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解
題
　「
文
章
の
道
」
の
学
恩 

近
藤
康
裕

　

井
上
義
夫
先
生
の
文
業
に
つ
い
て
、『
評
伝
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
』
を
評
し
た
福
田
和
也
氏
の
「
日
本
近
代
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た
」（『
新
潮
』

九
五
年
三
月
号
）
以
上
に
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
的
確
に
言
い
表
し
た
文
章
を
私
は
知
ら
な
い
。
こ
こ
で
先
生
の
お
仕
事
に
つ
い
て
文
章
を
書
き
連
ね

る
こ
と
は
屋
上
屋
を
架
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
の
懼
れ
も
覚
え
る
が
、
学
部
生
の
と
き
に
初
め
て
先
生
の
著
作
に
触
れ
、
二
〇
〇
三
年
か

ら
は
指
導
を
仰
ぐ
「
先
生
」
と
し
て
今
日
ま
で
そ
の
謦
咳
に
接
す
る
幸
運
に
与
り
得
た
者
と
し
て
、
福
田
氏
の
書
か
れ
た
こ
と
に
付
け
加
え
て
蛇
足

に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
こ
と
を
以
下
に
記
し
て
み
た
い
。

　

四
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
英
文
学
に
関
す
る
論
文
を
執
筆
さ
れ
て
き
た
先
生
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
の
ひ
と
つ
が
「
研
究
者
」
で

あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
そ
れ
が
先
生
の
文
業
を
も
っ
と
も
適
切
に
表
す
言
葉
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
私
が
初
め
て
読
ん
だ
先
生
の
著

作
は
、
一
九
九
九
年
に
出
さ
れ
た
『
村
上
春
樹
と
日
本
の
「
記
憶
」』
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
の
袖
の
著
者
紹
介
に
は
、「
研
究
者
」
と
し
て
の
お
仕
事

の
代
表
作
で
あ
る
『
評
伝
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
』
と
『
ロ
レ
ン
ス

―
存
在
の
闇
』
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
当
時
私
は
英
文
学
の
研
究
に
さ
ほ
ど
関

心
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め
す
ぐ
に
は
こ
れ
ら
の
本
に
向
か
わ
ず
、
村
上
春
樹
論
の
初
出
で
あ
っ
た
「
文
藝
誌
」
を
大
学
の
図
書
館

の
棚
に
求
め
る
と
、
ま
だ
製
本
さ
れ
て
い
な
い
比
較
的
新
し
い
号
に
先
生
の
「
記
憶
の
歩
み

―
「
川
端
康
成
」
の
誕
生
」
を
見
出
し
た
の
で
、
こ

の
よ
う
な
お
仕
事
を
さ
れ
る
方
は
「
研
究
者
」
と
い
う
よ
り
「
文
藝
評
論
家
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
こ
ろ
江
藤
淳
が
自
刃
し
た
の
に
衝
撃
を
受
け
た
が
、
当
時
の
私
に
と
っ
て
「
文
藝
評
論
家
」
と
は
江
藤
淳
で
あ
り
、
福
田
和
也
で
あ
り
、
や

や
遡
っ
て
小
林
秀
雄
の
こ
と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
同
時
に
江
藤
淳
は
英
文
学
「
研
究
者
」
で
あ
っ
た
し
、
福
田
氏
も
仏
文
学
の
「
研
究
者
」
で
あ
る

―
。

　

そ
の
『
村
上
春
樹
と
日
本
の
「
記
憶
」』
に
は
、
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
を
描
い
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
も
「
銭
湯
の
浴
槽
の
壁
の
ペ
ン

キ
絵
」
を
描
く
「
ペ
ン
キ
屋
」
も
英
語
で
は
「
ペ
イ
ン
タ
ー
」
と
い
う
単
語
で
表
さ
れ
る
と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
、
読
ん
だ
当
初
か
ら
印
象
に
残
っ
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て
い
た
の
だ
が
、
絵
筆
に
よ
っ
て
仕ワ

ー

ク

事
／
作
品
を
な
す
人
を
「
ペ
イ
ン
タ
ー
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
学
術
論
文
、
文
藝
批
評
、
翻
訳
、
詩
歌
、
小
説
そ

