」
は
「
「
可
愛
ゆ
い
」
猫
を
家
中
で
歓
迎
し
命
名
に
夢
中
に
な

る
」
話
で
、
「
珍
野
家
の
名
無
し
猫
」
と
奇
し
く
も
好
対
象
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
「
拾
い
猫
」
の
冒
頭
が
「
寒
月
の
冴
渡
ッ
て
ゐ
る
夜
更
」
と

あ
り
、
翌
月
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
二
）
に
「
寒
月
」
と
書
き
込
ん
だ
の
は
（
「
水
島
」
と
い
う
姓
は
四
章
に
な
っ
て
か
ら
）
、
「
拾
い
猫
」
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作
者
へ
の
い
わ
ば
〈
挨
拶
〉
と
い
え
る
。
〈
挨
拶
〉
と
は
「
発
句
ま
た
は
連
句
に
お
い
て
、
主
人
ま
た
は
客
が
、
相
手
に
対
す
る
儀
礼
、
親
愛
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

気
持
を
こ
め
て
句
を
詠
む
こ
と
」
で
あ
る
。
「
猫
ぢ
や
く
」
の
絵
は
が
き
を
送
っ
た
「
旧
門
下
生
」
や
大
町
桂
月
の
「
批
評
」
へ
の
〈
挨
拶
〉

と
同
じ
「
連
句
」
の
作
法
で
あ
る
。
千
駄
木
の
住
居
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
一
）
の
「
内
包
さ
れ
た
場
所
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
寒
月
と
は

〈『

z
ト
ト
ギ
ス
』
と
い
う
場
〉
を
内
包
し
、
「
団
栗
」
や
「
拾
い
猫
」
と
の
〈
対
話
性
〉
の
な
か
で
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
ま
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
八
巻
八
号
に
佐
久
間
法
師
の
「
泥
棒
は
猫
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
や
「
吾
輩
」
と
い

う
一
人
称
語
り
か
ら
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
意
識
し
て
か
か
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
内
容
も
家
の
主
（
あ
る
じ
）
が
猫
の
仕
業
を
泥

棒
と
誤
認
し
て
「
泥
棒
」
と
叫
ぶ
と
こ
ろ
が
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
五
章
末
尾
）
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
八
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猫
の
「
吾
輩
」
が
「
虎
に
な
っ
た
夢
」
を
見
る
の
は
、
「
泥
棒
は
猫
で
あ
る
」
の
ト
ラ
と
い
う
名
づ
け
ら
れ
た
猫
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
　
し

か
し
こ
の
「
泥
棒
は
猫
で
あ
る
」
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
の
三
章
と
四
章
と
が
発
表
さ
れ
る
間
の
一
九
〇
五
年
五
月
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
タ
イ
ト
ル
と
人
称
と
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
内
容
に
お
い
て
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

（
五
）
や
（
八
）
よ
り
む
し
ろ
先
行
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
「
泥
棒
は
猫
で
あ
る
」
と
は
、
互
い
に
〈
挨
拶
〉
を
交
わ
し
、
あ
た
か
も
連
句
や
俳
体
詩
の
よ
う
に
、

互
い
に
互
い
の
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
こ
と
ば
が
紡
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
他
の
区
別
を
重
視
す
る
〈
近
代
作
家
〉
の
〈
近

代
小
説
〉
と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
る
と
違
和
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
の
〈
対
話
性
〉
、
あ
る
い

は
共
有
さ
れ
る
〈
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
い
う
場
〉
で
の
響
き
合
う
こ
と
ば
と
し
て
、
こ
の
二
作
を
読
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
寺
田
が
「
俳
句
を
理
解
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
結
局
、
そ
の
句
の
脇
の
世
界
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
よ
る
」
と
述

べ
た
よ
う
な
俳
諸
の
あ
り
方
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
あ
り
か
た
に
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
「
脇
の
世
界
」

と
い
う
外
在
す
る
こ
と
ば
と
の
共
振
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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五
、
響
き
合
う
こ
と
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ

　
共
同
性
を
前
提
と
す
る
自
他
の
区
切
り
が
不
確
か
な
あ
り
か
た
は
、
個
人
の
優
先
権
を
重
視
す
る
現
代
か
ら
は
、
負
の
制
度
と
し
て
み
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
「
近
代
作
家
」
と
い
う
も
の
が
立
ち
上
が
る
時
代
に
お
い
て
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
生
成
さ
れ
た
の
は
、
し
か
し
そ
の
よ

