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一
　
根
本
的
用
意
と
は
何
か

　
一
概
に
文
章
と
い
っ
て
も
、
そ
の
目
的
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
幾
多
の
種
類
を
数
え
る
こ
と
が
出

来
る
。
実
用
の
た
め
の
文
書
、
書
簡
、
報
道
記
事
等
も
文
章
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
満
足
を
主
と
す
る
紀
行

文
、
抒
情
叙
景
文
、
論
文
等
も
文
章
で
あ
る
。

　
こ
ゝ
に
は
主
と
し
て
後
者
即
ち
文
学
的
味
い
を
生
命
と
す
る
文
章
を
目
標
と
し
、
特
に
そ
の
作
法
の
根

本
的
用
意
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
わ
れ
〳
〵
が
、
何
か
思
う
と
こ
ろ
、
感
ず
る
と
こ
ろ
を
書
き
た
い
と
望
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
先

ず
わ
れ
〳
〵
は
、
最
初
に
自
分
の
感
じ
を
抽ひ
き
出
す
文
字
を
、
あ
れ
こ
れ
と
選
択
し
つ
ゝ
紙
に
書
い
て
み

る
。
そ
れ
が
自
分
の
感
じ
と
ぴ
っ
た
り
合
し
つ
ゝ
書
き
進
む
る
よ
う
な
ら
ば
、
も
う
文
章
の
あ
る
域
ま
で

達
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
反
対
に
思
う
と
こ
ろ
感
ず
る
と
こ
ろ
が
、
一
字
一
行
に
も
骨
が
折
れ
て
ど

う
に
も
書
き
進
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
徒
ら
に
苦
ん
だ
果
は
、
自
分
に
は 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

文
章
が
書
け
な
い

の
で
は
な
い
か
と
絶
望
し
た
よ
う
な
心
持
に
さ
え
な
る
。

　
も
し
諸
君
の
内
に
、
こ
う
い
う
場
合
に
ぶ
つ
か
っ
た
人
が
あ
れ
ば
、
余
は
こ
う
注
意
し
た
い
。
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ま
ず
筆
を
お
い
て
、
単
に
文
章
を
書
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
本
当
に
書
き
た
い
思
い
や
心
持
が

あ
っ
て
書
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
静
か
に
考
え
返
し
て
み
る
が
い
い
。
そ
し
て
も
し
心
の

内
に
、
美
し
い
文
字
や
流
行
の
文
句
を
使
っ
て
み
た
い
か
ら
書
こ
う
と
し
た
の
だ
と
心
づ
い
た
ら
、
そ
れ

は
一
行
の
文
章
を
成
さ
な
か
っ
た
の
が  

至    

当  

あ
た
り
ま
え

な
の
で
あ
る
。
そ
の
人
は
そ
う
い
う
文
章
を
作
ろ
う
と

し
た
こ
と
に
対
し
て
、
ま
ず
愧は
じ
る
こ
と
を
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
も
し
ま
た
已や
む
に
已
ま
れ
な
い
思
い
や
心
持
が
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
書
け
な
い
の
だ
と
わ
か
っ
た

ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
一
行
の
文
章
す
ら
出
来
な
か
っ
た
の
が
不
思
議
な
の
で
あ
る
。
そ
の
人
は
そ
の
場
合

文
字
に
拘
泥
し
た
為
め
に
書
け
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
だ
〳
〵
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
や
感
ず
る
と

こ
ろ
を
は
っ
き
り
と
掴
ん
で
い
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
わ
れ
〳
〵
は
こ
う
い
う
こ
と
が
云
え
る
と
思
う
。
即
ち
文
章
と
は
、
己
が
思
想
感
情
を
そ
の

ま
ゝ
に
披
瀝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
。

　
そ
こ
か
ら
、
更
に
こ
う
い
う
こ
と
も
云
え
る
。
古
来
日
本
の
文
章
に
は
、
何
々
し
て
何
々
侍はべ
る
と
い
う

よ
う
な
雅
文
体
や
、
何
々
し
何
々
す
べ
け
ん
や
と
い
う
よ
う
な
漢
文
体
な
ぞ
が
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
そ

