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本
論
は
、
坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
用
い
ら
れ
た
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
の
、
同
時
代
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
。　

　
１

　

坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
一
〔
昭
和
一
六
〕・
七
）
で
は
、「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
を
主
題
と
し
て
、

文
学
の
話
が
進
め
ら
れ
る（
１
）。
は
じ
め
に
「
小
説
家
の
立
場
と
し
て
も
、
な
に
か
、
モ
ラ
ル
、
さ
う
い
ふ
も
の
ゝ
意
図
が
な
く
て
、

小
説
を
書
き
つ
ゞ
け
る 

―
― 

さ
う
い
ふ
こ
と
が
有
り
得
よ
う
と
は
、
ち
よ
つ
と
、
想
像
が
で
き
ま
せ
ん
」
と
、
小
説
と
モ
ラ
ル

の
結
び
つ
き
が
必
然
だ
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
童
話
「
赤
頭
巾
」
の
例
を
あ
げ
、「
全
然
モ
ラ
ル
の
な

い
作
品
が
存
在
す
る
」
と
述
べ
る
。

　

私
達
は
い
き
な
り
そ
こ
で
突
き
放
さ
れ
て
、
何
か
約
束
が
違
つ
た
や
う
な
感
じ
で
戸
惑
ひ
し
な
が
ら
、
然し

か

し
、
思
は
ず
目

を
打
た
れ
て
、
プ
ツ
ン
と
ち
よ
ん
切
ら
れ
た
空
し
い
余
白
に
、
非
常
に
静
か
な
、
し
か
も
透
明
な
、
ひ
と
つ
の
切
な
い
「
ふ

坂
口
安
吾
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文
学
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る
さ
と
」
を
見
な
い
で
せ
う
か
。

　
「
赤
頭
巾
」
の
「
す
べ
て
美
徳
ば
か
り
で
悪
さ
と
い
ふ
も
の
が
何
も
な
い
可か

憐れ
ん

な
少
女
が
、
森
の
お
婆
さ
ん
の
病
気
を
見
舞
に

行
つ
て
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
ゐ
る
狼
に
ム
シ
ャ
〳
〵
食
べ
ら
れ
て
し
ま
ふ
」
結
末
を
読
む
と
、「
何
か
約
束
が
違
つ
た
感
じ
で

戸
惑
ひ
」
し
な
が
ら
、「
氷
を
抱
き
し
め
た
や
う
な
、
切
な
い
悲
し
さ
、
美
し
さ
」
を
感
じ
る
。
そ
の
戸
惑
い
と
切
な
さ
は
、
ま

だ
モ
ラ
ル
が
な
く
、
文
学
の
始
ま
る
場
所
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
」
に
対
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
だ（
２
）。
そ
の
経
験
は
「
生
存
そ

れ
自
体
が
孕
ん
で
ゐ
る
絶
対
の
孤
独
」
と
す
る
べ
き
も
の
だ
が
、
人
が
生
き
る
上
で
不
可
避
な
こ
と
だ
と
続
け
る
。

　

モ
ラ
ル
が
な
い
、と
か
、突
き
放
す
、と
い
ふ
こ
と
、そ
れ
は
文
学
と
し
て
成
立
た
な
い
よ
う
に
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、我
々

の
生
き
る
道
に
は
ど
う
し
て
も
そ
の
や
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
崖が

け

が
あ
つ
て
、
そ
こ
で
は
、
モ
ラ
ル
が
な
い
、
と
い
ふ
こ
と

自
体
が
、
モ
ラ
ル
な
の
だ
、
と
。

　

モ
ラ
ル
が
な
い
文
学
に
突
き
放
さ
れ
る
経
験
と
同
様
に
、
実
際
の
人
生
に
は
、
突
然
に
崖
と
向
き
合
う
よ
う
な
、
モ
ラ
ル
を
見

出
せ
な
い
事
態
に
陥
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
際
に
人
は
、
モ
ラ
ル
が
な
い
と
い
う
認
識
自
体
を
、
改
め
て
モ
ラ
ル
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
の
だ
。

　

モ
ラ
ル
が
な
い
認
識
、「
ふ
る
さ
と
の
意
識
・
自
覚
の
な
い
と
こ
ろ
に
文
学
が
あ
ら
う
と
は
思
は
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
、「
文

学
の
ふ
る
さ
と
」の
結
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、そ
の
認
識
が
、文
学
の
目
的
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
。「
な
ぜ
な
ら
、ふ
る
さ
と
は
我
々

の
ゆ
り
か
ご
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
人
の
仕
事
は
、
決
し
て
ふ
る
さ
と
へ
帰
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
」
だ
。
つ
ま
り
、
モ
ラ
ル

が
な
い
認
識
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
そ
の
認
識
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
文
学
の
創
作
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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奥
野
健
男
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
中
に
、「
一
切
の
救
い
を
拒
絶
し
た
先
に
あ
る
、
虚
無
の
中
に
こ
そ
文
学
の
原
点
を
見

出
し
て
い
た
安
吾
の
厳
し
さ
」
が
あ
る
と
、坂
口
安
吾
の
「
孤
独
の
涯
の
極
限
の
精
神
」
を
見
出
し
て
い
る（
３
）。「
モ
ラ
ル
が
な
い
」

「
突
き
放
す
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
、
自
身
が
坂
口
安
吾
文
学
の
特
徴
と
位
置
づ
け
る
「
虚
無
的
合
理
主
義
」
の
現
れ
と
見

な
す
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
中
畑
邦
夫
は
、「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
の
多
義
性
に
注
目
し
た
う
え
で
、「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
退
け
る
た
め
の
「
救
い
」
が

見
出
さ
れ
た
時
、「
ふ
る
さ
と
」
は
ま
さ
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
の
、
狭
義
の
文
学
の
、
ま
た
人
間
が
世
界
に
意
味
の
体
系
を

構
築
し
て
ゆ
く
と
い
う
営
み
と
い
う
意
味
で
の
文
学
の
「
起
源
」
と
し
て
の
「
ふ
る
さ
と
」
に
な
る
」
と
し
て
、「
倫
理
を
構
築

し
よ
う
と
す
る
安
吾
の
意
志
」
を
見
出
す（
４
）。「
モ
ラ
ル
が
な
い
こ
と
が
モ
ラ
ル
」
と
い
う
逆
接
的
表
現
に
は
、
モ
ラ
ル
を
喪
失

し
た
虚
無
に
と
ど
ま
ら
ず
、
モ
ラ
ル
の
再
構
築
と
い
う
坂
口
安
吾
の
態
度
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

中
畑
邦
夫
の
読
解
に
よ
れ
ば
、「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
と
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
意
味
を
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
喪
失
し
た
既
存
の
道
徳
と
、
そ
の
道
徳
を
乗
り
越
え
る
倫
理
の
二
者
だ
。
本
論
で
は
、
こ
の
読
解
を
ふ
ま
え
、「
文
学

の
ふ
る
さ
と
」
発
表
当
時
の
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
対
立
す
る
二
つ
の
意
味
を
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
が
含
意
し
て
い

た
の
か
、
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

　
　
２

　

林
淑
美
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
モ
ラ
ル
論
に
つ
い
て
、
近
い
時
期
の
戸
坂
潤
「
道
徳
の
観
念
」（『
道
徳
論
』
三
笠
書
房
、

一
九
三
六
〔
昭
和
一
一
〕・
五
）（５
）
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う（
６
）。
林
淑
美
は
、「
モ
ラ
ル
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
自
体
が
、モ
ラ
ル
な
の
だ
」
と
い
う
一
節
の
「
二
つ
の
モ
ラ
ル
」
を
、「
前
者
は
文
学
が
反
逆
す
べ
き
モ
ラ
ル
」
で
あ
り
、
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「
後
者
は
文
学
が
拠
っ
て
立
ち
、
ま
た
文
学
が
追
究
す
べ
き
モ
ラ
ル
」
だ
と
す
る
。
こ
の
対
立
の
仕
方
が
、「
道
徳
の
観
念
」
に
お

け
る
、「
通
俗
的
道
徳
を
批
判
す
る
」
文
学
と
い
う
位
置
づ
け
に
近
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

林
淑
美
は
、「
道
徳
の
観
念
」「
第
四
章　

道
徳
に
関
す
る
文
学
的
観
念
」中
の
、「
文
学（
広
く
芸
術
に
於
け
る
精
神
）が
モ
ラ
ル（
こ

の
文
学
的
道
徳
の
観
念
）
を
追
求
す
る
も
の
だ
と
い
う
事
実
は
、
文
学
が
常
に
常
識

0

0

に
対
す
る
反
逆

0

0

を
企
て
る
も
の
だ
と
い
う
処

に
、一
等
よ
く
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
」、あ
る
い
は
、「
道
徳
の
否
定
そ
の
も
の
が
、又
優
れ
た
道
徳
だ
」
と
い
っ
た
一
節
を
ふ
ま
え
、

戸
坂
潤
が
文
学
を
、
常
識
に
反
逆
し
て
新
し
い
道
徳
の
概
念
を
探
究
す
る
も
の
と
見
な
す
と
す
る
。
そ
の
文
学
観
に
よ
り
、
既
存

の
道
徳
を
解
体
し
て
新
た
な
道
徳
を
創
出
す
る
、
坂
口
安
吾
の
主
張
が
理
解
で
き
る
と
い
う
の
だ
。

　

林
淑
美
の
指
摘
に
よ
り
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
と
近
い
時
期
に
、
文
学
の
モ
ラ
ル
が
常
識
的
な
道
徳
を
乗
り
越
え
る
と
す
る

議
論
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
共
に
文
学
の
道
徳
を
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
で
表
す
点
は
、
共
通
の
文
脈
を
持

