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一
冊
の
書
物
と
し
て
も
、
と
て
も
丁
寧
に
造
ら
れ
た
本
で
あ
る
。

カ
バ
ー
か
ら
表
紙
、
い
わ
ゆ
る
帯
ま
で
、
各
ペ
ー
ジ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
、

使
わ
れ
る
フ
ォ
ン
ト
、
紙
の
品
質
や
色
調
ま
で
、
細
か
な
配
慮
が
行

き
届
い
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
は
じ
め
に
」（
二
人
の
編

者
に
よ
る
）
に
記
さ
れ
た
、「
本
書
の
構
成
と
成
立
の
背
景
」
に
名

が
挙
げ
ら
れ
、「
日
本
に
お
け
る
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
研
究
の
影
の
功
労
者
」
と
ま
で
称
え
ら
れ
て
い
る
高
名
な
編
集

者
、
故
二
宮
隆
洋
氏
へ
の
敬
意
の
表
れ
で
あ
り
具
体
化
で
も
あ
る
の

だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
造
本
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
編
者
た
ち

は
、
論
文
集
の
か
た
ち
を
と
る
本
書
の
編
集
に
当
た
っ
て
は
、
提
出

稿
に
「
徹
底
的
に
朱
を
入
れ
る
」
と
い
う
方
針
で
臨
ん
だ
と
い
う
。

そ
し
て
「
本
書
に
お
い
て
表
記
等
に
間
違
い
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ

と
え
に
編
者
ら
の
責
任
で
あ
る
。」
と
ま
で
明
記
し
て
い
る
。
書
評

者
も
い
わ
ゆ
る
論
集
形
式
の
本
の
編
者
と
な
っ
た
こ
と
は
何
度
か
あ

る
が
、
こ
れ
ほ
ど
誠
実
な
関
わ
り
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
見
習

う
べ
き
態
度
と
思
い
密
か
な
感
銘
を
受
け
た
が
、
こ
れ
は
編
者
た
ち

の
、
書
物
へ
の
愛
の
現
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
冊
の
本
と
し
て
実

現
す
る
学
問
―
―
学
問
一
般
で
あ
る
が
、
よ
り
狭
く
は
「
イ
ン
テ
レ

ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
―
―
へ
の
愛
と
情
熱
の
表
現
で
も
あ

る
と
思
わ
れ
た
。

　
で
は
、
そ
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（IH

)

と
は

何
か
？
「
は
じ
め
に
」
の
前
半
は
、
そ
れ
を
闡
明
す
る
一
種
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。IH

は
、
い
わ
ゆ
る
思
想
史
・

哲
学
史
と
、
一
九
世
紀
以
来
政
治
・
制
度
・
行
政
の
記
述
が
中
心
と

な
っ
て
き
た
歴
史
学
と
の
狭
間
な
い
し
交
錯
点
に
自
ら
を
位
置
づ
け

る
。
二
〇
世
紀
の
歴
史
学
は
、
政
治
史
偏
重
へ
の
反
省
か
ら
、
文
化

史
、
精
神
史
、
社
会
史
、
心
性
史
、
と
い
っ
た
領
域
に
、
そ
の
都
度

研
究
と
記
述
の
方
法
を
開
拓
し
つ
つ
拡
張
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
な

お
「
個
人
の
業
績
、
個
別
の
作
品
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
扱
い
か
ね

て
い
る
。
一
方
思
想
史
・
哲
学
史
は
、
い
わ
ゆ
る
知
の
巨
人
た
ち
の

業
績
を
扱
う
け
れ
ど
も
、哲
学
、神
学
、科
学
、芸
術
、文
学
と
い
っ
た
、

近
代
的
意
味
で
の
学
や
知
や
活
動
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
、
そ
う

し
た
枠
組
み
か
ら
見
て
有
意
義
な
側
面
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
研
究

し
て
き
た
。
つ
ま
り
偉
人
た
ち
が
多
様
な
業
績
を
生
み
出
し
て
き
た

書
　
評

ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
、
小
澤
実
　

編

『
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
―
―
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス

の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』

（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年
）

鶴
岡
　
賀
雄
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歴
史
的
文
脈
―
―
社
会
・
経
済
・
政
治
的
文
脈
の
み
な
ら
ず
、
彼
女

ら
が
生
き
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

「
知
の
コ
ス
モ
ス
」
―
―
へ
の
配
慮
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。IH

は
、

こ
の
従
来
の
研
究
手
法
で
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
部
分
に
目
を
こ
ら

そ
う
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、IH

は
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
地
域
に
関
し

て
な
さ
れ
る
べ
き
研
究
だ
ろ
う
が
、
本
書
は
大
き
く
い
っ
て
「
中
世

や
ル
ネ
サ
ン
ス
期
」
が
対
象
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
編
者
た
ち
の
専

門
領
域
の
事
情
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、「
中
世
や
ル
ネ
サ
ン
ス
期
」が
、

こ
のIH

と
い
う
研
究
視
点
が
と
り
わ
け
有
意
義
な
時
代
だ
か
ら
で

も
あ
ろ
う
。
上
記
の
よ
う
な
近
代
の
知
の
枠
組
み
が
確
立
す
る
以
前

の
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
思
想
史
・
哲
学
史
の
主
流
の

記
述
か
ら
は
漏
れ
落
ち
て
い
る
人
々
、
な
い
し
側
面
が
豊
か
に
残
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
研
究
は
、
定
式
化
さ
れ
た
思
想
史
理
解
、
精
神
史

理
解
の
偏
差
を
明
る
み
に
出
し
つ
つ
、
歴
史
理
解
の
厚
み
を
増
す
の

に
資
す
る
、
ひ
い
て
は
、「
従
来
型
の
歴
史
記
述
に
変
更
を
せ
ま
る
」

も
の
と
な
る
可
能
性
が
と
く
に
大
き
い
。
本
書
の
研
究
は
、
従
前
の

歴
史
記
述
、
思
想
史
叙
述
の
大
枠
を
前
提
と
し
た
上
で
そ
う
し
た
研

究
の
隙
間
を
埋
め
る
「
ニ
ッ
チ
」
研
究
、
落
ち
穂
拾
い
的
研
究
と
し

て
、
あ
る
い
は
西
洋
「
裏
思
想
史
」
へ
の
好
事
家
的
興
味
の
も
と
に

読
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
で
は
、IH

の
「
醍
醐
味
を
紹
介
す
る
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
」
と
謳
わ

れ
て
い
る
本
書
の
具
体
的
中
身
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
駆
け
足
で

覗
い
て
み
る
。

　
四
部
に
分
か
た
れ
る
本
書
の
第
Ⅰ
部
は
「
学
問
の
伝
統
と
革
新
」

と
題
さ
れ
て
、
西
欧
中
世
（
一
三
～
一
四
世
紀
）
の
教
会
説
教
の
形

式
や
文
体
に
つ
い
て
の
研
究
（
赤
江
雄
一
「
語
的
一
致
と
葛
藤
す
る

説
教
理
論
家
―
―
中
世
後
期
の
説
教
に
お
け
る
聖
書
の
引
用
」）、
い

わ
ゆ
る
記
憶
術
の
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
（
一
六
世
紀
）
に
お
け
る
特
徴

あ
る
一
形
態
で
あ
る
ラ
ン
ベ
ル
ト
・
シ
ェ
ン
ケ
ル
の
『
記
憶
術
の
宝

庫
』
の
研
究
（
桑
木
野
幸
司
「
記
憶
術
と
叡
智
の
家
―
―
ル
ネ
サ
ン

ス
の
黄
昏
に
お
け
る
伝
統
の
変
容
」）、
同
じ
く
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
、

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
、つ
ま
り
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
デ
ン
マ
ー
ク
で
、

「
も
う
ひ
と
つ
の
古
代
復
興
」
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
「
ル
ー
ン
学
」