れ
は
あ
る
時
代
の
あ
る
人
々
の
心
か
ら
、
必
然
に
生
れ
出
た
文
章
で
あ
っ
て
、
決
し
て
わ
れ
〳
〵
新
時
代

の
人
の
新
し
い
心
の
表
現
の
範
と
す
べ
き
も
の
で
な
い
、
わ
れ
〳
〵
は 

鉋  

迄 

あ
く
ま
で

も
わ
れ
〳
〵
の
新
し
い
思
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想
や
感
情
に
即
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
文
章
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
。

　
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
、
諸
君
は
よ
く
自
覚
し
て
欲
し
い
。

　
以
上
は
、
文
章
上
の
極
め
て
初
期
に
属
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
更
に
稍や
や々

進
ん
で
、
あ
る
程
度
ま
で
自

分
の
思
想
感
情
を
文
章
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
域
に
達
し
た
人
は
、
往
々
一
つ
の
危
険
に
出
合
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
自
分
の
思
想
感
情
を
、
多
少
自
由
に
表
白
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

思
想
感
情
の
あ
り
の
ま
ゝ
を
伝
え
る
素
直
な
純
真
な
文
章
で
は
も
の
足
ら
な
く
な
っ
て
、
強
い
て
文
字
の

面
を
修
飾
し
誇
張
し
よ
う
と
す
る
弊
で
あ
る
。

　
修
飾
や
誇
張
は
、
そ
の
人
の
思
想
感
情
が
真
に
潤
沢
に
な
り
豊
富
に
な
り
、
熱
情
を
帯
び
る
に
至
っ
た

際
に
初
め
て
借
り
る
べ
き
一
手
法
で
あ
る
。
何
等
内
部
的
の
努
力
な
し
に
、
文
章
上
の
彫
琢
を
こ
と
ゝ
す

る
の
は
悪
戯
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
こ
で
、
余
は
そ
う
い
う
人
々
に
向
っ
て
、
次
の
よ
う
に
問
お
う
と
思
う
。

「
何
の
た
め
に
書
く
か
」

「
何
故
に
書
く
か
」
と
。

　
何
の
た
め
に
書
く
か
の
問
い
に
対
し
て
は
、
自﹅
己﹅
の
た
め
に
、
も
し
く
は
人﹅
﹅々

の
為
め
に
と
答
え
る
こ

と
が
出
来
る
。
何
故
に
書
く
か
の
問
い
に
対
し
て
は
、
享﹅
楽﹅
の﹅
為﹅
め﹅
に﹅
、
已﹅
む﹅
に﹅
已﹅
ま﹅
れ﹅
ぬ﹅
内
心
の
呼さけ
び
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の﹅
為﹅
め﹅
に﹅
、
も
し
く
は
人﹅
﹅々

を﹅
教﹅
え﹅
、
人﹅
﹅々

に﹅
告﹅
げ﹅
た﹅
い﹅
為﹅
め﹅
に﹅
と
答
え
る
こ
と
も
出
来
る
。

　
こ
れ
ら
の
答
の
当
否
は
、
今
こ
ゝ
で
は
別
問
題
と
し
て
、
「
何
の
た
め
に
書
く
か
」
「
何
故
に
書
く
か
」

を
自
分
自
ら
に
問
う
こ
と
は
、
文
章
を
書
く
上
に
必
ら
ず
判
然
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
本
問
題
で
あ
る

こ
と
を
注
意
し
た
い
。

　
漠
然
と
文
章
を
作
る
の
は
、
無
意
味
で
あ
る
。
文
章
を
書
く
際
に
は
、
少
く
と
も
常
に  

如    

上  

に
ょ
じ
ょ
う

の
自

覚
に
立
つ
こ
と
を
忽
ゆ
る
が
せに
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
文
章
上
の
根
本
用
意
と
し
て
、
以
上
の
こ
と
を
述
べ
て
置
く
。

　
　
　
　
二
　
読
書
と
観
察
と
思
索

　
文
章
を
作
る
上
の
用
意
と
し
て
、
わ
れ
〳
〵
の
日ひ
常び
心
が
く
べ
き
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
読﹅
書﹅