つ
証
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、「
道
徳
の
観
念
」
は
、「
文
学
的
道
徳
の
観
念
」
を
あ
え
て
「
モ
ラ
ル
」
と
呼
び
、「
通
俗
常
識

的
観
念
」
あ
る
い
は
、
道
徳
の
概
念
一
般
を
「
道
徳
」
と
呼
び
区
別
す
る
。「
モ
ラ
ル
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
モ
ラ
ル
」

と
い
う
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
、
同
語
を
反
復
す
る
表
現
と
は
異
な
る
の
だ
。「
道
徳
の
観
念
」
の
「
モ
ラ
ル
」
は
、
当
時
の

文
学
領
域
に
お
け
る
流
行
語
を
使
っ
て
、
文
学
の
道
徳
を
対
象
化
す
る
た
め
の
用
語
で
あ
る
。

　
「
道
徳
の
観
念
」
は
、『
唯
物
論
叢
書
』
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
道
徳
論
』
に
掲
載
し
た
論
文
で
あ
り
、
道
徳
を
「
史
的

唯
物
論
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
理
論
乃
至
文
化
理
論
」
に
よ
っ
て
、「
社
会
構
造
の
領
域
乃
至
文
化
領
域
の
一
つ
」
と
し
て
位
置

づ
け
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
常
識
的
な
道
徳
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
た
領
域
が
果
し
て
そ
の
ま
ま
で
充
分
に
理
論
的

に
不
都
合
の
な
い
も
の
か
ど
う
か
」
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（「
第
一
章　

道
徳
に
関
す
る
通
俗
常
識
的
観
念
」）（７
）。

　

そ
の
論
旨
に
お
い
て
、
ま
ず
既
存
の
倫
理
学
が
、
史
的
唯
物
論
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
科
学
の
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
る
（「
第

二
章　

道
徳
に
関
す
る
倫
理
学
的
観
念
」）。
倫
理
学
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
に
反
映
し
て
、
道
徳
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を
「
不
変
不
動
な
超
越
的
な
一
つ
の
永
久
世
界
」
と
見
な
す
た
め
、「
科
学
的

0

0

0

で
な
か
っ
た
」
も
の
と
し
て
、「
終
焉
」
す
べ
き
「
道

徳
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
（（「
第
三
章　

道
徳
に
関
す
る
社
会
科
学
的
観
念
」））。
自
身
が
拠
っ
て
立
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
を

分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
倫
理
学
は
、
史
的
唯
物
論
に
照
ら
せ
ば
、
科
学
的
で
は
な
い
も
の
と
批
判
さ
れ
る
の
だ
。

　

一
方
、
文
学
の
道
徳
的
観
念
は
、
倫
理
学
と
は
異
な
る
可
能
性
を
持
つ
。
文
学
や
芸
術
は
、
歴
史
叙
述
や
衣
裳
と
同
様
に
、「
所

謂
道
徳
と
い
う
領
域
に
は
普
通
属
し
て
い
な
い
も
の
」
と
見
な
さ
れ
る
が
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、む
し
ろ
「
道

徳
の
実
質
が
あ
る
」
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
「
文
化
的
な
自
由

0

0

」
あ
る
い
は
「
モ
ラ
ル

0

0

0

又
は
倫
理

0

0

」
と
呼
ば
れ
、「
モ
ラ
ル
と
い

う
言
葉
が
今
日
で
は
全
く
文
学
的
な
用
語
と
し
て
通
用
し
て
い
る
」
と
い
う
。
文
学
の
道
徳
は
、
倫
理
学
の
よ
う
に
道
徳
の
領
域

に
含
ま
れ
る
と
見
な
さ
れ
な
い
が
、
文
学
領
域
の
中
で
は
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
で
認
知
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
文
学
は
、社
会
科
学
の
よ
う
な
分
析
に
よ
り
通
俗
道
徳
を
解
体
せ
ず
に
、あ
ら
た
に
道
徳
そ
の
も
の
を
示
す
と
い
う
。「
道

徳
の
文
学
的
観
念
は
、
道
徳
を
道
徳
と
し
て
、
モ
ラ
ル
と
し
て
、
云
わ
ば
止
揚
し
且
高
揚
す
る
処
の
観
念
に
他
な
ら
な
い
。」
通

俗
道
徳
に
対
し
て
異
な
る
道
徳
を
示
し
、
両
者
の
対
立
か
ら
発
展
へ
の
過
程
で
新
た
な
道
徳
と
し
て
、
文
学
の
モ
ラ
ル
を
生
み
出

す
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
林
淑
美
が
、
新
し
い
道
徳
概
念
の
創
出
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
、
こ
の
戸
坂
潤
の
考
察
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
文
学
的
道
徳
の
観
念
を
吾
々
は
無
条
件
に
信
用
し
て
か
か
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
議
論
は
続
く
。「
モ
ラ
ル
と
い
う

文
学
的
観
念
を
、
ど
う
や
っ
た
な
ら
ば
科
学
的

0

0

0

な
道
徳
（
モ
ラ
ル
）
観
念
に
ま
で
、
洗
練
出
来
る
か
」
と
い
う
考
察
が
必
要
だ
と

い
う
。
な
ぜ
な
ら
「
多
く
の
文
学
的
モ
ラ
ル
は
、
社
会
科
学
的
認
識
と
関
係
な
し
に
、
何
か
自
分
だ
け
で
纏
ま
り
得
た
よ
う
な
モ

ラ
ル
と
な
っ
て
い
る
」
か
ら
だ
。「
文
学
的
表
象
が
持
つ
象
徴
や
空
想
や
誇
張
そ
の
他
の
、
こ
の
非
存
在
的

0

0

0

0

な
機
能
」
が
、
道
徳

を
自
己
に
の
み
関
わ
る
も
の
と
見
な
し
、
社
会
科
学
が
重
ん
じ
る
、
個
人
や
道
徳
の
社
会
的
存
在
と
し
て
の
側
面
を
見
失
わ
せ
る
。

そ
の
た
め
文
学
の
モ
ラ
ル
に
は
、
社
会
科
学
的
認
識
が
必
要
だ
と
強
調
す
る
の
だ（
８
）。

　
「
道
徳
の
観
念
」
の
道
徳
論
は
、
文
学
の
モ
ラ
ル
が
、「
常
識

0

0

に
対
す
る
反
逆

0

0

を
企
て
る
も
の
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
史
的
唯
物
論
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と
同
等
に
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
道
徳
と
い
う
認
識
に
至
る
こ
と
を
求
め
る（
９
）。
一
方
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
お
い
て
モ

ラ
ル
の
喪
失
と
獲
得
は
、「
絶
対
の
孤
独
」
と
い
う
個
人
的
な
経
験
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
は
、

戸
坂
潤
が
対
象
化
し
た
「
自
分
だ
け
で
纏
ま
り
得
た
よ
う
な
モ
ラ
ル
」
と
い
う
文
学
の
振
る
舞
い
一
般
の
中
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
本
論
は
、
戸
坂
潤
の
、
モ
ラ
ル
が
「
今
日
で
は
全
く
文
学
的
な
用
語
と
し
て
通
用
し
て
い
る
」
と
い
う
発
言
に
注
目
し

た
い
。「
道
徳
の
観
念
」
と
同
時
期
に
、
文
学
領
域
で
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
文
脈
で
登
場
し
た
の
だ

ろ
う
か
。　

　
３

　

戸
坂
潤
「
文
学
・
モ
ラ
ル
及
び
風
俗
」（『
思
想
と
風
俗
』
三
笠
書
房
、
一
九
三
六
・
一
二
）（
10
）
は
、「
モ
ラ
ル
な
る
も
の
は
何
と

云
っ
て
も
最
近
の
文
壇
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
流
行
っ
て
ゐ
る
」
と
し
て
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的

文
学
に
就
い
て
は
勿
論
だ
）
の
こ
の
評
論
的
触
手 
―
― 

文
学
の
思
想
性

0

0

0

と
か
社
会
性

0

0

0

と
か
論
理

0

0

と
か 

―
― 

を
或
る
意
味
で
用
意

し
た
も
の
は
、
正
に
曾
て
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
と
そ
の
或
る
意
味
で
の
転
向

0

0

又
転
向
化

0

0

0

と
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
転
向
（
？
）
に
よ
っ
て
却
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
も
亦
初
め
て
自
分
側
の
思
想
性
・
社
会
性
・
論
理
性
を
誘
発
さ
れ
た
。
之
が

所
謂
「
モ
ラ
ル
」
の
声
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

同
様
の
時
代
認
識
を
示
す
の
が
、宮
本
百
合
子
「
今
日
の
文
学
の
展
望
」（
一
九
三
七
〔
昭
和
一
二
〕
生
前
未
発
表
）
で
あ
る
（
11
）。

一
九
三
一
〔
昭
和
六
〕
年
秋
の
満
州
事
変
以
降
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
退
潮
し
、
一
九
三
三
〔
昭
和
八
〕
年
末
に
は
、「
運
動

と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
態
で
の
活
動
力
を
喪
っ
た
」
と
す
る
。
一
九
三
二
〔
昭
和
七
〕
年
に
、
林
房
雄
が
出
獄
し
、「
旧
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
作
家
を
吸
い
あ
つ
め
、
文
芸
復
興
の
叫
び
を
あ
げ
」
て
、「
現
実
の
認
識
、
芸
術
評
価
の
問
題
等
を
蹴
ち
ら
」
す
と
、
転



◉坂口安吾「文学のふるさと」　モラルの文脈

T27

向
文
学
と
通
称
さ
れ
た
作
品
が
登
場
し
て
、「
社
会
性
を
抹
殺
し
た
文
学
熱
、
箇
人
化
さ
れ
た
才
能
の
競
争
で
一
般
的
人
間
を
描