し
て
伝
記
と
多
岐
に
わ
た
る
文
業
を
な
さ
れ
た
先
生
は
「
ラ
イ
タ
ー
」
と
お
呼
び
す
る
の
が
も
っ
と
も
相
応
し
い
と
私
は
思
う
。
ふ
だ
ん
日
本
語
で

言
わ
れ
る
「
ラ
イ
タ
ー
」
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
含
意
し
か
有
た
な
い
の
は
、
元
に
あ
る
動
詞
の
意
味
の
広
が
り
と
深
み
が
顧
み
ら
れ
な
い
か
ら

で
、

創

ラ
イ
テ
イ
ン
グ

･

ク
リ
エ
イ
テ
イ
ヴ

作

も
文
ク
リ
テ
イ
シ
ズ
ム

･

リ
テ
ラ
リ
藝
批
評
も
歴ヒ
ス
ト
リ
ー史
の
叙
述
も
、
い
ず
れ
もw

rite

と
い
う
営
み
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。「
ラ
イ
タ
ー
」
に
限

定
さ
れ
た
意
味
し
か
含
ま
せ
な
い
言
語
使
用
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
の
間
の
線
引
き
と
ジ
ャ
ン
ル
分
け
に
汲
々
と
す
る
よ
う
な
不
毛
さ
と
狭
量
に
帰

結
す
る
。
先
生
の
お
仕ワ

ー

ク

事
／
作
品
は
、
こ
う
し
た
狭
さ
か
ら
は
無
縁
の
、
豊
饒
な
文
業
で
あ
る
。

　

文
学
を
学
ぶ
こ
と
は
、
い
か
に
「
書
く
」
か
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
英
文
学
を
専
攻
し
た
最
初
の
年
、
授
業
の
レ
ポ
ー
ト
で
ロ
レ
ン
ス
の

「
プ
ロ
シ
ア
士
官
」
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
し
た
私
は
、『
ロ
レ
ン
ス

―
存
在
の
闇
』
を
手
に
取
っ
た
。
プ
ロ
シ
ア
軍
の
大
尉
と
従
卒
の
間
の
確
執

と
暴
力
の
噴
出
が
両
人
の
死
に
至
る
ま
で
描
か
れ
た
こ
の
短
篇
を
い
ざ
学
問
的
に
論
じ
よ
う
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
「
書
く
」
べ
き
か
殆
ど
見
当

が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
最
後
の
章
「「
プ
ロ
シ
ア
士
官
」
論
」
を
導
き
の
糸
に
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
読
み
了
え
て
天
を
仰
い
だ
の

は
、
こ
の
短
篇
の
構
成
の
原
理
が
完
璧
に
説
明
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
論
理
を
文
章
の
一
語
一
語
の
詳
細

な
引
用
と
検
討
に
よ
っ
て
読
ん
で
い
く
作
業
の
緻
密
さ
に
驚
嘆
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
精
読
の
作
業
を
文
章
に
す
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ

て
、
当
り
前
だ
が
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
作
品
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
文
章
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
母
語
で
あ
る
日
本
語
で
す
ら
主
述

の
一
致
も
ま
ま
な
ら
ず
、
論
理
の
一
貫
性
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
有
様
で
、
ま
ず
考
え
た
こ
と
の
論
理
を
通
さ
な
け
れ
ば
お
よ
そ
「
書
く
」
と
い
う

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
同
時
に
「
書
く
」
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
何
も
読
め
て
い
な
い
の
と
同
断
で
あ
っ
て
、
何
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
て
い
な
い
に

等
し
い
の
だ
と
思
わ
れ
た
。
こ
う
感
じ
た
と
き
が
お
そ
ら
く
文
学
「
研
究
」
に
つ
い
て
意
識
的
に
な
っ
た
最
初
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、「「
プ
ロ
シ
ア

士
官
」
論
」
を
読
ん
だ
経
験
は
私
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
「
死
者
の
扶
け

―
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
『
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
』
を
読
む
」
も
私
に
と
っ
て
英
文
学
研
究
の
導
き
の

