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現
実
と
い
ふ
意
味

　
現
実
に
接
触
し
た
と
こ
ろ
に
今
の
新
興
文
芸
は
生
れ
た
の
だ
と
言
は
れ
る
。

現
実
な
る
も
の
ゝ
意
味
を
よ
く
了
解
す
る
こ
と
の
必
要
な
る
は
言
ふ
迄
も
な

い
。
然
る
に
そ
の
根
柢
を
為
し
て
居
る
現
実
が
、
多
く
は
空
疎
な
抽
象
的
の

も
の
に
な
つ
て
了
つ
た
り
、
大
ざ
つ
ぱ
な
も
の
に
な
つ
て
了
つ
た
り
し
て
、

ま
だ
真
に
実
際
的
の
現
実
を
理
解
し
飲
込
ん
で
筆
を
執
る
と
い
ふ
態
度
の
尠

な
い
の
は
甚
だ
心
細
い
、
例
へ
ば
処
女
が
妻
と
な
り
、
母
と
な
つ
て
現
実
に

触
れ
て
行
く
事
実
は
世
の
中
に
有
り
あ
ふ
れ
た
日
常
の
些さ
事じ
で
あ
る
。
そ
の

平
凡
な
事
で
も
真
率
な
心
を
以
て
マ
ジ
メ
に
考
察
し
研
究
し
て
見
れ
ば
そ
れ
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が
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
実
際
の
現
実
で
あ
る
。
殊
更
に
特
異
な
感
じ
や
、
事

件
の
発
展
に
興
味
を
繋
い
で
居
る
人
達
は
、
や
は
り
空
な
現
実
に
煩
ひ
さ
れ

て
居
る
か
ら
で
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
験
と
い
ふ
意
味

　
私
と
て
必
ず
し
も
現
実
な
る
も
の
を
知
つ
て
ゐ
る
と
は
言
は
な
い
。
け
れ

ど
経
験
は
多
少
私
を
し
て
こ
の
世
間
の
現
実
を
思
は
し
め
た
。
私
は
そ
の
現

実
を
低
い
地
上
の
た
し
か
な
立
場
か
ら
、
自
分
の
心
持
に
照
し
て
作
品
に
顕

は
し
た
い
と
思
ふ
。
つ
ま
り
私
一
個
だ
け
の
現
実
、
個
人
を
通
じ
て
見
た
現

実
の
ラ
イ
フ
で
あ
る
。
即
ち
私
自
身
の
現
実
な
り
ラ
イ
フ
な
り
を
芸
術
と
結む
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合 
す
び
あ
は
せ
て
行
か
う
と
い
ふ
の
が
私
の
主
意
だ
。
私
の
茲
に
い
ふ
現
実
は
、

各
個
人
が
実
際
に
接
触
し
て
得
た
と
こ
ろ
の
現
実
と
い
ふ
意
味
に
他
な
ら
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
供

　
私
に
子
供
が
あ
る
と
す
る
。
『
子
供
は
可
愛
い
も
の
で
せ
う
ね
？
』
と
訊

か
れ
る
。
『
否
』
と
私
は
答
へ
る
。
そ
ん
な
ら
『
憎
い
か
』
と
訊
か
れ
て
も
、

ま
た
『
否
』
と
繰
返
す
。

　
或
時
は
憎
く
、
或
時
は
可
愛
い
の
が
、
子
供
に
対
す
る
心
持
で
あ
る
。

　
島
崎
君
は
『
芽
生
め
ば
え
』
の
中
に
子
供
は
自
分
の
一
部
分
で
あ
る
と
書
か
れ
た
。
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子
供
と
の
関
係
は
本
能
の
関
係
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
似
非
デ
カ
ダ
ン

　
自
己
の
生
活
に
濫
し
て
酒
肉
を
買
ひ
、
傍はた
に
迷
惑
を
か
け
て
も
恬てん
と
し
て

恥
ぢ
な
い
や
う
な
、
生
若
い
似
非
デ
カ
ダ
ン
、
道
楽
デ
カ
ダ
ン
に
は
私
は
何

時
も
怖
毛
お
ぞ
け
を
振
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ブ
セ
ン

　
曾
て
長
谷
川
天
渓
君
が
イ
ブ
セ
ン
の
作
風
を
雪
舟
の
絵
画
に
譬
へ
て
言
は
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れ
た
。
あ
の
骨
ば
か
り
の
肉
を
付
け
な
い
作
風
は
た
し
か
に
雪
舟
の
山
水
そ