か
ん
と
す
る
熱
を
高
め
た
」
と
い
う
。
文
学
に
対
す
る
熱
意
を
認
め
て
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
か
ら
、「
社
会
性
」
が

欠
如
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
の
だ
。

　
「
今
日
の
文
学
の
展
望
」
の
こ
の
箇
所
で
、「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の
の（
12
）、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら

の
転
向
が
、
社
会
性
を
喪
っ
た
人
間
一
般
に
対
す
る
興
味
を
文
学
の
領
域
に
も
た
ら
し
た
情
勢
が
示
さ
れ
る
。
続
い
て
、
モ
ラ
ル

と
い
う
語
の
使
用
、
ま
た
社
会
性
へ
の
興
味
の
事
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
一
九
三
四
〔
昭
和
九
〕
年
後
半
に
、
提
唱
さ
れ

た
「
行
動
主
義
文
学
」
で
あ
る
。

　
「
主
と
し
て
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
（
Ｎ
・
Ｒ
・
Ｆ
誌
）
に
よ
る
人
々
ラ
モ
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
オ
等
に
よ
っ

て
唱
え
ら
れ
て
い
た
「
行
動
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」」
に
お
い
て
、「
行
動
は
人
間
の
社
会
性
を
意
味
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
個

人
の
完
成
を
意
味
す
る
」
と
い
う
。「
今
日
の
文
学
の
展
望
」
に
は
、
紹
介
者
の
一
人
小
松
清
の
「
行
動
主
義
文
学
理
論
」（『
能

動
精
神
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
紀
伊
國
屋
出
版
部
、
一
九
三
五
〔
昭
和
一
〇
〕・
六
）
中
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る（
13
）。「（
Ｃ
）
ヒ

ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
モ
ラ
ル
の
上
に
立
つ
行
動
主
義
は
、
必
然
、
個
人
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
個
人
主
義
は
エ
ゴ
中
心
的
な
（（
満

足
し
た
自
我
））
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
個
人
主
義
で
は
な
い
。
こ
の
個
人
主
義
は
（（
自
我
の
発
展
））
の
希
願
の
上
に
立
ち
、（（
モ
ニ
ュ

メ
ン
タ
ル
な
我
））（（
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
我
））
と
し
て
の
自
我
意
識
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。」
行
動
主
義
は
、
行
動
と
い
う
社
会
性

に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
モ
ラ
ル
に
基
づ
く
個
人
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

戸
坂
潤
は
「
行
動
主
義
文
学
に
つ
い
て
」（『
思
想
と
し
て
の
文
学
』
三
笠
書
房
、
一
九
三
六
・
二
）（
14
）
で
、
行
動
主
義
が
「
マ

ル
ク
ス
主
義
の
退
潮
」
に
よ
っ
て
現
れ
、「
非
マ
ル
ク
ス
主
義
乃
至
は
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
さ
え
あ
っ
た
」
文
学
者
が
「
自
由

な
意
志
乃
至
意
欲
と
を
取
り
戻
し
得
る
よ
う
な
意
識
」
を
自
覚
し
始
め
た
動
き
と
し
て
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
問
題
を
そ
こ
に

見
出
し
て
い
る
。
行
動
主
義
は
、「
文
学
・
モ
ラ
ル
及
び
風
俗
」
で
言
う
転
向
以
後
の
「
文
学
の
思
想
性

0

0

0

と
か
社
会
性

0

0

0

と
か
論
理

0

0

」
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の
一
つ
で
あ
る
。

　

ま
た
戸
坂
潤
「
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
文
学
に
つ
い
て
」（『
思
想
と
し
て
の
文
学
』
同
前
）（
15
）
は
、「
純
文
芸

0

0

0

（
当
時
は
ま
だ
そ
の
頃

そ
う
い
う
言
葉
は
流
行
ら
な
か
っ
た
と
思
う
が
）
又
は
新
興
芸
術

0

0

0

0

の
名
に
よ
っ
て
、
反
動
的
又
は
逃
避
を
企
て
た
も
の
が
、
こ
の

感
覚
主
義
的
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
」
だ
と
し
て
、「
単
な
る
感
覚
主
義
に
は
モ
ラ
ル

0

0

0

が
な
い
」
と
す
る
。「
道
徳
の
観
念
」
と
同
様
に
、「
自

分
だ
け
で
纏
ま
り
得
た
よ
う
な
モ
ラ
ル
」
で
あ
る
文
学
を
批
判
す
る
の
だ
。
一
方
「
新
主
知
主
義
・
新
理
知
主
義
・
新
社
会
派
・
等
々

に
ま
で
分
化
発
達
し
た
」
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、「
例
の
意
識
の
流
れ
の
文
学
に
な
れ
ば
す
で
に
モ
ラ
ル
が
な
い
と
は
云
え
な
く
な
る
」。

そ
こ
に
は
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
言
え
る
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
戸
坂
潤
の
い
う
文
学
の
モ
ラ

ル
と
関
わ
る
も
の
は
、
広
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
全
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
は
一
九
三
四
年
の
行
動
主
義
の
モ
ラ
ル
に

注
目
し
た
い
。

　
　
４

　
「
今
日
の
文
学
の
展
望
」は
行
動
主
義
文
学
に
つ
い
て
、「「
行
動
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」が
、超
階
級
の
箇
人
主
義
的
で
あ
る
こ
と
、

左
右
両
翼
に
対
し
て
本
質
で
は
知
性
の
独
立
を
期
」
す
た
め
に
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
蓄
積
と
方
向
と
を
否
定
し
つ
よ
く
そ

れ
と
対
立
し
つ
つ
、
悪
化
す
る
情
勢
に
は
受
動
的
で
、
社
会
矛
盾
の
現
実
は
知
識
人
間
に
も
益
々
具
体
的
な
階
級
分
化
を
生
じ
つ

つ
あ
る
と
い
う
社
会
・
文
化
発
展
要
因
を
抹
殺
し
た
」
と
批
判
す
る
。
階
級
社
会
の
現
実
を
看
過
し
た
と
の
見
解
だ
が
、
小
松
清

は
先
の
「
行
動
主
義
文
学
理
論
」
引
用
で
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
個
人
主
義
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論

を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
行
動
に
よ
る
個
人
と
社
会
の
接
続
を
目
指
し
た
。

　

小
松
清
「
行
動
主
義
文
学
の
提
唱
」（『
行
動
主
義
文
学
論
』
紀
伊
國
屋
出
版
部
、
一
九
三
五
〔
昭
和
一
〇
〕・
六
）
は
、「
総
括
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的
に
云
つ
て
今
日
、
日
本
文
学
を
二
分
し
て
ゐ
る
も
の
は
自
然
主
義
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
両
者
は

一
九
世
紀
的
な
「
文
学
的
思
惟
及
び
表
現
方
法
に
お
い
て
軌
を
同
じ
く
す
る
」
も
の
だ
と
す
る（
16
）。
一
方
、「
近
代
生
活
を
唯
一

の
文
学
的
対
象
」
と
す
る
「
吾
々
」
は
、
二
〇
世
紀
に
登
場
し
た
表
現
派
、
立
体
派
に
倣
っ
て
、「
新
文
学
も
新
し
い
環
境
に
応

じ
た
表
現
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
姿
勢
を
「
文
学
の
革
命
」
と
し
て
、「
吾
々
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
つ
て
更
新
す
る
努
力
で
あ
る
と
も
、
ま
た
逆
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
意
識
に
よ
つ
て
よ
り
時
代
的

な
も
の
に
ま
で
導
く
も
の
で
あ
る
と
も
云
へ
る
」
と
す
る
。

　
「
文
学
の
革
命
」
を
目
指
さ
な
い
文
学
は
、
旧
態
の
観
念
に
基
づ
き
、
過
去
の
文
学
の
モ
ラ
ル
を
再
生
産
す
る
。「
吾
々
を
囲
繞

し
窒
息
せ
し
む
る
心
境
小
説
、
私
小
説
ま
た
は
観
念
分
析
の
主デ

ィ
ク
タ権

の
下
に
あ
る
モ
ラ
ル
小
説
の
充
満
と
、
そ
れ
ら
を
一
貫
す
る
地

方
主
義
的
な
反
近
代
的
雰
囲
気
は
、（
文
学
の
革
命
）
を
忘
れ
た
今
日
の
文
学
者
が
必
然
に
過
去
文
学
の
内
容
と
形
式
を
墨
守
し
、

遂
に
は
過
去
文
学
の
（
追
憶
の
文
学
）
し
か
所
産
し
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
批

判
す
る
の
は
、
そ
の
社
会
意
識
で
は
な
く
、「
文
学
精
神
の
旧
套
」
に
対
し
て
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
行
動
主
義
は
、「
意
識
生
活
の
拡
大
と
深
化
を
要
求
す
る
」
と
い
う
。「
意
識
生
活
の
発
展
は
現
実
的
行
為
に
よ
つ

て
保
証
さ
れ
る
と
共
に
、
行
為
の
持
つ
意
思
性
に
よ
つ
て
一
定
の
力
線
上
に
統
一
さ
れ
自
発
的
な
活
動
を
営
む
こ
と
が
出
来
、
更

に
行
為
を
反
射
的
に
作
用
す
る
も
の
」
だ
。
従
来
の
文
学
は
「
理
知
的
な
観
察
」
に
と
ど
ま
る
が
、
行
動
主
義
は
、
意
識
と
行
為

の
相
互
作
用
を
目
指
す
こ
と
で
、「
意
識
の
行
動
状
態
の
内
部
に
浸
透
」
し
た
「
実
験

0

0

に
出
発
す
る
小
説

0

0

」
と
な
り
得
る
。
つ
ま
り
、

行
動
を
媒
介
す
る
こ
と
で
、
固
定
化
し
た
思
想
を
解
体
し
、
行
動
と
の
相
互
作
用
で
変
化
す
る
内
面
的
活
動
を
捉
え
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。「
実
験
」
は
思
想
の
意
義
を
行
動
に
お
い
て
確
か
め
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