う
な
共
同
性
の
土
壌
だ
っ
た
。

　
「
脇
の
世
界
」
と
い
う
外
在
す
る
こ
と
ば
を
問
題
に
す
る
と
き
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
「
テ
ク
ス
ト
と
は
、
無
数
に
あ
る
文
化
の
中
心
か
ら
や
っ

　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ザ

て
来
た
引
用
の
織
物
で
あ
る
」
と
「
作
者
の
死
」
を
宣
言
し
た
有
名
な
こ
と
ば
が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
単
に
「
作

者
」
概
念
以
前
の
問
題
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
先
の
坪
内
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
閉
じ
ら
れ
た
「
近
代
的
」
「
個
人
」
以
前
の
言
表
主
体
と

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
言
表
主
体
か
ら
生
ま
れ
た
ゆ
え
に
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
も
ま
た
自
他
の
区
切
り
が
不
確
な
、
輪

郭
の
溶
解
し
た
こ
と
ば
の
集
積
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
亀
井
秀
雄
は
建
部
綾
足
や
上
田
秋
成
を
例
に
「
江
戸
期
の
物
語
生
産
は
き
わ
め
て
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
的
で
あ
っ
た
」
と
し
た
う
え
で
、
次

・
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　　　一一

　
明
治
に
入
っ
て
リ
フ
レ
ク
ト
理
論
が
優
勢
に
な
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
構
造
は
過
度
の
形
式
主
義
、
あ
る
い
は
諸
形
式
の
不
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
レ
テ
ク
ス
ト

一
な
組
み
合
わ
せ
と
し
て
退
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
中
略
）
先
行
作
品
の
「
世
界
」
が
世
人
周
知
の
物
語
で
は
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ

て
世
人
共
通
の
現
実
経
験
が
「
世
界
」
化
さ
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
内
容
と
い
う
概
念
自
体
が
「
近
代
」
の
産
物

　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ら
　
コ
　
ひ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
エ
　
　
　
ら
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
の
で
あ
っ
て
、
以
来
内
容
中
心
主
義
的
な
テ
ク
ス
ト
の
扱
い
方
が
主
流
を
な
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
　
　
。



　
「
江
戸
期
」
に
は
「
先
行
作
品
の
「
世
界
」
が
世
人
周
知
の
物
語
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
的
」
に
取
り
込
ん
で
「
物
語
生

産
」
が
な
さ
れ
て
い
た
と
亀
井
は
い
う
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
生
ま
れ
た
の
は
そ
う
い
う
土
壌
だ
っ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ザ

　
『
二
百
十
日
』
で
『
博
多
小
女
郎
浪
枕
』
と
『
伊
賀
の
水
月
一
と
が
話
題
と
な
り
、
『
門
』
で
は
『
奥
州
安
達
原
』
や
『
丹
波
与
作
待
つ
夜
の
こ

　
　
　
ハ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

む
う
ぶ
し
』
が
、
『
行
人
』
で
は
「
景
清
」
が
見
え
隠
れ
す
る
の
は
、
こ
の
土
壌
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
の
「
先
行
作
品
」
は
独
自

の
響
き
を
た
て
て
、
『
二
百
十
日
』
、
『
門
』
、
『
行
人
』
の
な
か
で
そ
れ
ら
と
〈
対
話
〉
し
共
振
し
て
い
る
。

　
加
え
て
「
先
行
作
品
の
「
世
界
」
」
の
代
わ
り
に
「
世
人
共
通
の
現
実
経
験
が
「
世
界
」
化
」
さ
れ
た
「
近
代
」
は
、
「
内
容
と
い
う
概
念
」

を
生
み
出
し
、
「
内
容
中
心
主
義
的
な
テ
ク
ス
ト
の
扱
い
方
が
主
流
を
な
し
て
き
た
」
と
い
う
亀
井
の
指
摘
は
卓
見
で
あ
ろ
う
。
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
の
豊
穣
な
〈
引
用
〉
が
時
に
ト
リ
ビ
ア
リ
ズ
ム
と
受
け
取
ら
れ
る
の
は
、
「
近
代
」
に
偏
向
し
た
「
内
容
中
心
主
義
的
な
テ
ク
ス
ト
の
扱

い
」
に
過
ぎ
な
い
。
「
先
行
作
品
」
の
〈
引
用
〉
が
、
「
中
心
」
た
る
べ
き
「
内
容
」
か
ら
の
迂
廻
と
解
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
言
及
し
た
文
壇
の
人
々
の
名
や
、
「
拾
い
猫
」
、
「
泥
棒
は
猫
で
あ
る
」
と
い
っ
た
作
品
な
ど
も
ま
た
「
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
的
」
に
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
の
「
物
語
生
産
」
に
関
わ
っ
た
〈
引
用
〉
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
〈
対
話
性
〉
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ

る
。
だ
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
は
、
「
遊
び
に
満
ち
た
し
か
た
」
（
J
・
ボ
ル
タ
ー
）
で
の
〈
引
用
〉
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
〈
一
■
徊

趣
味
〉
と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
竹
盛
天
雄
が
「
『
猫
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
運
び
は
、
漱
石
が
の
ち
に
命
名
す
る
「
推
移
趣
味
」
の
ご

と
く
は
す
す
ま
な
い
。
広
い
意
味
で
の
、
「
■
■
徊
趣
味
」
の
い
ち
早
い
あ
ら
わ
れ
と
み
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

け
て
よ
む
と
い
う
こ
と
自
体
、
反
『
猫
』
的
な
よ
み
か
た
に
お
ち
い
る
危
険
を
も
つ
」
と
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
豊
穣
な
〈
引
用
〉
が
過
剰
で

無
意
味
と
み
え
る
こ
と
、
無
価
値
な
脱
線
と
解
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
問
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
再
び
寺
田
の
連
句
論
を
補
助
線
と
し
よ
う
。
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連
句
の
場
合
で
は
（
中
略
）
読
者
の
ほ
う
で
初
め
か
ら
普
通
の
詩
や
小
説
の
よ
う
に
話
の
筋
や
論
理
的
の
連
結
を
期
待
せ
ず
、
ま
た
期



待
し
て
も
そ
う
い
う
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
う
し
て
（
中
略
）

　
　
　
　
テ
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

「
旋
律
」
と
「
和
声
」
と
を
聞
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
　
　
。

た
だ
さ
ま
ざ
ま
の
景
象
や
情
緒
の
変
転
し
て
行
く
間
に
生
ま
れ
来
る

　
こ
れ
は
連
句
論
で
あ
り
な
が
ら
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
土
壌
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
。
〈
引
用
〉
、
添
削
、
〈
挨
拶
〉
が
自
明
の
こ
と
と

し
て
書
か
れ
読
ま
れ
る
土
壌
で
は
、
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
、
「
話
の
筋
」
、
「
論
理
的
の
連
結
」
は
期
待
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
「
旋
律
」
と
「
和

声
」
の
こ
と
ば
の
響
き
合
い
に
耳
を
澄
ま
せ
て
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
読
み
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

注（
1
）
　
「
夏
目
君
と
僕
と
僕
の
家
」
（
初
出
一
九
一
九
・
一
『
人
文
』
第
三
十
七
号
）
。
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
別
巻
　
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
に
拠
る
。

（
2
）
章
段
は
初
出
に
拠
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°

（
3
）
亀
井
秀
雄
「
間
作
者
性
と
問
読
者
性
お
よ
び
文
体
の
問
題
1
『
牡
丹
燈
籠
』
と
『
経
国
美
談
』
の
場
合
1
」
（
『
國
語
國
文
研
究
』
第
8
9
号
、
一

　
九
九
一
・
七
）
。

（
4
）
高
浜
虚
子
「
漱
石
氏
と
私
」
（
『
回
想
　
子
規
と
漱
石
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
。

（
5
）
ミ
ハ
イ
ル
・
パ
フ
チ
ン
著
／
望
月
哲
男
訳
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
）
。

（
6
）
　
「
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
、
シ
ヤ
ン
デ
ー
』
」
（
『
江
湖
文
学
』
第
四
号
、
一
八
九
七
・
三
）
に
は
、
「
単
に
主
人
公
な
き
の
み
な
ら
ず
、
又
結
構
な
し
、
無
始

　
無
終
な
り
、
尾
か
頭
か
心
元
な
き
事
海
鼠
の
如
し
」
と
あ
る
。

（
7
）
ジ
ェ
イ
・
デ
イ
ヴ
イ
ッ
ド
・
ボ
ル
タ
ー
／
黒
崎
政
男
他
訳
『
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
　
ス
ペ
ー
ス
ー
電
子
テ
キ
ス
ト
時
代
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
ー
』
（
産

　
業
図
書
、
　
一
九
九
四
）
。

（
8
）
一
九
〇
四
年
末
か
ら
一
九
〇
五
年
初
頭
に
か
け
て
、
漱
石
は
橋
口
貢
と
田
口
俊
一
と
か
ら
幾
度
も
絵
は
が
き
を
受
け
取
っ
て
い
る
が
、
一
九
〇
五
年