が
誕
生
す
る
経
緯
を
解
明
し
た
論
文
（
小
澤
実
「
ゴ
ー
ト
・
ル
ネ

サ
ン
ス
と
ル
ー
ン
学
の
成
立
―
―
デ
ン
マ
ー
ク
の
事
例
」）、
の
三
篇

が
並
ぶ
。
近
年
の
西
洋
中
世
史
研
究
で
、
大
量
の
説
教
資
料
が
体
系

的
に
研
究
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
評
者
も
仄
聞
し
て
い
た
が
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
は
赤
江
氏
の
論
文
で
初
め
て
一
端
に
触
れ
た
。「
ル

ネ
サ
ン
ス
の
記
憶
術
」
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
知
ら
れ
た
テ
ー
マ
と

し
て
見
聞
き
し
て
い
た
が
、
シ
ェ
ン
ケ
ル
と
い
う
人
の
名
は
初
め
て

知
っ
た
。
ル
ー
ン
文
字
に
つ
い
て
は
近
現
代
の
「
オ
カ
ル
ト
」
的
文

脈
で
の
使
わ
れ
方
し
か
知
ら
ず
、
学
問
的
研
究
史
に
つ
い
て
は
全
く

無
知
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
評
者
の
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、
従
っ

て
各
論
文
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
紹
介
す
ら
で
き
な
い
の
は
遺
憾
だ
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が
、
知
的
関
心
を
掻
き
立
て
ら
れ
つ
つ
、
こ
う
し
た
研
究
が
拓
い
て

い
く
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
領
域
に
つ
い
て
思
い
巡
ら
す
だ
け

で
十
分
に
豊
か
な
読
後
感
が
得
ら
れ
る
。

　
第
Ⅱ
部
「
神
と
自
然
、
そ
し
て
怪
物
」
に
並
ぶ
の
は
次
の
四
論
文

で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
キ
リ
ス
ト
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
横
か
ら

見
た
顔
）
が
ほ
ぼ
一
定
の
相
貌
の
も
と
に
流
行
し
、
そ
れ
が
本
当
の

顔
と
し
て
受
容
さ
れ
流
布
し
変
奏
さ
れ
て
い
く
経
緯
を
た
ど
る
も
の

（
水
野
千
依
「
キ
リ
ス
ト
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
肖
像
―
―
構
築
さ
れ
る

「
真
正
性
」
と
「
古
代
性
」」）、
一
五
世
紀
末
に
ド
イ
ツ
で
刊
行
さ
れ

た
『
年
代
記
』
に
多
数
掲
載
さ
れ
た
「
怪
物
」
―
―
一
つ
目
人
、
犬

頭
人
、
無
頭
人
、
両
性
具
有
、
一
足
人
、
無
鼻
人
、
巨
大
耳
人
、
山

羊
人
、
馬
足
人
、
小
型
人
、
六
腕
人
、
多
毛
人
、
六
指
人
、
半
馬
人
、

四
つ
目
人
、
鶴
首
人
、
等
々
の
異
形
の
「
架
空
種
族
」
―
―
の
挿
絵

イ
メ
ー
ジ
の
源
流
や
影
響
史
、
ま
た
そ
う
し
た
空
想
力
の
意
義
を
探

る
も
の
（
菊
地
原
洋
平
「
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
架
空
種
族
と
怪
物

―
―
ハ
ル
ト
マ
ン
・
シ
ェ
ー
デ
ル
の
『
年
代
記
』
か
ら
―
―
」）、
宗

教
改
革
の
教
義
上
の
大
論
争
点
と
な
っ
た
聖
体
を
巡
る
神
学
議
論
に

つ
い
て
の
、
ラ
ブ
レ
ー
や
ロ
ン
サ
ー
ル
と
い
っ
た
文
人
た
ち
の
言
説

を
紹
介
す
る
も
の
（
平
野
隆
文
「
キ
リ
ス
ト
の
血
と
肉
を
め
ぐ
る
表

象
の
位
相
―
―
ラ
ブ
レ
ー
か
ら
ド
・
ベ
ー
ズ
ま
で
の
文
学
と
神
学
の

交
錯
点
―
―
」）、
ス
ピ
ノ
ザ
の
周
辺
に
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
な
い
し