さ
ら
に
、「
行
動
主
義
の
諸
問
題
」（『
行
動
主
義
文
学
論
』
同
前
）
で
は
、「
行
動
の
事
実

0

0

」「
実
験
」
に
よ
っ
て
、「
従
来
の
思
想
、

芸
術
に
あ
つ
て
一
方
的
に
分
離
さ
れ
勝
ち
で
あ
つ
た
「
外
部
」
と
「
内
部
」
が
相
互
的
に
最
も
密
接
な
結
合
交
流
の
上
に
置
か
れ
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て
く
る
」
と
す
る
。
従
来
の
思
想
で
対
立
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
、「
自
我
」
と
し
て
の
内
界
と
「
世
界
」
と
し
て
の
外
界
は
、

行
動
主
義
の
中
で
相
互
に
作
用
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
近
代
に
お
け
る
「
人
間
的
価
値
の
再
創
」
と
な
る
と
い
う
。
こ
れ

を
「
行
動
主
義
文
学
理
論
」
で
は
、
行
動
主
義
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
モ
ラ
ル
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
小
松
清
は
、
社
会
制
度
に
よ
る
支
配
と
い
う
観
点
を
欠
く
も
の
の
、
戸
坂
潤
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
似
た
思
想
批
判
を

述
べ
て
い
る
。
自
然
主
義
の
よ
う
に
素
朴
な
写
実
と
見
え
る
文
学
の
背
景
に
も
、観
念
や
モ
ラ
ル
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

そ
の
た
め
、「
在
来
の
レ
ヤ
リ
ズ
ム
、自
然
主
義
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
主
智
主
義
に
よ
る
文
学
」
と
位
置
づ
け
、

行
動
主
義
の
意
識
と
行
為
の
「
相
互
作
用
」
に
よ
り
、
観
念
や
モ
ラ
ル
を
更
新
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、「
相
互
作
用
」
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
観
念
に
よ
り
固
定
化
さ
れ
た
社
会
で
は
な
く
、
行
動
と
い
う
意
識
の
実
験
に
よ
り
、
個
人
と
新
た
な
関
係

を
結
ぶ
社
会
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

小
松
清
の
行
動
主
義
と
そ
の
評
価
を
並
べ
て
見
る
と
、
一
九
三
四
年
以
降
、
モ
ラ
ル
を
有
す
る
こ
と
の
意
味
や
、
モ
ラ
ル
の
背

景
に
あ
る
思
想
が
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
モ
ラ
ル
は
同
時
代
に
お
い
て
一
律
の
も
の
で
は
な
く
、
依
拠
す
る
思
想
に
よ

り
モ
ラ
ル
の
中
味
も
、
モ
ラ
ル
と
人
間
お
よ
び
社
会
と
の
関
係
も
異
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
戸
坂
潤
に
よ
れ
ば
、
こ
の
思
考

自
体
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、文
学
領
域
の
一
定
の
範
囲
で
共
有
さ
れ
て
い
た
の
は
確
か
だ
。

　

こ
こ
で
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
以
前
に
、「
モ
ラ
ル
」
に
言
及
し
た
坂
口
安
吾
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。
坂
口
安
吾
「「
花
」
の

確
立
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
三
八
〔
昭
和
一
三
〕・
一
一
・
一
五
）
は（
17
）、「
文
学
も
勿
論
さ
う
だ
が
、
生
活
も
、
元
来
が
平
時
の

も
の
で
あ
る
。
戦
争
は
特
殊
な
過
渡
期
で
、
い
は
ゆ
る
非
常
時
だ
か
ら
、
戦
場
に
文
学
は
な
い
し
、
ま
た
生
活
も
な
い
と
思
ふ
。」

と
い
う
一
節
か
ら
始
ま
る
。
一
九
三
七
年
に
勃
発
し
た
日
中
戦
争
を
背
景
と
し
た
文
章
で
あ
る
。

　

　

芸
術
は
生
の
分
裂
を
さ
ら
し
て
は
成
立
た
な
い
。
当
今
知
性
文
学
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
芸
術
上
の
失
敗
も
こ
こ
に
あ
り
、
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モ
ラ
ル
探
究
の
情
熱
が
却
つ
て
文
学
を
殺
す
結
果
を
生
ん
だ
。
即
ち
作
家
の
人
生
発
育
の
分
裂
が
、芸
術
自
体
と
混
同
さ
れ
、

芸
術
そ
の
も
の
に
分
裂
や
、
生
の
裸
像
を
さ
ら
し
た
こ
と
の
間
違
ひ
で
あ
つ
た
。
知
性
や
モ
ラ
ル
探
究
が
間
違
つ
て
ゐ
た
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
作
家
自
体
の
分
裂
は
、
芸
術
の
最
も
重
大
な
温
床
で
あ
る
。

　

知
性
に
よ
る
モ
ラ
ル
の
探
究
は
、
生
を
露
出
さ
せ
、
芸
術
を
分
裂
さ
せ
た
。
知
性
文
学
は
、
探
究
の
過
程
を
描
く
こ
と
を
芸
術

だ
と
勘
違
い
し
た
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
い
う
知
性
の
探
究
は
「
戦
前
の
日
本
」
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
戸
坂
潤
の
い
う
転

向
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
活
動
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
過
ち
が
生
ま
れ
た
の
は
、
芸
術
を
育
て
る
は
ず
の
「
生
活
程
度
が

低
か
つ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。

　

日
本
人
は
最
も
素
質
あ
る
国
民
で
、
観
念
生
活
は
豊
富
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
生
活
程
度
が
そ
れ
に
と
も
な
は
な
い
た
め

に
、
生
活
感
情
が
混
乱
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
生
活
に
浪
曼
的
情
熱
の
正
当
な
温
床
が
な
か
つ
た
か
ら
、
従
而
、
感
情
の

と
も
な
は
ぬ
知
性
も
発
育
す
る
に
由
な
く
、
徒
ら
に
混
乱
し
て
、
芸
術
の
姿
を
失
ふ
ば
か
り
で
あ
つ
た
。

　

思
想
な
ど
観
念
は
豊
富
で
も
、
裏
づ
け
る
生
活
が
な
け
れ
ば
、
芸
術
の
本
体
が
見
失
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
坂
口
安
吾
は
、

作
家
の
分
裂
を
文
学
を
生
み
出
す
源
と
認
め
る
も
の
の
、
分
裂
自
体
を
描
く
文
学
を
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
新
ら
し
い
文
学
に

必
要
な
の
は
、
芸
術
と
し
て
の
完
成
で
あ
る
。
生
活
の
「
花
」
と
し
て
の
確
立
で
あ
る
」
と
考
え
る
か
ら
だ
。
芸
術
は
、
観
念
と

生
活
が
一
体
と
な
っ
た
完
成
物
で
あ
る
。

　
「「
花
」
の
確
立
」
は
、
文
学
の
観
念
的
な
探
究
を
批
判
す
る
点
で
、
小
松
清
に
近
い
立
場
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
で
、

文
学
の
完
成
を
目
指
し
、
そ
の
根
拠
に
生
活
と
い
う
実
態
と
浪
漫
的
精
神
を
置
く
点
で
は
、
む
し
ろ
小
松
清
に
批
判
さ
れ
た
、
旧
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態
の
文
学
思
想
に
近
い
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
モ
ラ
ル
の
知
的
探
究
を
失
敗
と
位
置
づ
け
る
点
で
、
戸
坂
潤
の
い
う
モ
ダ

ニ
ズ
ム
文
学
に
も
入
ら
な
い
。「「
花
」
の
確
立
」
を
見
る
か
ぎ
り
、
坂
口
安
吾
は
、
モ
ラ
ル
の
流
行
と
は
距
離
を
置
い
て
い
る
。

　

こ
の
坂
口
安
吾
の
モ
ラ
ル
に
対
す
る
態
度
を
検
討
す
る
た
め
に
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
語
ら
れ
る
モ
ラ
ル
と
創
作
の
関
係

に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
は
、
モ
ラ
ル
が
な
い
出
来
事
に
遭
う
作
家
と
し
て
、
芥
川
龍
之
介
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
モ
ラ
ル
の
な
い
状
況
を
受
け
止
め
る
心
情
に
つ
い
て
、
文
学
を
創
作
す
る
作
家
の
立
場
か
ら
語
る
内
容
だ
。

　
　
５

　

芥
川
龍
之
介
の
話
の
前
に
は
、「
赤
頭
巾
」に
続
く
二
つ
目
の
物
語「
狂
言
」が
あ
げ
ら
れ
、モ
ラ
ル
の
な
い
物
語
に
読
み
手
が「
突

き
放
さ
れ
」
る
事
態
が
示
さ
れ
る
。
読
み
手
は
「
モ
ラ
ル
に
相
応
す
る
笑
ひ
の
意
味
の
設
定
」
が
な
い
た
め
に
、「
平
凡
だ
の
当

然
だ
の
と
い
ふ
も
の
を
超
躍
し
た
驚
く
べ
き
厳
し
さ
で
襲
ひ
か
ゝ
つ
て
く
る
こ
と
に
、
い
は
ゞ
観
念
の
眼
を
閉
じ
る
や
う
な
気
持

ち
に
な
る
」
と
い
う
。「
突
き
放
す
」
と
は
、
理
解
の
手
が
か
り
が
な
い
状
況
を
言
う
の
で
あ
る
。
理
解
で
き
な
い
ま
ま
受
け
入