と
観﹅
察﹅
と
思﹅
索﹅
と
で
あ
る
。

　
こ
の
三
つ
の
方
法
は
、
何いず
れ
を
前
に
し
、
何
れ
を
後
に
す
る
と
い
う
順
序
は
な
い
。
最
も
理
想
的
な
こ

と
は
、
こ
の
三
つ
の
方
法
が
相
交
錯
し
て
纒
ま
と
まっ
た
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
ゝ
に
数
え
な
か
っ
た
方
法
に
、
経﹅
験﹅
が
あ
る
。
こ
れ
は
最
も
重
大
で
あ
っ
て
、
実
際
の
人
生
か
ら
得
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る
そ
の
力
は
、
文
章
の
上
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
然
し
実
際
の
人
生
か
ら
得
る
経﹅
験﹅
は
、

好
ん
で
為
す
場
合
よ
り
も
遙
か
に
多
く
別
種
の
力
（
境
遇
と
い
っ
て
も
い
い
）
に
よ
っ
て
、
わ
れ
〳
〵
の

所
期
以
外
の
経
験
を
味
わ
し
め
る
場
合
が
あ
る
。
と
同
時
に
限
ら
れ
た
わ
れ
〳
〵
の
力
で
は
、
何
も
か
も

味
い
つ
く
す
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
若
い
人
々
に
と
っ
て
は
、
経﹅
験﹅
は

あ
ま
り
に 

生  
々 

う
い
〳
〵

し
く
不
秩
序
的
に
見
え
る
こ
と
さ
え
多
い
。
こ
れ
を
冷
静
に
批
評
し
得
る
ほ
ど
の
観
察

力
観
照
力
は
、
長
い
月
日
の
間
に
、
遅
々
と
し
て
獲
得
す
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
は
な
い
。

　
こ
ゝ
に
初
め
て
読﹅
書﹅
す
る
と
い
う
こ
と
が
有
効
に
な
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
経﹅
験﹅
に
直
接
即
す
る
よ
り
も
、

遙
か
に
秩
序
的
で
あ
り
組
織
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
わ
れ
〳
〵
は
読
書
の
間

に
、
自
分
の
無
し
得
な
い
多
く
の
而
し
て
未
知
の
経
験
と
、
発
見
し
得
な
い
真
理
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
知

識
、
力
、
推
移
と
を
、
知
り
且
つ
味
ふ
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
〳
〵
は
ど
う
い
う
書
物
を
、
ど
う
い
う
風
に
読
ん
だ
ら
い
ゝ
か
、
と
い
う
問
い
が

起
る
。

　
人
間
の
知
識
的
生
長
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
最
も
個
人
的
で
あ
る
。
従
っ
て
一
定
の
規
矩
を
以
て
、
そ

の
生
長
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
愚
し
い
事
で
あ
る
。
殊
に
才
能
の
点
に
於
て
特
殊
的
な
る
文
学
方

面
は
、
そ
れ
が
一
層
甚
だ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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た
ゞ
然
し
、
最
も
妥
当
な
る
順﹅
序﹅
は
、
わ
れ
〳
〵
の
現
在
生
息
し
つ
ゝ
あ
る
現
代
の
文
学
書
（
論
集
、

小
説
、
詩
歌
の
い
ず
れ
を
問
わ
ず
）
に
親
し
み
、
次
第
に
過
去
時
代
の
産
物
に
遡
る
こ
と
を
以
て
、
効
果

多
い
方
法
と
信
ず
る
。
た
と
え
ば
ル
ソ
ー
の
『
懺
悔
録
』
あ
た
り
か
ら
、
近
代
精
神
の
何
も
の
で
あ
る
か

を
知
っ
て
、
更
に
わ
れ
〳
〵
の
時
代
に
近
い
も
の
を
知
る
も
い
ゝ
で
あ
ろ
う
。

　
如
何
に
読
む
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
余
は
広
く
浅
く
読
む
よ
り
も
、
狭
く
深
く
読
む
方
を
す
ゝ