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
・
神
学
を
何
ら
か
受
け
入
れ
、
何
ら
か
拒
否
し
つ

つ
、「
近
代
」
の
思
想
潮
流
の
中
で
新
た
な
神
学
を
構
築
し
よ
う
と

し
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
神
学
者
た
ち
の
試
み
を
探
り
、
そ
の
意
義

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
加
藤
喜
之
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
神

の
概
念
―
―
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
神
学
者
た
ち
―

―
」）。

　
第
Ⅲ
部
「
生
命
と
物
質
」
は
、
以
下
の
三
編
か
ら
な
る
。
一
六
世
紀

前
半
に
活
動
し
た
医
師
、
人
文
主
義
者
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
主
義
的
生
命
論
を
論
ず
る
も
の
（
坂
本
邦
暢
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を

救
え
―
―
十
六
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
改
革
―
―
」）、

フ
ェ
ル
ネ
ル
、
シ
ェ
キ
ウ
ス
、
ゼ
ン
ネ
ル
ト
と
い
う
、
一
六
～
一
七

世
紀
の
医
師
・
医
学
者
（
広
義
に
は
哲
学
者
）
た
ち
が
、
ガ
レ
ノ
ス

の
原
典
に
新
た
に
触
れ
る
こ
と
で
展
開
し
た
（
今
の
言
葉
で
言
え
ば

医
学
・
生
理
学
的
）
霊
魂
論=

人
間
霊
魂
発
生
論
を
紹
介
、
検
討
す

る
も
の
（
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
「
霊
魂
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
？
―
―
西

欧
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
医
学
論
争
―
―
」）、
ベ
イ
コ
ン
の
生
命

論
の
独
自
な
、
あ
る
い
は
知
ら
れ
ざ
る
相
貌
を
、
未
完
の
草
稿
『
死

の
道
に
つ
い
て
』
に
探
る
も
の
（
柴
田
和
宏
「
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ

コ
ン
の
初
期
手
稿
に
み
る
生
と
死
の
概
念
」）。

　
最
後
の
第
Ⅳ
部
「
西
洋
と
日
本
―
―
キ
リ
シ
タ
ン
の
世
紀
」
に
は
、

一
六
世
紀
の
イ
エ
ズ
ス
会
や
ド
ミ
ニ
コ
会
の
神
学
書
に
説
か
れ
て
い

た
霊
魂
論
が
、
い
わ
ゆ
る
キ
リ
シ
タ
ン
版
諸
書
の
中
で
ど
の
よ
う
に

日
本
語
で
語
り
直
さ
れ
て
い
る
か
を
精
査
し
て
、
同
時
代
の
西
欧
に
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お
け
る
様
々
な
思
潮
の
反
映
と
変
質
を
見
て
取
る
論
考
（
折
井
善
果

「「
ア
ニ
マ
」（
霊
魂
）
論
の
日
本
到
着
―
―
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
と
い

う
触
媒
の
な
か
へ
―
―
」）
と
、
同
じ
く
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
お
け

る
宇
宙
論
を
、「
パ
ラ
イ
ソ
」
の
位
置
の
空
間
的
表
象
に
着
目
し
て

抽
出
す
る
も
の
（
平
岡
隆
二
「
イ
エ
ズ
ス
会
と
キ
リ
シ
タ
ン
に
お
け

る
天
国
（
パ
ラ
イ
ソ
）
の
場
所
」）
の
二
編
が
収
め
ら
れ
る
。

　
以
上
、
目
次
を
並
べ
る
か
た
ち
で
本
書
の
内
容
、
と
い
う
よ
り

も
扱
わ
れ
て
い
る
対
象
を
―
―
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
中
身
を
―
―
見

渡
し
た
わ
け
だ
が
、
評
者
と
し
て
の
第
一
印
象
は
、
ひ
た
す
ら

curiositas

を
掻
き
立
て
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
第
Ⅰ

部
の
紹
介
に
付
し
て
記
し
た
よ
う
に
、
扱
わ
れ
て
い
る
人
物
や
題
材

さ
え
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
も
の
ば
か
り
で
、
己
れ
の
知
見
の
狭
さ
ゆ