れ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、読
み
手
は
「
モ
ラ
ル
が
な
い
、と
い
ふ
こ
と
自
体
が
、モ
ラ
ル
な
の
だ
」
と
考
え
る
し
か
な
い
。
こ
こ
で
、

先
の
モ
ラ
ル
は
「
平
凡
だ
の
当
然
だ
の
い
ふ
も
の
」
で
あ
り
、
次
の
モ
ラ
ル
は
「
観
念
の
眼
を
閉
じ
る
や
う
な
気
持
ち
」
で
受
容

す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。続
く
芥
川
の
話
は
、作
品
に
モ
ラ
ル
を
与
え
る
は
ず
の
作
家
が
、「
狂
言
」の
読
み
手
と
同
様
に「
突

き
放
さ
れ
た
」
事
態
を
示
す
。

　

芥
川
は
訪
れ
た
農
民
作
家
か
ら
、
貧
し
い
農
民
が
生
ま
れ
た
子
ど
も
殺
し
て
埋
め
る
話
を
書
い
た
原
稿
を
渡
さ
れ
る
。
芥
川
の

「
現
実
の
生
活
か
ら
割
り
出
し
て
み
よ
う
の
な
い
話
」
で
あ
る
た
め
、
本
当
の
話
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
農
民
作
家
は
自
分
の
し

た
こ
と
だ
と
答
え
た
た
め
、
芥
川
は
呆
然
と
す
る
。
だ
が
、
そ
の
芥
川
の
経
験
は
、
作
家
に
必
要
な
契
機
と
さ
れ
る
。「
何
事
に
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ま
れ
言
葉
が
用
意
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
多
才
な
彼
が
、
返
事
が
で
き
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
は
晩
年
の
彼
が
始
め
て
誠
実

な
生
き
方
と
文
学
と
の
歩
調
を
合
わ
せ
た
こ
と
を
物
語
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。」
モ
ラ
ル
が
な
く
表
現
し
え
な
い
出
来
事
に
出

会
う
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
、
文
学
と
生
活
の
調
和
が
成
立
し
た
と
い
う
の
だ
。

　
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
は
、
農
民
作
家
の
話
と
芥
川
の
経
験
を
共
に
、「
根
の
下
り
た
生
活
」
と
い
う
語
で
表
す
。
農
民
作
家
の

話
は
、「
芥
川
の
想
像
も
で
き
な
い
や
う
な
、
事
実
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
だ
。
一
方
の
芥
川
は
、
農
民
作
家
の
事
実
を

自
己
の
モ
ラ
ル
の
中
に
持
た
な
い
た
め
、
そ
の
生
活
の
「
根
が
お
り
て
ゐ
な
い
」
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
根
の
下
り

た
生
活
に
突
き
放
さ
れ
た
事
実
自
体
は
立
派
に
根
の
下
り
た
生
活
で
あ
り
ま
す
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
作
家
は
、
自
ら
経
験
し
な

く
と
も
、
モ
ラ
ル
が
な
い
事
態
に
出
遭
い
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、「
モ
ラ
ル
が
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
自
体
が
、
モ
ラ
ル

な
の
だ
」
と
覚
悟
す
る
「
根
の
下
り
た
生
活
」
に
至
る
と
い
う
の
だ
。

　

こ
れ
を
「「
花
」
の
確
立
」
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
芸
術
に
分
裂
を
も
た
ら
す
生
活
と
観
念
の
乖
離
が
、「
突
き
放
さ
れ
」
る

こ
と
で
、「
根
の
下
り
た
生
活
」
に
転
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
。
モ
ラ
ル
の
追
究
と
い
う
、自
己
の
観
念
の
中
に
と
ど
ま
っ
た
営
み
は
、

生
活
と
い
う
土
台
を
見
失
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
自
己
の
観
念
の
限
界
、「
想
像
も
で
き
な
い
や
う
な
、
事
実
」
に
行
き
当
た
る

こ
と
で
、「
根
の
下
り
た
生
活
」
の
実
質
を
つ
か
む
の
で
あ
る
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
モ
ラ
ル
は
、
知
的
営
み
に
よ
り
探
究
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
必
然
的
に
、
否
応
も
な
く
出
遭
う
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
芥
川
の
話
は「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」以
前
に
、「
女
占
師
の
前
に
て
」（『
文
学
界
』一
九
三
八
・
一
）、「
吹
雪
物
語
」（
竹
村
書
房
、

一
九
三
八
・
七
）
で
引
用
さ
れ
て
い
た（
18
）。「
女
占
師
の
前
に
て
」
で
は
自
身
の
言
葉
と
し
て
、「
吹
雪
物
語
」
で
は
登
場
人
物
の

芥
川
評
の
言
葉
と
し
て
登
場
す
る
。
た
だ
し
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
と
は
異
な
り
、
モ
ラ
ル
の
話
で
は
な
く
、
芥
川
の
知
性
の

限
界
の
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
「
女
占
師
の
前
に
て
」
で
は
、
芥
川
と
農
民
作
家
の
話
を
示
し
た
後
、「
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
は
日
本
に
於
て
（
世
界
に
於
て
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で
も
同
じ
こ
と
で
す
）
稀
れ
な
悲
劇
的
な
内
容
を
も
つ
た
自
殺
だ
思
ふ
」
と
す
る
。
芥
川
の
文
学
は
「
博
識
に
た
よ
り
が
ち
」
で

あ
っ
た
が
、
博
識
は
「
十
年
も
読
書
に
耽
け
れ
ば
一
通
り
は
身
に
つ
く
」
も
の
だ
。
一
方
、「
自
ら
の
祖
国
と
血
と
伝
統
に
立
脚

し
た
誠
実
無
類
な
生
活
と
内
省
が
な
く
て
教
養
は
育
た
ぬ
も
の
」
で
あ
る
。
芥
川
は
晩
年
に
至
り
、「
自
分
に
伝
統
が
な
い
こ
と
、

な
に
よ
り
も
誠
実
な
生
活
が
な
か
つ
た
こ
と
に
気
付
か
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
す
る
。
そ
の
芥
川
は
「
一
農
民
の
平
凡
な
生

活
に
接
し
て
も
そ
こ
に
誠
実
が
あ
る
ば
か
り
に
、
彼
は
ひ
と
り
と
り
残
さ
れ
た
孤
独
の
歎
き
を
異
常
な
深
さ
に
感
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
た
」
と
い
う
。
農
民
に
は
誠
実
が
あ
っ
た
が
、
芥
川
に
は
な
か
っ
た
と
対
比
す
る
の
だ
。
そ
の
う
え
で
、「
彼
の
生
活

に
血
と
誠
実
は
欠
け
て
ゐ
て
も
、
彼
の
敗
北
の
中
に
の
み
は
知
性
の
極
地
の
も
の
を
か
り
立
て
た
血
も
あ
り
誠
実
さ
も
あ
り
ま
し

た
。」
と
す
る
。
芥
川
の
敗
北
の
中
に
、
む
し
ろ
誠
実
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　

こ
こ
で
は
農
民
の
誠
実
な
生
活
に
知
性
が
敗
北
し
た
と
、
知
性
と
生
活
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
敗
北
の
中
に

誠
実
が
あ
る
と
す
る
展
開
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
、「
根
の
下
り
た
生
活
に
突
き
放
さ
れ
た
と
い
ふ
事
実
自
体
は
立
派
に
根

の
下
り
た
生
活
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
主
張
と
呼
応
す
る
。
た
だ
し
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
芥
川
は
、
モ
ラ
ル
が
な
い
ふ
る

さ
と
を
見
出
す
だ
け
だ
が
、「
女
占
師
の
前
に
て
」
の
芥
川
に
は
、「
祖
国
と
血
と
伝
統
」
と
い
う
本
来
戻
る
べ
き
場
所
が
示
さ
れ

て
い
る
。
拠
っ
て
立
つ
伝
統
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
芥
川
は
「
敗
北
」
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
敗
北
」
と
い
う
語
は
、宮
本
顕
治
「
敗
北
の
文
学
」（『
改
造
』
一
九
二
九
〔
昭
和
四
〕・
八
）
を
想
起
さ
せ
る（
19
）。「
敗
北
」

は
芥
川
「
或
る
阿
呆
の
一
生
」（
一
九
二
七
〔
昭
和
二
〕
遺
稿
）「
五
十
一　

敗
北
」
の
章
題
か
ら
取
っ
た
言
葉
だ
が
、宮
本
賢
治
は
、

一
九
二
五
〔
大
正
一
四
〕
年
の
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
連
盟
の
結
成
の
年
、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
全
線
的
展
開
の
時
代
」

に
動
揺
し
、「
階
級
的
地
盤
を
持
た
」
な
い
「
孤
独
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ト
」
の
「
自
己
解
体
」
を
表
す
言
葉
と

し
て
用
い
た
。
自
分
の
立
場
を
再
構
築
で
き
な
い
中
間
層
で
あ
る
知
識
人
の
限
界
を
指
摘
す
る
の
だ
。

　
「
敗
北
の
文
学
」
で
は
、「
階
級
的
な
地
盤
」
を
持
た
な
い
こ
と
を
、芥
川
の
知
性
の
敗
北
と
位
置
づ
け
る
が
、「
女
占
師
の
前
に
て
」
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は
、
過
去
か
ら
続
く
伝
統
的
な
生
活
が
な
い
こ
と
を
、
知
性
の
限
界
と
す
る
。
根
拠
と
す
る
も
の
は
異
な
る
が
、
知
性
が
何
ら
か

の
思
想
的
基
盤
を
持
つ
べ
き
だ
と
す
る
点
で
は
、
同
型
の
思
考
と
言
え
よ
う
。「
敗
北
の
文
学
」
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
階
級
闘