　
一
月
二
日
付
田
口
俊
一
宛
書
簡
（
書
簡
番
号
鍋
）
に
は
「
今
度
の
あ
の
画
は
思
ひ
付
き
が
い
・
。
（
ど
な
た
？
）
と
云
ふ
題
が
面
白
い
。
」
と
あ
り
、
『
吾

　
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
二
）
で
苦
沙
弥
が
猫
の
画
と
気
づ
か
な
い
こ
と
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
か
と
考
え
る
。
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（
9
）
林
丈
二
「
閑
古
堂
の
絵
葉
書
散
歩
」
（
『
サ
ラ
イ
』
一
九
九
九
・
四
）
及
び
『
ロ
ン
ド
ン
歩
け
ば
…
』

　
な
お
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、
小
倉
斉
氏
（
愛
知
淑
徳
大
学
教
員
）
の
ご
教
示
に
拠
る
。

（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

／
匿
一’・

／

蜜
4

べ
†

Mimd．
Ju凧単・十’吐継IN　DtsGRACE
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（
1
0
）
夏
目
鏡
子
述
／
松
岡
譲
筆
録
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
（
改
造
社
、
一
九
二
八
）
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
H
）
桂
月
か
ら
『
太
陽
』
へ
の
執
筆
依
頼
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
批
評
を
書
い
た
と
の
連
絡
を
受
け
て
い
た
漱
石
が
、
そ
の
批
評
を
読
む
前
に
「
善

　
悪
に
関
ら
ず
御
批
評
被
下
た
と
あ
れ
ば
難
有
仕
合
に
存
じ
ま
す
。
然
し
少
し
は
ほ
め
て
呉
れ
た
ん
で
せ
う
な
」
と
書
簡
を
送
り
（
桂
月
宛
柳
）
、
実
際
に

　
そ
の
「
批
評
」
を
読
ん
だ
あ
と
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
七
・
八
）
で
桂
月
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
1
2
）
注
4
に
同
じ
。

（
1
3
）
紅
野
敏
郎
「
解
説
」
（
『
回
想
　
子
規
・
漱
石
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
。

（
1
4
）
高
橋
英
夫
「
表
現
言
語
の
成
立
1
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
」
（
『
無
限
系
列
　
漱
石
・
龍
之
介
・
百
間
』
小
沢
書
店
、
一
九
八
九
）
。

（
1
5
）
紅
野
謙
介
「
投
機
と
し
て
の
文
学
　
活
字
・
懸
賞
・
メ
デ
ィ
ア
』
（
新
曜
社
、
二
〇
〇
三
）
。

（
1
6
）
　
「
時
機
が
来
て
ゐ
た
ん
だ
ー
処
女
作
追
懐
談
」
（
『
文
章
世
界
』
一
九
〇
八
・
九
）
。

（
1
7
）
一
九
〇
五
年
＝
一
月
一
八
日
付
高
浜
虚
子
宛
（
書
簡
番
号
鵬
）
。

（
1
8
）
坪
内
稔
典
「
建
長
寺
と
法
隆
寺
」
（
『
漱
石
全
集
第
十
七
巻
月
報
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
・
一
）
。

（
1
9
）
寺
田
寅
彦
「
俳
譜
の
本
質
的
概
論
」
（
『
寺
田
寅
彦
全
集
　
第
1
2
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）
。

（
2
0
）
高
浜
虚
子
「
俳
話
（
六
）
」
（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
〇
四
・
八
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
2
1
）
注
4
に
同
じ
。

（
2
2
）
注
4
に
同
じ
。

（
2
3
）
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
二
）
の
「
感
応
」
と
『
幻
影
の
盾
』
に
つ
い
て
は
内
田
道
雄
の
指
摘
が
あ
り
（
『
夏
目
漱
石
1
『
明
暗
』
ま
で
』
お
う
ふ

　
う
、
一
九
九
八
）
、
「
未
了
の
恋
」
の
モ
チ
ー
フ
と
『
幻
影
の
盾
』
と
を
め
ぐ
っ
て
は
竹
盛
天
雄
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
（
『
漱
石
　
文
学
の
端
緒
』
筑
摩

　
書
房
、
一
九
九
一
）
。

（
2
4
）
藤
井
淑
禎
「
○
○
子
と
金
田
富
子
と
の
あ
い
だ
ー
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
面
白
さ
に
つ
い
て
ー
」
（
『
不
如
蹄
の
時
代
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

　
一
九
九
〇
）
。
藤
井
は
読
者
層
の
問
題
に
言
及
し
て
論
じ
て
お
り
参
考
に
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
お
け
る
こ
と
ば
の
共
振
と
し
て
考