の
ま
ゝ
で
あ
る
。
彼
独
特
の
領
域
に
し
て
、
北
欧
の
風
雪
が
培つち
か
つ
た
奇
峭
き
せ
う
、

峻
厳
、
冷
酷
の
気
は
、
あ
の
粗
ツ
ぽ
く
力
強
い
筆
致
に
遺
憾
な
く
描
破
さ
れ

て
居
る
。
ツ
ル
ゲ
ネ
エ
フ
や
フ
ロ
オ
ベ
ル
の
や
う
に
柔
か
い
肉
附
け
を
し
た

作
家
か
ら
見
た
ら
、
イ
ブ
セ
ン
の
作
柄
は
如
何
に
も
没
趣
味
な
殺
風
景
な
、

非
芸
術
品
に
見
え
た
で
あ
ら
う
。

　
私
の
見
る
所
で
は
イ
ブ
セ
ン
は
非
常
な
経
験
家
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
な
げ

き
踠もが
い
た
苦
悶
の
子
と
い
ふ
こ
と
が 

歴  

々 
あ
り
〳
〵

と
解
る
。
手
強
く
な
す
つ
た
刷

毛
跡
の
一
筋
に
も
、
彼
の
涙
と
溜
息
が
潜
ん
で
居
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
、
鋼

鉄
の
針
の
や
う
な
一
線
一
線
に
彼
の
ラ
イ
フ
そ
の
も
の
が
つ
い
て
見
え
る
や

う
に
思
は
れ
る
。
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『
そ
れ
か
ら
』
の
評

　
夏
目
漱
石
氏
の
『
そ
れ
か
ら
』
を
読
ん
だ
。
一
種
の
心
理
を
描
出
し
や
う

と
す
る
作
者
の
工
風
を
面
白
い
と
思
つ
た
。
け
れ
ど
大
体
に
於
て
、
説
明
的

学
究
的
の
弊
に
堕
し
て
居
る
の
を
飽
足
ら
ず
思
つ
た
。
『
か
う
い
ふ
理
由
だ

か
ら
か
う
だ
』
と
い
ふ
風
に
頭
か
ら
定
め
て
か
ゝ
ら
れ
る
の
で
、
折
角
細
か

に
並
べ
立
て
た
心
理
が
遺
憾
な
が
ら
読
者
に
多
く
の
余
情
と
印
象
を
残
さ
な

い
。
む
し
ろ
モ
ド
カ
シ
只
歯
痒
は
が
ゆ
い
や
う
な
一
種
冗
漫
の
感
じ
を
与
へ
る
。

『
坑
夫
』
を
見
て
も
解
る
こ
と
だ
が
、
と
も
す
る
と
漱
石
氏
の
作
風
に
は
、

あ
る
一
事
件
の
道
行
ば
か
り
を
描
い
て
、
先
方
に
あ
る
大
事
な
的
は
、
そ
の
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ま
ゝ
出
さ
ず
に
取
残
し
て
置
く
と
い
ふ
傾
向
が
あ
る
。
例
へ
ば
『
坑
夫
』
で

は
鉱
山
に
行
着
く
ま
で
の
経
路
を
書
い
て
、
そ
れ
以
上
の
肝
要
な
所
へ
は
手

を
着
け
て
な
い
。
此
度
の
『
そ
れ
か
ら
』
で
も
目
貫
め
ぬ
き
な
事
件
に
取
り
か
ゝ
ら

う
と
い
ふ
前
で
筆
を
止
め
て
居
る
。
こ
の
ネ
ラ
イ
所
が
何
と
な
く
技
巧
的
に

思
は
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
『
そ
れ
か
ら
』
の
最
後
に
あ
る
赤
い
色
に
見

え
る
と
言
つ
た
や
う
な
所
も
、
何
と
な
く
持
つ
て
行
つ
て
く
つ
付
け
た
や
う

で
厭
な
感
じ
が
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
一
切
の
事
』
の
評

　
秋
の
創
作
界
は
中
々
賑
や
か
だ
つ
た
。
私
の
見
た
も
の
ゝ
中
で
は
星
湖
君
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の
『
一
切
の
事
』
を
好
い
と
思
つ
た
。
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
『
平
和
祭
』
が
何