糸
と
な
っ
た
。
凝
縮
さ
れ
た
論
理
が
そ
の
ま
ま
作
品
に
な
っ
た
よ
う
な
短
篇
（
け
っ
し
て
「
理
に
落
ち
た
」
作
品
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）

を
読
み
解
く
の
と
は
違
っ
た
、
し
か
し
作
品
の
構
成
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
の
、
小
説
の
読
み
方
を
こ
こ
か
ら
学
ん
だ
。「
英

国
の
既
往
と
未
来
を
念
頭
に
置
い
て
執
筆
さ
れ
た
」
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
代
表
作
が
「
死
者
の
力
と
屋
敷
の
霊
力
に
頼
ら
ず
に
は
作
中
人
物
の
未
来
を
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構
想
す
る
こ
と
の
叶
は
な
か
っ
た
事
態
」
に
「
英
国
の
滅
亡
」
の
「
神
話
」
を
指
摘
し
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
創
設
等
に
つ
な
が
る
所
謂
デ
ィ
ジ
ェ

ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
言
説
か
ら
福
祉
国
家
の
由
来
と
『
自
由
主
義
国
イ
ギ
リ
ス
の
奇
妙
な
死
』
に
至
る
ま
で
、
小
説
の
場
面
や
人
物
の
構
成
を
条
件
づ
け

た
社
会
的
要
因
に
論
及
す
る
こ
と
で
そ
の
「
神
話
」
を
的
確
に
歴
史
化
す
る
手
法
は
、「
没
落
は
既
に
覆
ひ
難
い
段
階
に
達
し
」
た
文
明
の
窮
状
を

文
学
の
批
評
を
通
し
て
批
判
す
る
Ｆ
・
Ｒ
・
リ
ー
ヴ
ィ
ス
ら
の
英
国
の
批
評
の
伝
統
に
則
り
つ
つ
、
リ
ー
ヴ
ィ
ス
が
陥
っ
た
文
化
悲
観
主
義
を
周
到

に
回
避
し
た
冷
徹
な
学
問
的
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
時
代
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
っ
て
い
く
と
思
う
」
と
言
い
、「
経
済
的

に
も
精
神
的
に
も
」
来
る
に
違
い
な
い
「
崩
壊
」
を
「
し
っ
か
り
見
届
け
、
精
神
の
復
興
に
は
た
し
て
小
説
が
寄
与
で
き
る
か
」
と
語
っ
た
村
上
春

樹
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
戦
後
日
本
が
抱
え
た
問
題
と
の
こ
の
作
家
の
格
闘
の
あ
り
よ
う
を
「「
プ
ロ
シ
ア
士
官
」
論
」
と
同
様
の
精
緻
な
読
み

で
炙
り
出
し
、
こ
う
し
た
「「
宿
命
」
に
至
り
つ
い
た
者
を
、
顧
み
て
人
は
天
才
と
呼
び
、
偉
大
な
個
性
と
呼
ぶ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
で
結
ん
だ
『
村
上
春
樹
と
日
本
の
「
記
憶
」』
を
貫
く
読
み
の
方
法
と
通
底
し
て
い
る
。『
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
』
論
の
冒
頭
に
は
、「
宿
命

と
し
か
呼
べ
ぬ
も
の
が
、
一
人
の
作
家
を
捩
ぢ
伏
せ
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
よ
く
抗
し
得
た
者
だ
け
が
偉
大
な
作
家
に
な
る
」
と
い
う
印
象
的
な
一
文

が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
見
方
は
村
上
春
樹
論
の
み
な
ら
ず
、「
一
人
の
作
家
を
捩
ぢ
伏
せ
よ
う
と
し
」
た
歴
史
と
「
そ
れ
に
よ
く
抗
し
得
た
」

「
天
才
」
で
あ
り
「
偉
大
な
個
性
」
で
あ
っ
た
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の
「
宿
命
」
を
、
厳
密
な
資
料
調
査
と
そ
の
読
解
、
作
家
の
あ
ら
ゆ
る
文
業
の