え
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
ま
ず
は
知
識
の
増
大
を
純
粋
に
喜
ぶ
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
が
一
冊
の
書
物
に
収
め
ら
れ
て
壮
麗

に
並
べ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
あ
る
効
果
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

諸
論
考
の
多
様
多
彩
を
通
じ
て
浮
き
上
が
っ
て
く
る
何
か
共
通
な
も

の
に
思
い
を
致
す
よ
う
、
読
者
は
誘
わ
れ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
誘
い
に
乗
っ
て
、
本
書
冒
頭
のIH

宣
言
へ
の
ひ
と
つ
の
反
応

と
し
て
、IH

の
魅
力
と
可
能
性
に
つ
い
て
の
思
い
の
一
端
を
述
べ

て
「
書
評
」
に
代
え
た
い
。

　
た
し
か
に
、こ
の
種
の
、思
想
史
の
主
流
を
形
成
す
る
ビ
ッ
グ
ネ
ー

ム
と
は
な
ら
な
か
っ
た
人
々
（
ベ
イ
コ
ン
は
大
哲
学
者
だ
が
『
死
の

道
に
つ
い
て
』
は
主
著
か
ら
は
遠
い
）
の
仕
事
に
目
を
向
け
る
こ
と

で
、
思
想
史
の
記
述
を
、
単
一
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
を
辿
る
線
的

な
物
語
で
は
な
く
、
歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
り
近
づ
く
言
わ
ば
面

的
な
、
あ
る
い
は
三
次
元
的
な
「
厚
み
」
を
持
っ
た
も
の
に
近
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
引
か
れ
た

こ
と
の
な
か
っ
た
思
想
史
の
線
が
、
新
し
い
見
方
と
し
て
浮
き
上

が
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
思
想
史
・
哲
学
史
の
主
要
人
物

（
例
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）
の
思
想
理
解
に
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
、

解
釈
の
更
新
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、

思
想
史
の
風
景
、
見
方
・
見
え
方
の
変
容
、
変
貌
を
、
編
者
ら
と
共

に
期
待
し
う
る
し
、
予
感
も
さ
れ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
本
書
に
示
さ
れ
た
よ
う
なIH

―
―
「
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
呼
称
で

言
わ
れ
る
も
の
の
内
実
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

が
―
―
研
究
を
通
覧
す
る
こ
と
か
ら
喚
起
さ
れ
る
思
念
の
ひ
と
つ

は
、
そ
も
そ
もIH

は
何
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
の

問
い
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、IH

の
視
線
が
そ
の
焦
点
を

合
わ
せ
て
い
る
の
は
、
過
去
の
「
偉
大
な
個
人
の
思
想
」
で
は
な

く
、
そ
の
広
狭
や
深
浅
は
区
々
で
あ
る
に
せ
よ
、
或
る
時
代
・
地
域

に
あ
る
程
度
共
通
し
て
広
ま
り
、
人
々
の
思
考
を
意
識
的
・
無
意
識

的
に
支
配
し
あ
る
い
は
刺
激
し
て
い
た
観
念
、
観
念
群
、
観
念
系
、
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ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
、
小
澤
実
　

編
『
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
―
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
鶴
岡
）

と
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、IH

の
狙
う
水

準
は
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
派
の
「
観
念

史history of ideas

」
が
記
述
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
単
位
観

念unit-ideas
の
そ
れ
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
輪
郭
は

も
っ
と
個
別
的
で
あ
り
、
明
確
だ
ろ
う
。
ド
ー
キ
ン
ス
の
い
わ
ゆ
る

「
ミ
ー
ム
」
―
―
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
単
位
、
と
い
ち
お
う
捉
え
て
お