　
え
た
い
。

（
2
5
）
　
「
猫
の
家
の
人
々
1
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
家
族
論
」
（
『
漱
石
研
究
　
第
十
四
号
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
一
・
一
〇
）
。
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（
2
6
）
日
本
国
語
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
〔
縮
刷
版
〕
』
（
小
学
館
、
一
九
七
六
）
。

（
2
7
）
こ
の
作
品
に
つ
い
て
も
既
に
久
米
が
指
摘
し
て
い
る
（
注
2
5
参
照
）
。

（
銘
）
　
「
猫
の
草
子
」
な
ど
御
伽
草
子
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
『
日
本
古
典
文
学
全
集
　
3
6
御
伽
草
子
集
』
（
小
学
館
、
一
九
七
四
）
を
参
照
。

（
2
9
）
注
1
9
に
同
じ
。

（
3
0
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
／
花
輪
光
訳
『
物
語
の
構
造
分
析
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
）
。

（
3
1
）
亀
井
秀
雄
「
「
小
説
」
論
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
）
。

（
3
2
）
拙
稿
「
『
二
百
十
日
』
覚
え
書
き
1
文
学
的
話
題
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
　
第
二
十
一
号
」
一
九
九
八
二
二
）
を
参
照
さ

　
　
れ
た
い
。

（
3
3
）
拙
稿
「
「
門
」
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
ー
『
奥
州
安
達
原
』
を
中
心
に
ー
」
（
「
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
　
第
十
九
号
」
一
九
九
六
・
三
）
を
参
照
さ

　
　
れ
た
い
。

（
M
）
拙
稿
「
『
行
人
』
の
「
女
景
清
の
逸
話
」
1
前
世
紀
の
声
が
聴
こ
え
る
場
所
1
」
（
「
社
会
文
学
　
第
1
8
号
」
二
〇
〇
三
・
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
5
）
竹
盛
天
雄
『
漱
石
　
文
学
の
端
緒
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
）
。

（
3
6
）
寺
田
寅
彦
「
連
句
雑
狙
」
（
「
寺
田
寅
彦
全
集
　
第
1
2
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
こ
。

＊
夏
目
漱
石
の
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
「
漱
石
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
一
九
九
九
）
に
拠
り
、
引
用
に
お
い
て
は
読
み
仮
名
を
省
略
し
、
旧
字
体

を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

＊
本
稿
執
筆
に
際
し
、
ル
イ
・
ウ
ェ
イ
ン
の
絵
は
が
き
掲
載
を
快
く
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
林
丈
二
氏
（
著
述
家
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
）
に
対
し
、
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
資
格
教
育
セ
ン
タ
ー
・
文
学
部
・
文
化
創
造
学
部
非
常
勤
講
師
）
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お
　
詫
　
び

　
『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
第
二
十
九
号
に
お
い
て
、
当
社
の
印
刷
上
の
手
違
い
に
よ
り
、
数
か
所
の

過
誤
を
生
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
誌
編
集
御
担
当
の
先
生
の
御
指
示
に
よ
り
、
左
に
「
正
誤
表
」
を
掲

載
し
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
差
し
替
え
て
お
読
み
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
当
該
個
所
を
御
執
筆
な
さ
っ
た
先
生
に
は
、
大
変
御
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
を
深
く

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
お
読
み
に
な
る
方
々
に
も
御
不
便
と
お
手
数
を
お
か
け
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
合
わ
せ
て
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
手
違
い
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
徹
底
的
な
調
査
に
よ
り
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
同
じ
過
誤
を
生
じ

な
い
よ
う
万
全
の
対
策
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
正
誤
表
】箇

　
所

誤

正

表
紙
目
次

…
青
木
　
文
美
　
（
3
7
）
…
佐
々
木
　
亜
紀
子
　
（
5
5
）
…
鈴
木
孝
昌
　
（
7
1
）

…
青
木
　
文
　
美
　
（
3
7
）
…
佐
々
木
　
亜
紀
子
　
（
5
5
）
…
鈴
木
　
孝
　
昌
　
（
7
1
）

五
九
頁
後
か
ら
二
行
自

い．

ｰ
・

⌒
1
8
｝
い
る
。

六
四
頁
最
終
行

　
⌒
3
1
｝
あ
る
　
　
。

　
一
3
1
｝
あ
る
。

六
五
頁
一
二
行
目

＝
徊
趣
味

低
徊
趣
味

六
五
頁
一
四
行
目

一
■
徊
趣
味

低
徊
趣
味

六
六
頁
二
行
目

　
（
3
6
｝
あ
る
　
。

　
〔
苦
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

株
式
会
社
　
ク
イ
ッ
ク
ス