め
た
い
。
勿
論
広
く
読
む
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
然
し
、
深
く
心
に
よ
っ
て
読
む
こ
と
の
方
が
遙
か
に
必

要
で
あ
る
。

　
観﹅
察﹅
は
読
書
に
比
し
て
稍
々
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
対
象
が
常
に
流
転
し
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
自
然
の
風
物
に
対
し
て
も
、
そ
こ
に
は
日
毎
に
、
と
い
う
よ
り
も
時
毎
に
微
妙
な
変
化
、
推
移

が
行
わ
れ
る
し
、
周
囲
の
出
来
事
を
眺
め
て
も
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
真
意
を
掴
み
得
な
い
う
ち
に
そ
れ
が

ぐ
ん
〳
〵
経
過
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
観
察
は
、
広
い
意
味
の
経
験
の
範
囲
内
で
、
比
較
的
冷
静
を

保
ち
得
る
経
験
の
一
つ
で
あ
る
。

　
わ
れ
〳
〵
は
日
常
触
目
す
る
事
を
物
々
に
対
し
て
、
精
細
に
見
る
こ
と
を
努
め
は
じ
め
る
が
い
い
。
議

論
よ
り
も
実
際
に
就
く
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　
思
索
は
、
書
物
か
ら
も
獲
ら
れ
る
し
、
実
際
の
人
生
か
ら
も
獲
ら
れ
る
。
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書
物
か
ら
の
場
合
は
、
何
れ
か
と
い
え
ば
冥
想
的
で
あ
る
が
、
実
際
か
ら
の
場
合
は
暗
示
的
で
あ
る
。

殊
に
後
者
の
場
合
は
、
前
に
述
べ
た
観
察
と
錯
綜
し 

纒  

綿 

て
ん
め
ん

す
る
。

　
思
索
の
分
野
は
、
実
に
無
限
で
あ
る
。
人
生
自
然
の
零
細
な
断
片
的
な
投
影
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
も
、

そ
れ
は
わ
れ
〳
〵
の
注
意
力
如
何
に
よ
っ
て
極
め
て
微
妙
な
思
想
へ
ま
で
導
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

　
読﹅
む﹅
こ
と
か
ら
、
そ
し
て
見﹅
る﹅
こ
と
か
ら
、
わ
れ
〳
〵
の
随
時
に
獲え
た
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
統
一
を

与
え
組
織
を
与
え
る
も
の
は
、
実
に
思
索
の
賜
物
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
　
先
ず
試
み
よ

　
文
章
を
作
る
ま
で
の
用
意
に
つ
い
て
は
、
大
体
を
尽
し
た
と
思
う
。
そ
こ
で
、
今
諸
君
に
望
む
と
こ
ろ

は
、
大
胆
に
試
み
よ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
一
日
の
生
活
の
あ
る
一
片
を
捉
え
る
の
も
い
ゝ
し
、
あ
る
感
情
の
波
動
を
抒の
べ
る
の
も
い
ゝ
し
、
あ
る

思
想
に
形
を
与
え
る
の
も
い
ゝ
し
、
人
と
人
と
の
会
話
の
あ
る
部
分
を
写
す
の
も
い
ゝ
と
思
う
。

　
一
つ
よ
り
も
十
の
習
練
で
あ
る
。
十
の
習
練
よ
り
も
二
十
の
習
練
で
あ
る
。
初
め
か
ら
文
章
の
う﹅
ま﹅
み﹅

と
か
華
や
か
さ
と
を
希
っ
て
は
な
ら
な
い
。
明
瞭
に
考
え
、
正
し
く
見
て
わ
れ
〳
〵
は
進
ん
で
ゆ
く
べ
き
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で
あ
る
。
更
に
ど
こ
ま
で
も
誠
実
な
態
度
を
と
る
こ
と
、
も
の
ゝ
あ
る
が
ま
ゝ
の
姿
に
即
す
こ
と
を
怠
っ

て
は
な
ら
な
い
。

　
附
け
加
え
て
い
え
ば
、
文
章
の
上
に
多
く
い
わ
れ
る
推
敲
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
表
面
的
な
文
学
上
の

修
飾
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
内
容
を
本
位
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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