争
を
社
会
的
現
実
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
思
想
を
受
け
入
れ
ず
、
伝
統
の
断
絶
と
い
う
日
本
近
代
の
歴
史
的
問
題
と
し
て

捉
え
直
す
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
知
性
の
「
敗
北
」
と
見
え
る
も
の
を
、
自
己
の
欠
如
を
自
覚
す
る
姿
勢
と
し
て
、「
知
性

の
極
地
」
に
読
み
替
え
る
と
こ
ろ
に
、
作
家
と
し
て
の
芥
川
を
救
う
意
図
が
覗
え
よ
う
。

　
「
女
占
師
の
前
に
て
」
で
は
伝
統
が
、「「
花
」
の
思
想
」
で
は
生
活
そ
の
も
の
が
、
芸
術
の
基
盤
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
「
文

学
の
ふ
る
さ
と
」
で
は
、
モ
ラ
ル
が
絶
対
的
な
価
値
だ
と
見
な
さ
れ
ず
、
拠
っ
て
立
つ
べ
き
場
所
は
示
さ
れ
な
い
。「
根
の
下
り

た
生
活
に
突
き
放
さ
れ
た
と
い
ふ
事
実
自
体
は
立
派
に
根
の
下
り
た
生
活
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
表
現
は
、「
モ
ラ
ル
が
な
い
、

と
い
ふ
こ
と
自
体
が
、
モ
ラ
ル
な
の
だ
」
と
同
様
に
、
存
在
し
な
い
こ
と
を
存
在
と
す
る
矛
盾
し
た
表
現
で
あ
る
。「
突
き
放
さ

れ
た
」
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
「
ふ
る
さ
と
」
も
ま
た
、「
大
人
の
仕
事
は
、
決
し
て
ふ
る
さ
と
へ
帰
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、

本
来
居
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

モ
ラ
ル
の
喪
失
に
注
目
す
れ
ば
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
は
、
本
論
の
始
め
に
読
解
の
手
が
か
り
と
し
た
モ
ラ
ル
の
構
築
は

明
示
的
に
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
奥
野
健
男
の
言
う
よ
う
な
「
虚
無
」
が
人
間
生
活
の
原
理
と
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
モ
ラ
ル
が
な
い
」
と
い
う
考
え
方
は
、
同
時
期
の
道
徳
論
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　
　
６

　
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
は
、「
赤
頭
巾
」
が
「
ア
モ
ラ
ル
と
い
う
こ
と
で
、
仏
蘭
西
で
は
甚
だ
有
名
な
童
話
」
で
あ
る
と
さ
れ

る
。「
モ
ラ
ル
が
な
い
」
こ
と
を
、「
ア
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
で
表
す
の
だ
。
た
だ
し
、
作
者
の
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
は
、
む
し
ろ
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「
教
訓
、
モ
ラ
ル
」
を
重
ん
じ
る
立
場
を
表
明
し
た
作
家
、
思
想
家
だ
っ
た
。

　

日
本
に
お
い
て
ペ
ロ
ー
は
、大
正
期
の
児
童
文
学
の
盛
ん
な
創
作
活
動
や
海
外
文
学
の
紹
介
に
伴
い
、そ
の
創
作
し
た
物
語
（
コ

ン
ト
）
が
童
話
と
し
て
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
赤
頭
巾
」
が
収
録
さ
れ
た
も
の
で
は
、
楠
山
正
雄
訳
『
世
界
童
話
名
作
集

第
一
篇
』（
家
庭
読
物
刊
行
会
、
一
九
二
〇
〔
大
正
九
〕・
九
）、
佐
々
木
孝
丸
訳
『
世
界
童
話
大
系
第
九
巻
』（
一
九
二
六
〔
昭
和

元
〕・
一
二
）
な
ど
が
あ
る（
20
）。

　

一
方
、
太
宰
施
門
『
仏
蘭
西
文
学
史
』（
玄
黄
社
、
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕・
二
）
な
ど
文
学
史
を
扱
っ
た
書
物
で
は
、
一
七
世

紀
後
半
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
新
旧
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
新
旧
論
争
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化

を
築
い
た
古
代
人
と
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
の
近
代
人
の
い
ず
れ
が
優
れ
て
い
る
か
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
論
争
の
端
緒
と

な
っ
た
ペ
ロ
ー
の
詩
「
ル
イ
大
王
の
世
紀
」（
一
六
八
七
）
は
、当
代
の
「
ル
イ
大
王
の
世
紀
」
は
、ロ
ー
マ
時
代
の
「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ

ス
の
世
紀
」
に
比
肩
す
べ
き
も
の
だ
と
歌
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
基
礎
と
な
る
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
を
理
想
と
す
る
古
代
派

に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
国
家
の
価
値
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た（
21
）。

　

ペ
ロ
ー
は
「
韻
文
に
よ
る
物
語
」（
一
六
九
五
）
の
「
序
」
で
、「
教
訓
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
大
抵
の
古
代
の
寓
話
、
と
り

わ
け
「
エ
ペ
ソ
ス
の
寡
婦
」
や
「
プ
シ
ケ
」
よ
り
も
、
私
の
物
語
の
ほ
う
が
語
ら
れ
る
価
値
が
あ
る
と
さ
え
、
言
い
た
い
の
で
す
。

教
訓
こ
そ
は
あ
ら
ゆ
る
寓
話
の
根
本
を
な
す
も
の
で
あ
り
、寓
話
は
そ
の
た
め
に
作
ら
れ
た
は
ず
の
も
の
で
す
。」
と
述
べ
る
（
22
）。

ペ
ロ
ー
は
、
古
代
の
寓
話
の
教
訓
は
理
解
し
が
た
い
点
が
あ
る
が
、
自
分
が
選
ん
だ
「
先
祖
」
の
物
語
は
、「
徳
が
報
わ
れ
、
悪

が
罰
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
「
有
益
な
教
訓
」
が
含
ま
れ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
「
序
」
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
発
表
以
前
に
、

長
松
栄
一
訳
『
仏
蘭
西
家
庭
童
話
集
』（
改
造
社
、
一
九
三
二
〔
昭
和
七
〕・
一
）
で
要
約
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
「
序
」
で
「
教
訓
」
と
訳
さ
れ
る
語
が
、
原
文
の
モ
ラ
ル
（m

orale

）
で
あ
る
。
ペ
ロ
ー
は
明
確
に
、
読
者
に
と
っ
て
有
益
な

も
の
と
し
て
、
モ
ラ
ル
、
教
訓
を
推
奨
し
て
い
た
。
ま
た
「
赤
頭
巾
」
を
含
む
コ
ン
ト
集
の
題
名
は
、『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
な
ら
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び
に
教
訓
』〔histoire ou contes du tem

ps passé. avec des m
oralités

〕（
一
六
九
七
）
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
末
尾
に

は
教
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
坂
口
安
吾
は
、
ペ
ロ
ー
と
モ
ラ
ル
の
関
係
に
あ
え
て
眼
を
つ
ぶ
り
、「
赤
頭
巾
」
を
「
ア
モ
ラ
ル
」

な
物
語
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
ア
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
と
近
い
時
期
に
、
倉
田
百
三
「
教
養
と
倫
理
学
」（『
学
生
と
教
養
』

日
本
評
論
社
、
一
九
三
七
・
一
二
）
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る（
23
）。
同
文
章
が
収
め
ら
れ
た
『
学
生
と
教
養
』
は
、「
序
」
で
河

合
栄
治
郎
が
「
青
年
殊
に
学
生
の
気
風
が
沈
滞
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
今
日
一
般
に
云
は
れ
る
所
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
数
年
前
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
の
華
か
な
り
し
当
時
に
比
べ
る
と
、
色
々
の
点
に
於
て
異
な
る
も
の
が
見
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う

に
、
戸
坂
潤
「
文
学
・
モ
ラ
ル
及
び
風
俗
」
の
言
う
転
向
後
の
思
想
活
動
の
一
つ
だ
。
た
だ
し
、「
自
己
に
直
面
す
る
客
観
的
現

象
の
解
剖
と
分
析
と
に
急
で
あ
つ
た
」
学
生
に
、「
い
か
な
る
客
観
の
動
揺
に
逢
着
す
る
も
、
毅
然
と
し
て
動
か
ざ
る
自
我
」
の

建
設
を
進
め
、「
客
観
か
ら
主
観
へ
」
と
「
視
点
の
転
化
」
を
求
め
る
点
で
、
社
会
的
な
興
味
と
は
逆
向
き
の
志
向
を
提
言
す
る

も
の
だ
っ
た
。
河
合
栄
治
郎
は
、「
客
観
の
分
析
」
や
「
客
観
の
変
革
」
の
前
提
を
、「
主
観
」
の
在
り
方
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

倉
田
百
三
も
こ
の
主
張
と
同
様
に
、「
何
が
真
で
あ
る
か
偽
は
り
で
あ
る
か
の
意
識
、
何
が
美
し
い
か
、
醜
い
か
の
感
覚
」
と

い
う
主
観
の
必
要
性
を
説
く
。
そ
の
文
脈
で
、「
倫
理
的
な
る
も
の
に
反
抗
し
、
否
定
す
る
ア
ン
チ
モ
ラ
ー
ル
は
ま
だ
い
い
。
そ

れ
は
猶
倫
理
的
関
心
の
領
域
に
居
る
か
ら
だ
。
最
も
許
し
難
い
の
は
倫
理
的
な
も
の
に
関
心
を
も
た
ぬ
ア
モ
ラ
ー
ル
で
あ
る
。」

と
述
べ
る
。
ア
ン
チ
モ
ラ
ル
は
、
既
存
の
道
徳
に
反
抗
す
る
倫
理
的
態
度
だ
が
、
ア
モ
ラ
ル
は
、
モ
ラ
ル
へ
の
関
心
そ
の
も
の
を