精
読
に
も
と
づ
い
て
壮
大
な
規
模
で
描
き
出
し
た
『
評
伝
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
』
の
骨
格
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。

『
評
伝
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
』
は
、
文
学
の
研
究
書
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
の
本
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
文
字
ど
お
り
こ
の
三
巻
は
破

格
の
書
で
あ
る
。
文
学
研
究
の
領
域
で
作
家
論
の
行
き
詰
ま
り
が
叫
ば
れ
る
な
か
で
、
ロ
レ
ン
ス
と
い
う
紛
う
か
た
な
き
「
天
才
」
を
論
じ
て
「
歴

史
」
を
叙
す
る
先
生
の
方
法
が
、
作
家
の
「
天
才
」
を
言
い
募
る
こ
と
で
精
読
も
批
判
も
棚
上
げ
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
「
還
元
論
」
と
は
無
縁
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば
ず
、『
ロ
レ
ン
ス

―
存
在
の
闇
』
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
隆
盛
を
極
め

て
い
る
ロ
レ
ン
ス
研
究
が
誤
解
に
基
づ
い
た
「
ロ
レ
ン
ス
神
話
」
を
抹
消
す
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、「
ロ
レ
ン
ス
が
社
会

に
受
容
さ
れ
る
日
は
、
同
時
に
そ
の
文
学
の
毒
が
薄
め
ら
れ
、
新
し
い
ロ
レ
ン
ス
の
虚
像
が
生
ま
れ
る
日
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
の
認
識
に
も

と
づ
い
て
、
そ
の
「
毒
」
を
覆
い
隠
す
こ
と
な
く
、
歴
史
的
事
実
の
慎
重
極
ま
り
な
い
検
討
を
重
ね
て
根
柢
か
ら
「
ロ
レ
ン
ス
神
話
」
を
粉
砕
し
た

の
が
こ
の
ロ
レ
ン
ス
評
伝
な
の
で
あ
る
。
後
か
ら
顧
み
て
こ
こ
に
史
料
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
歴
史
叙
述
の
問
題
や
、
文
学
と
歴
史
の
イ
ン
タ
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ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
と
い
っ
た
所
謂
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
テ
ク
ス
ト
論
な
ど
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
だ
が
、
こ
う
し
た
議
論
へ
と
つ
な
が
る
も

の
を
こ
の
評
伝
が
孕
ん
で
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、「
一
人
の
作
家
を
捩
ぢ
伏
せ
よ
う
と
し
」
た
「
近モ
ダ
ン代
」
と
い
う
時
代
を
、
文
学
や
歴
史
と

い
っ
た
既
成
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
ず
「
大
所
に
立
っ
て
中
央
突
破
し
」
得
た
「
批
評
」（『
村
上
春
樹
と
日
本
の
「
記
憶
」』
に
引
か
れ
た
村
上
の
言

葉
）
が
お
の
ず
と
辿
り
着
い
た
ポ
ス
ト

0

0

0

モ
ダ
ン
へ
の
洞
察
の
鋭
さ
の
結
果
で
あ
る
。『
評
伝
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
』
は
、
都
築
忠
七
名
誉
教
授
の

『
エ
リ
ノ
ア
・
マ
ル
ク
ス
』
や
『
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
伝
』、
桶
谷
秀
昭
氏
の
『
昭
和
精
神
史
』
を
生
み
出
し
た
一
橋
大
学
の
豊
か
な
歴
史

研
究
の
土
壌
に
育
ま
れ
た
伝
統
の
精
華
で
あ
る
。

　

先
生
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
作ラ
イ
タ
ー家
た
ち
は
、
ロ
レ
ン
ス
と
村
上
春
樹
を
は
じ
め
、
ロ
レ
ン
ス
・
ダ
レ
ル
、
保
田
與
重
郎
も
ま
た
、「
近
代
」
と
格
闘

し
て
作
を
な
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。
保
田
與
重
郎
全
集
の
月
報
に
書
か
れ
た
「
某
日
、
保
田
氏
に
至
る
」
に
は
、
大
学
院
生
の
頃
に
「
来
る
日
も
来

