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本
書
の
基
本
的
な
視
座
は
「
あ
と
が
き
」
に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。「
一
見
対
照
的
に
見
え
る
二
人
の
作
家
が
、
見
か
け
の

差
異
を
乗
り
越
え
て
、
基
底
的
な
次
元
で
強
い
共
通
性
を
持
ち
合
う
例
は

少
な
く
な
い
」（
三
二
七
頁
）。
選
ば
れ
た
の
は
中
上
健
次
と
村
上
春
樹
で

あ
る
。
こ
の
視
座
の
も
と
で
二
人
の
作
家
を
読
み
進
め
た
結
果
、
著
者
は

次
の
こ
と
を
結
論
す
る
。「
両
者
の
人
物
た
ち
は
決
し
て
社
会
に
対
し
て

迎
合
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
反
逆
者
と
し
て
自
壊
的

に
生
き
よ
う
と
す
る
行
動
者
で
は
な
い
こ
と
が
斬
新
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼

ら
の
基
本
的
な
時
代
性
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
」（
三
二
八
頁
）。
そ
し
て
こ

の
「
時
代
性
」
が
、〈
モ
ダ
ン
〉
の
時
代
に
根
を
持
つ
作
家
た
ち
が
か
か

え
た
「〈
脱
六
○
年
代
〉
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
性
」
と
し
て
把
握
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　〈
モ
ダ
ン
〉
に
根
を
持
つ
作
家
た
ち
が
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
性
〉
と
交
渉

す
る
た
め
の
仕
掛
け
と
は
、
中
上
健
次
の
三
部
作
（『
岬
』『
枯
木
灘
』『
地

の
果
て
　
至
上
の
時
』）
に
お
け
る
「
秋
幸
」
と
「
実
父
・
龍
造
」、
ま
た
、

村
上
春
樹
の
三
部
作
（『
風
の
歌
を
聴
け
』『
一
九
七
三
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』『
羊

を
め
ぐ
る
冒
険
』）
に
お
け
る
「
僕
」
と
「
鼠
」
の
よ
う
に
、
主
人
公
と
副

主
人
公
、
す
な
わ
ち
主
人
公
と
そ
の
分
身
の
仮
構
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
分
身
た
ち
は
、
二
人
の
作
家
が
脱
却
し
よ
う
と
す
る
〈
過

去
性
〉
を
、
い
ず
れ
も
お
び
て
い
る
。
中
上
健
次
の
場
合
に
は
た
と
え
ば

肉
体
性
と
暴
力
性
と
が
付
与
さ
れ
た
父
・
龍
造
、
あ
る
い
は
性
の
悦
楽
の

さ
な
か
に
男
／
女
の
性
の
位
相
の
反
転
に
さ
ら
さ
れ
る
男
た
ち
。
い
ず
れ

も
旧
文
化
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
相
対
化
で
あ
る
。
こ

う
し
た
反
転
に
よ
っ
て
、
主
体
で
あ
る
主
人
公
は
つ
ね
に
他
者
化
・
他
界

化
さ
れ
て
反
照
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
人
公
と
分
身
が
幾
重
に
も
反
照

し
あ
い
な
が
ら
顕
在
化
す
る
「
他
者
性
」
な
い
し
「
他
界
性
」
こ
そ
が
、

仮
託
さ
れ
た
六
○
年
代
の
〈
過
去
性
〉
で
あ
り
、
そ
の
〈
過
去
性
〉
を
参

照
す
る
こ
と
で
他
者
性
と
他
界
性
の
顕
在
化
を
も
た
ら
す
の
が
、〈
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
性
〉
と
そ
の
戦
略
な
の
だ
と
著
者
は
論
じ
る
の
で
あ
る
。
本
書

の
成
果
の
ひ
と
つ
は
、こ
の
〈
過
去
性
〉
と
い
う
時
代
性
を
つ
か
み
と
り
、

そ
こ
に
批
評
の
陣
地
を
設
営
し
た
こ
と
で
あ
る
。
中
上
健
次
と
村
上
春
樹

が
、
巧
み
に
物
語
を
操
り
、
説
話
性
や
ア
ナ
グ
ラ
ム
な
ど
の
意
匠
を
凝
ら

す
さ
ま
に
目
を
配
り
つ
つ
、
し
か
し
基
本
的
に
は
〈
六
○
年
代
〉
を
脱
却

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
意
識
的
な
作
家
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
、
扱
わ
れ
て

い
る
す
べ
て
の
作
品
を
貫
い
て
つ
か
み
き
っ
た
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
辣
腕

が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
練
達
の
技
に
こ
そ
、蓮
實
重
彦
彥
の
説
話
論
的
・

表
象
論
的
な
批
評
や
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
〈
差
異
〉
の
文
学
論
を
く

り
だ
し
て
き
た
柄
谷
行
人
、
渡
部
直
己
ら
の
先
行
す
る
文
学
批
評
を
相
対

化
す
る
、
著
者
の
真
価
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
時
代
性
を
基
軸
に
中
上

健
次
や
村
上
春
樹
を
、
特
権
化
す
る
こ
と
な
く
文
学
史
の
な
か
に
軟
着
陸

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
文
学
の
社
会
性
を
、
文
学
の
仕
掛
け
を
壊

す
こ
と
な
く
論
じ
つ
く
そ
う
と
す
る
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
文
学
批
評
の

展
開
に
向
け
た
強
い
意
志
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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さ
ら
に
問
題
提
起
的
で
あ
る
の
は
、
ラ
カ
ン
を
援
用
し
な
が
ら
提
示
さ

れ
る
次
の
論
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
主
人
公
と
そ
の
分
身
と
い
う
仕
掛
け