く
―
―
よ
り
は
複
雑
で
豊
饒
だ
が
、
歴
史
を
通
じ
て
長
く
存
続
す
る

idea-units

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
で
一
定
程
度
存

続
し
、
変
容
し
、
消
滅
し
て
い
っ
た
（
愛
す
べ
き
）
観
念
連
関
た
ち
、

こ
れ
が
、IH

が
記
述
し
よ
う
と
す
る
歴
史
の
主
人
公
、
主
体
た
ち

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地

域
の
よ
り
大
き
な
世
界
像
で
あ
る
（
初
期
）
フ
ー
コ
ー
の
言
う
「
エ

ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
の
中
で
こ
そ
、
つ
ま
り
知
と
権
力
の
配
置
・
コ
ン

ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
こ
そ
意
味
を
も
ち
命
を
保
つ
。で
あ
れ
ば
、

こ
の
特
異
・
特
定
の
観
念
群
に
丁
寧
に
眼
を
こ
ら
す
こ
と
で
、
そ
う

し
た
観
念
が
生
き
て
い
ら
れ
た
時
代
・
地
域
の
世
界
観
な
い
し
エ
ピ

ス
テ
ー
メ
ー
―
―
「
知
の
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
―
―
の
真
相
も
ま
た

見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
、
今
日
の
視
点
か
ら

は
奇
妙
・
異
様
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
古
生
物
の
よ
う
な
）
観

念
た
ち
の
生
命
を
、
そ
れ
に
相
応
し
く
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
が

棲
息
し
え
て
い
た
知
の
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
全
体
に
ま
で
検
討
の
範
囲

を
拡
げ
て
い
く
必
要
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を

凝
視
す
る
こ
と
で
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
そ
こ
に
見
透
か
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
逆
に
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
見
え
て
き

て
初
め
て
そ
の
正
体
・
真
義
を
明
か
す
。
こ
の
普
遍
的
関
係
はIH

に
お
い
て
典
型
的
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

　IH

が
そ
の
記
述
と
理
解
を
目
指
す
観
念
た
ち
は
、
し
か
し
、
そ

れ
ら
が
そ
の
中
で
こ
そ
生
き
て
い
ら
れ
た
知
の
コ
ス
モ
ス
自
体
の
変

化
に
対
応
で
き
ず
に
、
古
生
物
の
よ
う
に
消
滅
・
絶
滅
し
て
い
っ

た
。
つ
ま
り
、
生
き
残
っ
た
―
―
環
境
変
化
に
「
適
応
」
し
た
―
―

観
念
た
ち
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
歴
史
記
述
、
思
想
史
叙
述
の
主
流
な

い
し
定
型
か
ら
は
、
取
り
落
と
さ
れ
、
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
で

も
そ
う
し
た
過
去
の
観
念
系
は
、
絶
滅
し
た
生
物
も
何
ら
か
そ
の
遺

伝
子
を
残
す
よ
う
に
、
陰
に
陽
に
後
代
へ
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
観
念

系
と
し
て
は
変
貌
し
変
身
し
て
そ
の
縁
戚
な
い
し
後
継
観
念
を
発
生

さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
忘
れ
ら
れ
て
い
た
資
料
・
史
料
の
新

た
な
読
み
直
し
に
よ
っ
て
、
埋
も
れ
て
い
た
縁
戚
関
係
を
浮
き
立
た

せ
て
、
現
代
か
ら
す
る
過
去
の
見
方
・
見
え
方
と
し
て
の
歴
史
を
変

え
て
い
く
こ
と
、
こ
の
、
歴
史
研
究
の
醍
醐
味
で
あ
り
歴
史
研
究
者

の
野
望
で
も
あ
ろ
う
営
み
を
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
か
ら
、
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
の

言
うIH

は
、
そ
う
し
た
歴
史
家
・
思
想
史
家
の
欲
望
に
も
っ
と
も
相

応
し
い
研
究
対
象
・
研
究
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
―

―
こ
う
し
た
こ
と
が
、
本
書
の
絢
爛
か
つ
と
き
に
奇
怪
で
も
あ
る
華
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史
苑
（
第
七
五
巻
第
一
号
）

や
ぐ
知
識
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
を
眺
め
巡
り
な
が
ら
、curiositas

の

水
準
を
こ
え
て
沸
き
立
っ
て
き
た
悦
ば
し
い
想
念
の
一
端
で
あ
る
。

（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
）