欠
く
た
め
、「
人
間
と
し
て
の
素
質
」
を
欠
く
態
度
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
道
徳
的
関
心
の
区
別
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
を
ふ
ま
え
た
新
カ
ン
ト
派
の
議
論
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
伏

見
文
雄
訳
パ
ウ
ル
・
ヘ
ン
ゼ
ル
『
倫
理
学
の
主
要
問
題
』（
理
想
社
出
版
部
、
一
九
二
九
〔
昭
和
四
〕・
一
一
）
は
「
第
六
講　

無

道
徳
、
反
道
徳
、
悪
」
で
、「
道
徳
的
必
然
性
を
考
へ
る
事
に
よ
つ
て
障
碍
に
打
勝
つ
と
云
ふ
事
な
く
起
つ
た
様
な
行
為
は
凡
て



人文科学研究　第 149 輯◉

T38

道
徳
的
と
称
せ
ら
る
ゝ
事
を
要
求
す
る
事
は
出
来
な
い
」と
し
て
、「
反
道
徳
で
も
な
け
れ
ば
、況
ん
や
、悪
で
も
な
い
」ゆ
え
に
、「
非

道
徳
的
（nichtsittilich

）、
或
は
寧
ろ
、
無
道
徳
的
（aussersittlich

）
と
称
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
道
徳
を
意
識
す

る
こ
と
な
い
行
為
は
、
道
徳
に
対
立
す
る
反
道
徳
で
は
な
く
、
関
心
が
な
い
無
道
徳
と
言
う
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
道
徳
に

対
す
る
意
識
の
有
無
で
、「
反
道
徳
」
と
「
無
道
徳
」
を
区
別
す
る
の
だ
。
哲
学
の
領
域
で
は
、「
道
徳
」
が
用
語
と
し
て
定
着
し

て
お
り（
24
）、
倉
田
百
三
の
「
モ
ラ
ル
」「
ア
ン
チ
モ
ラ
ル
」「
ア
モ
ラ
ル
」
は
英
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

パ
ウ
ル
・
ヘ
ン
ゼ
ル
の
区
別
に
し
た
が
え
ば
、
意
識
さ
れ
た
行
為
、
思
想
的
な
発
言
は
、
無
道
徳
（
ア
モ
ラ
ル
）
と
言
え

な
い
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
る
の
が
、
西
脇
順
三
郎
「
モ
ラ
ル
と
文
学
」（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
』
第
一
書
房
、

一
九
三
三
・
五
）
で
あ
る
。「
肉
体
的
自
然
主
義
は
モ
ラ
ル
を
考
へ
な
い
と
い
ふ
が
、
し
か
し
あ
り
の
ま
ま
に
み
る
こ
と
が
よ
い
こ

と
と
す
る
こ
と
も
一
つ
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
。
要
す
る
に
文
学
上
の
価
値
観
は
結
局
モ
ラ
ル
で
あ
る
」
と
す
る
。
人
間
の
欲
望
に
注

目
す
る
自
然
主
義
は
、
無
道
徳
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
あ
り
の
ま
ま
」
と
い
う
道
徳
を
有
す
る
と
い
う
。
先
の
小
松
清
「
行
動

主
義
文
学
の
提
唱
」
が
、
自
然
主
義
を
「
主
智
主
義
に
よ
る
文
学
」
と
位
置
づ
け
る
議
論
と
同
様
の
考
え
方
だ
。
西
脇
順
三
郎
は

「
知
識
を
求
め
る
こ
と
そ
れ
自
身
一
つ
の
モ
ラ
ル
な
作
用
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
一
九
三
四
年
頃
の
文
学
領
域
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
に
は
観
念
の
投
影
が
あ
る
と
い
う
思
考
が
共
有

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
観
念
を
モ
ラ
ル
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
い
え
ば
、「
モ
ラ
ル
、
さ

う
い
ふ
も
の
ゝ
意
図
が
な
く
て
、
小
説
を
書
き
つ
ゞ
け
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
冒
頭
の
発
言
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。「
文

学
の
ふ
る
さ
と
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
は
モ
ラ
ル
を
持
つ
と
い
う
同
時
期
の
言
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、「
モ
ラ
ル
が
な
い
」
状
況

を
示
す
こ
と
で
、
そ
の
共
通
理
解
を
覆
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
よ
り
近
い
時
期
の
、
道
徳
に
関
わ
る
発
言
を
見
て
み
よ
う
。『
思
想
』
一
九
三
九
〔
昭
和

一
四
〕
年
四
月
号
で
は
、「
道
徳
の
問
題
」
の
特
集
が
組
ま
れ
、「
現
代
文
学
に
お
け
る
モ
ラ
ル
の
問
題
」
の
題
で
、
阿
部
六
郎
と
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中
野
重
治
が
寄
稿
し
て
い
る
。
他
の
文
章
は
「
道
徳
」
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
時
期
で
も
、
モ
ラ
ル
と
い
う
語
を
用
い
る
の
は
、

文
学
学
領
域
の
特
徴
の
よ
う
だ
。

　

阿
部
六
郎
は
、「
イ
ン
モ
ラ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ニ
イ
チ
ェ
ら
の
「
芸
術
か
ら
道
徳
を
追
放
す
る
こ
と
を
念
じ
た
」

行
為
は
「
モ
ラ
ル
」
に
値
す
る
と
し
て
、西
脇
順
三
郎
と
同
様
の
、反
道
徳
は
道
徳
だ
と
す
る
話
か
ら
始
め
る
。
文
学
に
お
い
て
は
、

作
家
の
苦
患
の
裏
に
モ
ラ
ル
の
問
題
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
現
在
の
文
学
は
、
自
然
主
義
、
社
会
主
義
、
心
理
主
義
な
ど
近
代
の
思

想
が
重
荷
と
な
り
、
モ
ラ
ル
の
飛
躍
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
特
に
社
会
主
義
は
、
モ
ラ
ル
の
責
任
を
「
個
体
か
ら
制
度
へ

と
移
す
も
の
」
で
、「
モ
ラ
ル
そ
の
も
の
、生
存
の
意
味
の
根
本
的
欲
求
を
先
に
延
ば
す
や
う
に
人
間
を
安
心
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
」

て
い
る
と
す
る
。
種
々
の
思
想
が
モ
ラ
ル
を
抑
圧
す
る
と
い
う
主
張
は
、
小
松
清
に
近
く
、
社
会
主
義
を
批
判
し
て
モ
ラ
ル
を
人

間
の
内
面
的
欲
求
と
捉
え
直
す
点
は
、
河
合
栄
治
郎
の
「
客
観
か
ら
主
観
へ
」
と
方
向
づ
け
る
思
考
と
似
て
い
る
。

　

一
方
、
中
野
重
治
は
「
狭
く
限
定
し
て
」
と
副
題
を
付
け
、
あ
く
ま
で
作
家
の
経
験
を
語
る
と
す
る
。
古
い
社
会
の
段
階
で
道

徳
は
、
社
会
生
活
に
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
た
が
、
社
会
の
新
し
い
段
階
に
な
る
と
、
社
会
生
活
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
で
は
な
く
、

個
人
の
頭
の
中
で
発
達
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
文
学
も
、「
作
品
の
取
り
扱
ふ
モ
ラ
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
問
題
ま
た
は
、
特
定

の
モ
ラ
ル
が
、
作
者
に
よ
つ
て
自
己
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
は
れ
」
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
や
は
り
、
個
人
が
モ
ラ
ル

お
よ
び
文
学
の
出
発
点
と
考
え
ら
れ
る
近
代
文
学
の
特
徴
を
指
摘
す
る
の
だ
。

　

宮
本
百
合
子
「
今
日
の
文
学
の
展
望
」
の
批
判
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
三
五
年
頃
の
文
学
領
域
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、

社
会
主
義
の
思
想
を
、
自
意
識
の
発
達
を
妨
げ
る
障
碍
と
見
な
し
、
モ
ラ
ル
の
出
発
点
を
社
会
か
ら
個
人
へ
と
置
き
直
す
考
え
方

が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
人
間
の
内
界
の
葛
藤
を
外
界
に
反
映
し
た
観
念
や
行
為
が
モ
ラ
ル
で
あ
り
、
人
間
の
知
的
活
動
だ
と
捉
え

直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
も
、「
生
存
そ
れ
自
体
が
孕
ん
で
ゐ
る
絶
対
の
孤
独
」
を
出
発
点
と
す
る
点
で
、
個

人
が
モ
ラ
ル
の
基
盤
だ
と
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
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た
だ
し
、
モ
ラ
ル
の
獲
得
で
は
な
く
、
モ
ラ
ル
の
喪
失
か
ら
話
を
始
め
る
と
こ
ろ
に
、
同
時
期
の
道
徳
論
論
と
は
異
質
な
面
が

あ
る
。「
根
の
下
り
た
生
活
」
と
い
う
外
界
に
出
遭
い
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
は
、
自
分
の
モ
ラ
ル
と
し
て
内
面
化
し
え
な
い
も
の

だ
と
さ
れ
る
。
同
時
期
の
言
説
が
、
内
界
か
ら
外
界
へ
と
働
き
か
け
る
通
路
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
に
対
し
、「
文
学
の
ふ
る

さ
と
」
は
、
内
界
と
外
界
の
切
断
か
ら
、
モ
ラ
ル
が
始
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
思
想
』
一
九
三
九
年
四
月
号
で
は
、
文
学
や
倫
理
学
以
外
の
道
徳
論
と
し
て
、「
民
族
と
道
徳
」「
道
徳
と
制
度
」
な
ど
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。
日
中
戦
争
中
の
言
説
の
中
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
示
す
階
級
社
会
と
い
う
現
実
に
代
わ
り
、
民
族
や
国