る
日
も
」「
小
林
秀
雄
全
集
を
繙
」
い
た
の
ち
保
田
の
著
作
集
を
読
ん
だ
と
き
、「
長
い
階
段
を
登
り
つ
め
て
保
田
與
重
郎
に
届
い
た
気
が
し
た
」
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
保
田
氏
に
至
」
っ
た
経
験
は
、「
保
田
與
重
郎
の
現
在
」
の
な
か
の
言
葉
を
使
え
ば
、「
小
林
秀
雄
が
堂
々
め
ぐ
り
を
繰

返
し
つ
つ
脱
出
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
世
界
」
で
あ
る
「「
西
洋
近
代
」
が
手
に
入
れ
た
不
毛
な
袋
小
路
」
の
所
在
を
、
小
林
秀
雄
が
「
ヴ
ァ

レ
リ
ー
を
自
ら
生
き
る
過
程
で
」
自
身
を
「
西
洋
近
代
」
の
課
題
に
曝
し
た
の
と
同
程
度
の
濃
密
さ
で
小
林
の
著
作
を
先
生
「
自
ら
が
生
き
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
見
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
、
読
み
の
努
力
の
成
果
で
あ
る
。
研
究
対
象
の
経
験
を
「
自
ら
生
き
る
」
こ
と
が
要
請
し
た
こ

と
こ
そ
、
作
家
を
生
み
育
て
た
土
地
を
自
ら
の
脚
で
歩
き
、
能
う
限
り
入
念
に
資
料
を
調
べ
、
そ
の
作
家
の
「
生
命
の
漿
液
」（『
村
上
春
樹
と
日
本

の
「
記
憶
」』）
と
し
て
の
作
品
を
つ
ぶ
さ
に
読
み
込
む
と
い
う
、
先
生
が
実
践
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。「
西
洋
近
代
」
の
「
袋
小
路
」

を
「
脱
出
」
し
う
る
道
を
見
出
し
た
作
家
た
ち
は
、
ダ
レ
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
対
峙
し
て
「
自
己
と
共
に
滅
び
、
而
る
後
に
甦
生
す
る
課
題
を
負
ふ

文
明
の
総
和
」（「
ロ
レ
ン
ス
・
ダ
レ
ル
と
現
代
の
迷
路
」）
を
そ
こ
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
の
「
文
明
」
の
「
課
題
」
を
総
体
と
し
て
捉
え
、
そ
の

「
甦
生
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
「
過
去
が
蘇
つ
て
自
己
を
主
張
す
る
烈
し
さ
に
等
し
い
」「
認
識
の
深
さ
と
芸
術
の
完
成
度
」（「
保
田
與
重
郎
の
現
在
」）

の
源
が
あ
る
よ
う
な
「
天
才
」
で
あ
り
「
偉
大
な
個
性
」
で
あ
っ
た
。「
新
し
さ
が
常
に
古い
に
しへ
の
恢
復
で
あ
り
、
独
創
と
も
模
倣
と
も
異
な
る
創
造

の
機
微
は
、
個
人
を
超
え
た
も
の
の
記
憶
を
生
き
る
当
の
個
人
に
よ
つ
て
し
か
発
現
し
な
い
と
い
ふ
洞
察
」
に
至
っ
た
村
上
春
樹
に
つ
い
て
の
本
を

芭
蕉
の
言
葉
で
結
び
、「
與
重
郎
が
想
像
を
絶
す
る
果
敢
さ
で
「
日
本
」
に
繫
が
る
道
を
見
出
し
、
そ
れ
を
追
体
験
す
る
方
途
を
後
世
に
残
し
た
こ
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と
に
あ
る
」「
現
在
の
私
達
に
と
つ
て
の
幸
福
」
を
文
章
に
認
め
て
（
前
掲
論
文
）、
日
本
の
古
典
文
藝
を
生
み
出
し
た
古
都
の
土
と
空
気
を
先
生
ご

自
身
が
生
き
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　

先
生
の
文
章
の
魅
力
は
、
ま
さ
に
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
時
空
間
を
古
今
に
わ
た
っ
て
無
碍
に
往
き
来
す
る
自
在
さ
が
、
一
糸
乱
れ
る
こ