と
な
く
偲
ば
れ
て
、
一
種
の
暗
い
気
持
が
頭
に
残
つ
た
。
作
者
の
ジ
ミ
な
暗

い
筆
つ
き
が
、
あ
の
暗
い
色
を
描
く
に
最
も
適
当
で
あ
り
ヱ
ツ
フ
ヱ
ク
チ
プ

で
あ
る
と
思
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
歓
楽
』
の
評

　
そ
の
時
代
そ
の
年
代
に
存
在
し
て
居
る
人
物
で
な
け
れ
ば
書
い
て
も
ツ
マ

ラ
ぬ
も
の
ゝ
や
う
に
私
は
思
ふ
。
『
歓
楽
』
は
流
石
に
部
分
的
に
面
白
い
。

然
し
、
あ
の
小
説
に
出
て
来
る
や
う
な
年
格
好
の
詩
人
が
現
代
の
日
本
人
中

に
は
ま
だ
あ
る
ま
い
。
全
体
と
し
て
シ
ミ
／
″
＼
胸
へ
来
な
か
つ
た
の
は
そ
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れ
が
重
な
原
因
で
あ
ら
う
。
明
治
四
十
年
代
の
小
説
な
ら
尠
く
と
も
四
十
年

代
の
人
間
が
書
き
た
い
。
現
代
の
事
相
や
人
物
を
現
代
の
作
家
が
書
い
て
、

始
め
て
其
所
に
事
実
と
作
品
と
の
接
近
が
見
ら
れ
、
迫
実
の
域
に
近
寄
り
得

ら
れ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
の
文
芸

　
余
り
言
ひ
す
ぎ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
日
本
で
は
到
底
露
西
亜
文
芸
の
や
う

な
も
の
は
興
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
日
本
人
の
中
に
は
露
西
亜

の
小
説
に
出
て
来
る
や
う
な
人
物
が
居
な
い
　
　
モ
デ
ル
の
無
い
作
品
の
憐

れ
む
べ
く
、
浅
墓
な
も
の
に
な
り
易
い
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
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ア
ン
ド
レ
ー
フ
の
『
七
刑
人
』

　
ア
ン
ド
レ
ヱ
フ
の
『
七
刑
人
』
を
読
ん
で
見
た
。
読
ん
で
期
待
し
た
程
の

も
の
で
な
い
の
に
甚
だ
失
望
し
た
。
第
一
、
七
人
を
死
刑
場
に
誘
つ
て
行
く

と
い
ふ
事
を
主
眼
と
し
た
点
に
事
件
的
小
説
を
思
は
せ
る
。
第
二
に
七
人
を

書
分
け
や
う
と
す
る
作
者
の
小
さ
な
技
巧
が
余
り
見
え
透
い
て
ゐ
る
。
第
三

に
は
同
時
に
起
つ
た
事
件
を
、
一
人
づ
ゝ
章
を
追
つ
て
書
分
け
、
最
後
の
死

刑
場
に
集
め
る
と
い
ふ
作
者
の
趣
向
が
何
だ
か
小
さ
く
つ
て
、
自
然
の
コ
ン

ポ
ジ
シ
ヨ
ン
と
い
ふ
気
が
し
な
い
。

　
結
末
、
死
刑
場
の
あ
た
り
は
流
石
に 

凄  
愴 

せ
い
さ
う

た
る
も
の
が
あ
つ
た
が
、
こ
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れ
と
て
も
作
者
の
心
持
見
方
か
ら
来
た
凄
愴
で
は
な
い
。
事
件
か
ら
生
れ
、

事
件
に
附
帯
し
た
凄
愴
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
必
ず
し
も
作
者
の
手
腕
が
そ
れ

に
よ
つ
て
現
は
れ
る
と
は
言
は
れ
な
い
。

　
章
を
分
け
て
一
人
々
々
書
次
い
で
行
つ
た
こ
の
材
料
を
、
広
い
横
面
上
へ

一
時
に
並
べ
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
東
京
だ
よ
り
』
の
記
者

　
十
月
十
九
日
国
民
新
聞
所
載
『
東
京
だ
よ
り
』
に
『
吾
人
は
必
ら
ず
し
も

馬
琴
の
勧
善
懲
悪
主
義
を
以
て
、
総
て
の
作
物
を
律
せ
ん
と
す
る
に
あ
ら
ず
。

さ
れ
ど
所
謂
い
は
ゆ
る
当
今
の
或
る
傾
向
に
就
い
て
は
、
甚
だ
寒
心
に
堪
へ
ざ
る
も
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の
な
か
ら
ず
。
』
と
書
出
し
て
、
『
或
は
又
た
社
会
の
根
底
を
、
性
慾
に
措