家
と
い
う
外
界
が
実
態
の
あ
る
も
の
と
し
て
現
れ
、
個
人
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
情
勢
に
な
っ
て
い
た
。
文
学
領
域
で
モ
ラ
ル
の

出
発
点
と
さ
れ
る
内
界
も
、
新
た
な
外
界
と
向
き
合
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。

　

坂
口
安
吾
は
「「
花
」
の
確
立
」
で
「
戦
場
に
文
学
は
な
い
し
、ま
た
生
活
も
な
い
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
た
。
戦
時
に
は
「
女

占
師
の
前
に
て
」
で
言
う
、
文
学
が
根
拠
と
す
べ
き
「
伝
統
に
立
脚
し
た
生
活
」
も
無
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
坂
口
安
吾
の
文

脈
で
い
え
ば
、本
来
文
学
の
生
ま
れ
る
場
所
で
あ
る
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
は
、伝
統
に
基
づ
く
豊
か
な
生
活
の
は
ず
だ
が
、拠
っ

て
立
つ
べ
き
生
活
が
な
い
戦
時
で
は
、「
モ
ラ
ル
が
な
い
場
所
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、そ
こ
に
何
も
無
く
と
も
、

「
突
き
放
さ
れ
た
」
経
験
自
体
を
、
モ
ラ
ル
と
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

　

　
　
註

（
１
）「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
本
文
は
、『
坂
口
安
吾
全
集
03
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
・
三
）
に
よ
る
。

（
２
）
原
卓
史
「
坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
論
」（『
高
知
大
国
文
』
二
〇
一
五
・
一
二
）
は
、「
ふ
る
さ
と
」
を
「
出
発
点
で
あ
り
な
が
ら
、

決
し
て
逃
れ
ら
れ
な
い
場
所
」
の
二
面
性
に
ま
と
め
る
。
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（
３
）
奥
野
健
男
『
坂
口
安
吾
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
二
・
九
→
新
版
文
藝
春
秋
、
一
九
九
六
・
一
〇
）。

（
４
）
中
畑
邦
夫
「
構
築
へ
の
意
志 

― 

坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
お
け
る
倫
理
の
始
ま
り 

―
」（『
麗
澤
大
学
紀
要
』

二
〇
一
〇
・
一
二
）

（
５
）「
道
徳
の
観
念
」
本
文
は
、『
戸
坂
潤
全
集
第
四
巻
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
六
・
七
）
に
よ
る
。

（
６
）林
淑
美「
坂
口
安
吾
と
戸
坂
潤 

―「
堕
落
論
」と「
道
徳
論
」の
あ
い
だ
」（『
文
学
』岩
波
書
店
、二
〇
〇
二
・
三
→『
昭
和
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー　

思
想
と
し
て
の
文
学
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
・
八
）。

（
７
）
林
淑
美
は
、
坂
口
安
吾
「
堕
落
論
」（『
新
潮
』
一
九
四
六
〔
昭
和
二
一
〕・
四
）
中
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
戸
坂
潤
と
類
縁
性
が
あ
る
と
す
る
（「
坂
口
安
吾
と
戸
坂
潤
」
同
前
）。

（
８
）
太
田
信
二
「
文
学 
― 
科
学 

― 

道
徳 

―
― 

戸
坂
潤
に
お
け
る
「
認
識
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
』

二
〇
一
三
・
三
）
は
、戸
坂
潤
『
思
想
と
し
て
の
文
学
』（
三
笠
書
房
、一
九
三
六
〔
昭
和
一
一
〕・
二
）「
序
」
の
「
文
学
と
道
徳
と
の
関
係
、

道
徳
と
い
う
も
の
の
新
し
い
意
義
、
そ
し
て
之
等
の
も
の
と
科
学
と
の
連
関
な
ど
の
分
析
に
就
い
て
は
、
私
は
今
後
に
向
か
っ
て
相
当

の
希
望
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
な
ど
か
ら
、
文
学
と
道
徳
と
科
学
の
連
関
を
考
察
す
る
意
図
を
読
み
取
り
、
そ
の
意

図
は
戸
坂
潤
の
認
識
論
的
関
心
と
結
び
つ
く
と
す
る
。

（
９
）
平
子
友
長
「
戸
坂
潤
に
お
け
る
実
践
的
唯
物
論
構
想
」（
全
国
唯
研
大
会
分
科
会
「
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
思
想
―
戦
前
の
唯
研
か
ら

八
〇
年
」〔
二
〇
一
二
年
一
〇 

月
二
一
日
〕
発
表
レ
ジ
ュ
メ 

「
唯
物
論
研
究
会
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w.zenkokuyuiken.jp/con-

tents/taikai/35taikai/tairako.pdf

〔
二
〇
二
一
・
七
・
二
九
参
照
〕）
は
、
戸
坂
潤
が
「
道
徳
の
観
念
」
で
、
社
会
科
学
と
異
な
る
文
学
の

モ
ラ
ル
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
社
会
の
担
い
手
で
あ
る
「
個
人
」
と
、
文
学
道
徳
の
担
い
手
で
あ
る
「
自
分
」
と
い
う
対
概
念
を
導

入
し
た
と
す
る
。
文
学
の
モ
ラ
ル
は
、
社
会
科
学
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
個
人
」
の
道
徳
を
、「
自
分
」
一
身

の
道
徳
と
し
て
身
体
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

（
10
）
本
文
は
、『
戸
坂
潤
全
集
第
四
巻
』（
前
出
に
よ
る
）。
林
淑
美
「『
思
想
と
風
俗
』
所
収
文
初
出
に
つ
い
て
」（『
東
洋
文
庫

六
九
七　

思
想
と
風
俗
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
・
一
一
）
に
よ
れ
ば
、
初
出
題
名
は
「
文
学
と
モ
ラ
ル
の
説
」
で
四
回
掲
載
（『
都
新
聞
』

一
九
三
六
・
七
・
一
一
～
一
四
）。

（
11
）
本
文
は
、『
宮
本
百
合
子
全
集
第
十
一
巻
』（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
八
〇
・
一
）
に
よ
る
。
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（
12
）「
今
日
の
文
学
の
展
望
」
は
、一
九
三
六
年
の
二
・
二
六
事
件
以
降
に
現
れ
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
」
を
論
じ
る
際
に
「
モ
ラ
ル
」

を
自
身
の
言
葉
と
し
て
用
い
る
。
宮
本
百
合
子
は
、「
芸
術
が
必
要
と
す
る
科
学
」（『
都
新
聞
』一
九
三
六
・
七
・
三
～
六
）な
ど
で「
モ
ラ
ル
」

を
用
い
、「
文
学
に
お
け
る
今
日
の
日
本
的
な
る
も
の
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
七
・
三
）
な
ど
で
、同
時
期
の
「
モ
ラ
ル
」
の
用
例
を
示
す
。

宮
本
百
合
子
も
、
戸
坂
潤
が
い
う
モ
ラ
ル
と
い
う
語
の
流
行
の
中
に
あ
る
と
言
え
る
。

（
13
）
本
文
は
『
能
動
精
神
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』（
前
出
）
に
よ
る
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
本
論
の
引
用
は
、「
今
日
の
文
学
の
展
望
」

の
引
用
の
さ
ら
に
一
部
を
示
し
た
も
の
だ
。

（
14
）
本
文
は
、『
戸
坂
潤
全
集
第
四
巻
』（
前
出
）
に
よ
る
。
初
出
は
「
行
動
主
義
文
学
の
批
判 

― 

日
本
の
行
動
主
義
文
学
に
限
定
し
て 

―
」

（『
新
潮
』
一
九
三
五
・
一
）。
臼
井
吉
見
「
行
動
主
義
論
争
」（『
文
学
界
』
一
九
五
五
・
六
～
七
→
『
近
代
文
学
論
争
下
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
五
・
一
一
）
は
、
戸
坂
潤
の
批
判
は
、「
具
体
的
で
あ
り
、
現
在
の
事
態
に
対
す
る
正
確
な
洞
察
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
す
る
。

（
15
）
本
文
は
、『
戸
坂
潤
全
集
第
四
巻
』（
前
出
）
に
よ
る
。
初
出
は
「
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
文
学
の
批
判
」（『
行
動
』
一
九
三
四
・
一
〇
）。

（
16
）
本
文
は
『
行
動
主
義
文
学
論
』（
前
出
）
に
よ
る
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

（
17
）
本
文
は
、『
坂
口
安
吾
全
集
02
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
・
四
）
に
よ
る
。

（
18
）
柄
谷
行
人
「『
日
本
文
化
私
観
』
論
」（『
文
藝
』
一
九
七
五
・
五
、七
→
『
坂
口
安
吾
の
世
界
』
冬
樹
社
、一
九
七
六
・
四
）
の
指
摘
に
よ
る
。

（
19
）「
敗
北
の
文
学
」
の
引
用
は
、『
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
評
論
集
５
宮
本
顕
治
集
』（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
〇
・
九
）
に
よ
る
。

（
20
）
原
卓
史
「
坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
論
」（
前
出
）
の
指
摘
に
よ
る
。

（
21
）
中
嶋
潤
『
知
ら
さ
れ
る
論
客
シ
ャ
ル
ル
ペ
ロ
ー　

新
旧
論
争
に
お
け
る
童
話
作
家
』（
三
恵
社
、
二
〇
一
八
・
九
）。

（
22
）
本
文
は
、
新
倉
朗
子
訳
『
完
訳
ペ
ロ
ー
童
話
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
・
七
）
に
よ
る
。

（
23
）『
日
本
国
語
大
事
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
）
の
用
例
に
よ
る
。

（
24
）『
岩
波
哲
学
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
二
〔
大
正
一
一
〕・
一
〇
）
参
照
。