と
の
な
い
日
本
語
で
綴
ら
れ
て
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
作
品
が
、「
長
い
階
段
を
登
り
つ
め
」
る
よ
う
な
読
書
と
学
究
に
裏
打
ち
さ
れ
た
揺
る
ぎ
な

い
評
価
の
階
梯
に
よ
っ
て
批
評
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
一
九
九
九
年
の
一
月
か
ら
四
月
ま
で
『
新
潮
』
に
書
か
れ
た
「
文
芸
時
評
」
は
こ
の
魅
力
を
も

っ
と
も
よ
く
体
現
し
て
お
り
、
何
度
読
ん
で
も
強
く
私
の
胸
を
打
つ
。
そ
の
芥
川
賞
受
賞
が
話
題
と
な
っ
た
平
野
啓
一
郎
氏
の
第
一
作
「
一
月
物

語
」
を
評
す
る
に
、「
世
ニ
伯
楽
ア
リ
テ
、
然
ル
後
ニ
千
里
ノ
馬
有
リ
。
千
里
ノ
馬
ハ
常
ニ
有
レ
ド
、
伯
楽
ハ
常
ニ
ハ
有
ラ
ズ
」
と
い
う
故
事
か
ら

作
家
と
批
評
家
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
で
切
っ
た
口
火
を
、「
合
戦
絵
巻
を
脱
け
出
た
や
う
な
駿
馬
が
、
浅
葱
の
房
飾
り
も
涼
や
か
に
昧
爽
の
空

に
嘶
い
て
ゐ
る
」
と
平
野
氏
の
登
場
を
表
現
し
た
文
章
で
受
け
て
始
ま
る
第
一
回
の
時
評
か
ら
、「「
西
洋
」
を
真
似
る
つ
も
り
で
馬
子
の
衣
装
を
買

ひ
揃
へ
、
藁
鞋
履
き
の
足
下
が
見
え
な
か
つ
た
明
治
以
降
の
歴
史
を
繰
り
返
す
し
か
な
」
く
な
っ
た
現
代
日
本
の
文
藝
の
「
袋
小
路
」
を
厳
し
い
目

で
見
据
え
、「
こ
の
国
の
風
土
に
根
づ
い
た
「
西
洋
」
を
突
き
抜
け
る
力
を
も
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
」
保
田
與
重
郎
の
文
業
と
、「
真
正
の
リ
ベ
ラ
リ

ス
ト
の
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
死
者
に
縋
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
」
そ
の
「
死
者
の
扶た
す

け
」
の
喫
緊
な
必
要
性
と
に
触
れ
て
閉
じ
ら
れ
る
第
四
回
の
時
評

に
至
る
ま
で
、
初
め
て
こ
れ
ら
を
読
ん
だ
私
は
、
福
田
和
也
氏
が
『
評
伝
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
』
を
論
じ
て
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
先
生
の
「
胸
底
に

あ
る
力
を
」「
恐
ろ
し
く
思
う
」
こ
と
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

　

こ
の
「
胸
底
に
あ
る
力
」
は
、
文
学
研
究
の
道
に
入
ら
れ
た
時
の
先
生
の
覚
悟
に
由
来
す
る
の
だ
と
思
う
。
大
学
院
に
進
ま
れ
た
頃
、「
既
に
自

分
で
物
事
を
思
量
し
、
文
章
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
」
か
っ
た
と
い
う
ご
自
身
に
、
ド
ミ
ー
ト
リ
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
語
る
「
な
る
ほ
ど
学
問
は

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
お
前
は
哲
学
者
ぢ
や
な
く
て
ご
ろ
つ
き
だ
」
と
い
う
科
白
の
「
ご
ろ
つ
き
」
を
宛
て
が
わ
れ
た
（「
某
日
、
保
田
氏
に
至

る
」）「
恐
ろ
し
」
い
覚
悟
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
驕
ら
ぬ
た
め
の
謙
遜
で
あ
る
こ
と
は
、「
自
己
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
す
こ
と
の
反
復
を
生
き
」