を
通
じ
て
作
家
は
自
己
を
社
会
化
す
る
。
こ
の
自
我
の
社
会
化
・
他
者
化

は
、
し
か
し
そ
れ
が
「
書
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ぎ
り
、
ラ
カ
ン
で
い
え
ば
象
徴
界
に
位
置
す
る
、
文
字
の
表
記
が
も
つ

象
徴
的
な
去
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
文
字
化
は
欲

望
の
実
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
衰
滅
＝
死
の
欲
動
の
遂
行
で
も
あ
る

か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、〈
分
身
〉
を
生
み
出
す
こ
と
と
は
あ

ら
か
じ
め
去
勢
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
著

者
が
慧
眼
に
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
中
上
や
村
上
の
分
身
た
ち
は
書

か
れ
れ
ば
書
か
れ
る
だ
け
「
が
ら
ん
ど
う
」
に
、
無
化
に
限
り
な
く
近
づ

い
て
い
る
。
著
者
は
こ
こ
に
、〈
仮
託
さ
れ
た
過
去
〉
が
常
に
す
で
に
去

勢
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
読
み
取
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
〈
六
○
年

代
〉
的
な
も
の
を
葬
り
さ
ろ
う
と
す
る
欲
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
ま

た
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
上
健
次
よ
り
も
、
村

上
春
樹
の
主
人
公
た
ち
が
〈
自
己
無
化
的
な
内
面
〉
を
よ
り
積
極
的
に
標

榜
し
て
登
場
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
の
〈
自
己
無
化
的
な
内
面
〉
は
、

村
上
そ
の
ひ
と
が
中
国
に
対
し
て
し
め
す
「
か
す
か
な
負
い
目
」
と
共
振

す
る
。
著
者
は
こ
の
「
か
す
か
な
負
い
目
」
と
い
う
身
振
り
に
、
村
上
文

学
の
自
己
無
化
や
去
勢
の
う
ち
に
あ
る
、
独
特
の
作
法
を
か
ぎ
と
る
の

だ
。「
…
…
そ
し
て
こ
の
完
了
し
た
対
象
と
し
て
十
分
な
距
離
を
取
り
え

な
い
、
現
在
的
な
流
動
性
に
満
た
さ
れ
た
主
題
こ
そ
が
、
こ
こ
で
捉
え

て
き
た
、
戦
前
か
ら
現
在
に
至
る
日
中
関
係
の
系
譜
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（
二
四
六
頁
）。
中
国
侵
略
戦
争
に
対
す
る
負
債
は
、
審
議
未
了
の
自
己
否

定
の
契
機
と
し
て
、
こ
こ
で
同
時
代
的
な
表
出
の
水
準
に
お
い
て
と
ら
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
流
動
性
と
い
う
視
角
か
ら
把
握
さ
れ
た
社
会
性
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
把
握
に
よ
っ
て
、
不
断
の
去
勢
プ
ロ
セ
ス
の
な
か

で
、「
か
す
か
な
負
い
目
」
や
異
和
を
反
芻
し
続
け
、
そ
こ
に
耐
え
る
主

体
が
こ
こ
で
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
見
に
加
え
て
、中
上
の『
紀

州
　
木
の
国
・
根
の
国
物
語
』
と
『
異
族
』
に
お
け
る
天
皇
の
内
実
の
相

違

─
後
者
に
お
け
る
天
皇
の
空
洞
化

─
の
発
見
も
、
賞
賛
を
こ
め
て

付
け
加
え
た
い
が
、
し
か
し
中
上
の
そ
れ
は
主
体
の
無
化
や
空
洞
化
を
積

極
的
な
戦
略
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
村
上
春
樹
に
一
日
の
長
が
あ
る
と
著

者
が
判
断
す
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
中
上
を
み
す
え
な
が

ら
、
村
上
の
「
内
面
の
空
白
を
断
罪
す
る
一
種
の
倫
理
性
」（
三
二
三
頁
）

と
い
う
主
体
、「
自
壊
的
な
行
動
者
」
と
な
ら
な
い
、
い
わ
ば
観
察
＝
投

機
（speculation

）
的
な
主
体
を
据
え
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
で
、
村
上
春

樹
論
の
ひ
と
つ
の
水
準
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
主
体
性
を
め
ぐ
る
思

想
の
ド
ラ
マ
の
一
幕
と
し
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　〈
六
○
年
代
〉
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
小
熊
英
二
の
大
著
『
一
九
六
八
年
』

上
・
下
（
新
曜
社
、
二
○
○
九
年
）
が
記
憶
に
新
し
い
。
小
熊
の
大
著
に

対
し
て
は
、
私
も
少
な
か
ら
ず
批
判
を
提
示
し
て
お
い
た
が
（
拙
稿
「『
あ

の
時
代
』
の
脱
神
話
化
」「
図
書
新
聞
」
二
○
○
九
年
九
月
五
日
号
）、
そ
れ
は

世
界
革
命
と
い
う
想
像
力
の
審
級
の
把
握
に
あ
ら
か
じ
め
躓
い
た
と
こ

ろ
に
難
点
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
中
上
健

次
と
村
上
春
樹
と
い
う
ふ
た
り
の
形
象
に
定
着
し
た
〈
六
○
年
代
〉
の
想

像
力
を
あ
る
が
ま
ま
に
格
納
し
つ
つ
、
そ
の
反
響
の
ゆ
く
え
を
み
さ
だ
め

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義

的
な
批
評
理
論
に
遊
ぶ
こ
と
な
く
、
文
学
史
の
成
果
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い

な
が
ら
、
社
会
文
学
と
し
て
の
矜
持
を
守
り
、
良
質
の
思
想
史
と
し
て
の

役
割
も
備
え
た
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
手
練
の
仕
事
な
の
で
あ

（
友
常
勉
）