き
、
神
聖
な
る
可
き
夫
婦
の
関
係
を
、
唯
だ
一
種
の
性
慾
機
関
と
な
し
、
所

謂
る
家
族
以
外
に
、
自
由
な
る
も
の
を
、
要
求
す
可
く
、
絶
叫
す
る
も
の
あ

り
。
而
し
て
世
或
は
之
を
目
し
て
、
之
れ
我
等
意
中
の
事
に
し
て
、
未
だ
道

破
し
得
ざ
る
も
の
を
、
道
破
し
得
た
り
と
て
、
之
に
雷
同
し
て
、
天
下
に
外

道
的
伝
道
を
試
み
る
者
あ
り
…
…
政
治
上
に
危
険
な
る
運
動
は
、
当
局
者
の

細
心
に
注
目
す
る
所
也
。
さ
れ
ど
社
会
を
根
底
よ
り
顛
覆
せ
ん
と
す
る
思
想

に
至
り
て
は
、
之
を
唱
ふ
る
当
人
も
、
其
禍
の
甚
大
な
る
を
知
ら
ず
。
之
に

和
す
る
応
声
虫
も
、
其
害
の
甚
深
な
る
に
気
附
か
ず
。
彼
等
が
看
て
以
て
一

場
の
茶
話
と
な
し
た
る
者
、
実
に
国
家
元
気
衰
頽
の
原
因
と
な
り
、
社
会
秩

序 

紊  

乱 

び
ん
ら
ん

の
動
機
と
な
る
也
。
』
か
う
結
ん
で
居
る
。
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こ
の
記
事
を
読
ん
で
私
は
ま
づ
『
必
ず
し
も
馬
琴
の
勧
善
懲
悪
主
義
を
以

て
、
総
て
の
作
家
を
律
せ
ん
と
す
る
に
あ
ら
ざ
る
』
東
京
だ
よ
り
の
記
者
が

作
家
と
作
品
と
が
、
如
何
な
る
関
係
交
渉
を
有
す
る
や
を
も
す
ら
知
ら
ざ
る

低
級
読
者
の
群
の
一
人
な
の
を
此
上
な
く
遺
憾
に
お
も
ふ
。

　
作
家
は
感
官
に
触
れ
、
胸
中
に
映
つ
た
事
々
物
々
を
、
た
ゞ
現
象
と
し
て

取
扱
ふ
の
み
で
あ
る
。
要
す
る
に
現
象
で
あ
る
。
主
張
で
は
な
い
。
又
経
世

論
で
は
無
論
な
い
。
経
世
者
が
そ
の
現
象
に
怖
毛
を
振
ふ
の
は
勝
手
だ
が
、

そ
れ
を
以
て
芸
術
に
対
さ
う
と
す
る
の
は
、
読
者
と
し
て
は
殆
ど
無
価
値
で

あ
る
。
探
偵
小
説
を
読
ん
で
盗
賊
の
真
似
を
す
る
と
い
ふ
や
う
な
読
者
　
　

さ
う
し
た
眼
と
心
を
以
て
芸
術
に
対
す
る
読
者
を
わ
が
賢
明
な
る
『
東
京
だ

よ
り
』
記
者
に
発
見
し
や
う
と
は
、
私
は
夢
に
も
思
は
な
か
つ
た
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
定
本
　
花
袋
全
集
　
第
二
十
四
巻
」
臨
川
書
店

　
　
　1995
（
平
成7

）
年4

月10

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
毒
と
薬
」
耕
文
堂

　
　
　1918

（
大
正7
）
年11

月5

日
発
行

初
出
：
「
文
章
世
界
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四
巻
第
十
四
号
「
秋
風
号
」
」
博
文
館

　
　
　1909

（
明
治42

）
年11
月1
日

※
「
ア
ン
ド
レ
ー
フ
」
と
「
ア
ン
ド
レ
ヱ
フ
」
の
混
在
は
、
底
本
通
り
で
す
。

入
力
：tatsuki

校
正
：hitsuji
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2020

年6

月27

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/
）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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