る
「
悪
無
限
は
悪
無
限
に
よ
っ
て
し
か
破
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
、「
己
の
内
に
お
い
て
「
死
ん
だ
奥
浩
平
」
を
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、

ぼ
く
ら
は
「
生
き
え
た
か
も
知
れ
ぬ
彼
」
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
書
か
れ
た
、
大
学
三
年
次
の
執
筆
に
な
る
「「
革
命
」
に
醸
す
青
春

―
奥

浩
平
論
」
を
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
こ
う
し
た
峻
厳
極
ま
る
覚
悟
な
し
に
は
「
物
事
を
思
量
し
、
文
章
を
認
め
る
」
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
し
て
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「
批
評
」
は
可
能
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
覚
悟
と
自
己
へ
の
厳
し
さ
は
、「
戦
後
と
い
ふ
時
間
が
そ
れ
と
知
ら
ぬ
内
に
咲
か
せ
た
最

も
美
し
い
花
」（「
文
芸
時
評
」）
に
譬
え
ら
れ
る
杉
本
秀
太
郎
氏
の
エ
ッ
セ
イ
に
触
れ
て
、「「
エ
ッ
セ
イ
」
を
書
こ
う
と
す
る
者
は
、
生
活
を
正
し

く
し
て
家
う
ち
を
整
え
、
広
々
と
心
を
戸
外
に
通
わ
せ
な
が
ら
文
章
の
道
に
励
む
べ
き
」（「
わ
た
し
の
「
心
の
書
」」）
と
書
か
れ
た
先
生
ご
自
身
が

「
生
活
を
正
し
く
し
て
」
実
践
さ
れ
て
い
る
「
文
章
の
道
」
の
根
柢
に
あ
る
態
度
そ
の
も
の
で
あ
り
、
福
田
和
也
氏
が
杉
本
氏
の
エ
ッ
セ
イ
集
を
評

し
た
文
章
で
言
及
さ
れ
て
い
る
先
生
の
「
暮
ら
し
の
高
さ
、
落
ち
着
き
、
静
け
さ
と
緊
張
へ
の
深
い
憧
れ
」（「
懐
し
い
、
精
神
の
諧
調
」『
文
学
界
』

九
九
年
五
月
号
）
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
暮
ら
し
の
高
さ
、
落
ち
着
き
、
静
け
さ
と
緊
張
」
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
奇
跡
の
よ
う
な

構
成
を
一
糸
乱
れ
る
こ
と
な
く
展
開
す
る
バ
ッ
ハ
や
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
音
楽
に
も
類
え
ら
れ
る
べ
き
「
諧
調
」
で
あ
る
。「
時
代
の
先

端
を
駈か

け
り
な
が
ら
そ
れ
自
体
既
に
「
過
去
」
で
あ
る
音
だ
け
が
、
未
来
の
聴
覚
に
生
命
の
感
触
を
響
か
せ
る
」
と
村
上
春
樹
論
に
書
か
れ
た
「
過

去
」
の
「
音
」
を
、
粛
然
と
し
て
悠
揚
た
る
「
文
章
の
道
」
を
通
し
て
私
た
ち
に
届
け
て
く
だ
さ
る
先
生
の
文
業
の
響
き
は
、「
夜
に
し
て
顕
つ
ば

る
と
お
く
の
幻
は
粛
々
と
し
て
舞
ひ
光
る
ら
し
」
と
詠
ま
れ
た
バ
ル
ト
ー
ク
の
音
楽
の
ご
と
く
豊
饒
な
土
の
匂
い
と
妖
し
い
光
り
を
帯
び
て
、
と
き

に
本
号
所
載
の
「
二
等
船
室
」
の
よ
う
な
小
説
と
い
う
形
式
で
「
舞
ひ
光
る
」「
幻
」
と
な
っ
て
「
顕
」
れ
も
す
る
。
教
育
の
現
場
か
ら
退
か
れ
て

も
、
そ
の
文
業
か
ら
「
書
く
」
こ
と
を
学
び
う
る
私
た
ち
は
、
先
生
の
学
恩
に
感
謝
し
て
已
ま
な
い
。




