
文学方法論
平林初之輔

青空文庫





　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
が
き

　
学
と
し
て
の
文
学
、
即
ち
、
文
学
の
理
論
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
従

来
多
く
の
学
者
に
よ
り
て
な
さ
れ
た
や
う
に
、
文
学
と
か
、
芸
術
と
か
、
乃

至
は
美
と
か
い
ふ
も
の
ゝ
形
式
的
定
義
か
ら
出
発
す
る
代
り
に
、
先
づ
第
一

に
、
さ
う
い
ふ
試
み
を
抛
擲
し
て
、
純
粋
に
経
験
的
な
も
の
、
具
体
的
な
も

の
か
ら
出
発
し
な
ほ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
文
学
理
論
が
も
つ
て
ゐ
た
一
種
の
美
し
さ
、
深
遠

味
、
神
秘
的
な
色
彩
を
奪
つ
て
、
こ
れ
に
甚
だ
し
く
粗
笨
な
相
貌
を
与
へ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
学
と
し
て
の
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文
学
を
建
設
す
る
た
め
に
、
是
非
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
一
過
程
で
あ
り
、

一
段
階
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
が
粗
笨
な
理
論
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
明

か
に
進
歩
で
あ
る
と
さ
へ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
占
星
術
や
錬
金
術
か
ら
独
立

し
た
と
き
の
天
文
学
や
化
学
が
如
何
ほ
ど
幼
稚
で
粗
笨
で
あ
ら
う
と
も
、
依

然
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
最
も
精
巧
な
占
星
術
や
錬
金
術
よ
り
も
、
理
論
的

に
は
遙
か
に
進
歩
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
じ
で
あ
る
。

　
一
切
の
理
論
は
経
験
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
経
験
か
ら
出

発
す
る
だ
け
で
な
く
、
経
験
に
帰
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
凡
ゆ
る
科
学

の
う
ち
で
、
最
も
抽
象
的
な
科
学
は
天
体
力
学
と
し
て
発
達
し
た
。
そ
し
て

天
体
力
学
は
、
抽
象
的
な
理
論
か
ら
で
は
な
く
て
、
星
の
運
動
の
観
測
か
ら

は
じ
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
小
さ
な
経
験
的
事
実
、
た
と
へ
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ば
水
星
の
近
日
点
の
移
動
の
如
き
事
実
で
も
万
有
引
力
の
理
論
全
体
の
変
革

を
迫
る
に
十
分
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
何
故
か
な
ら
理
論
は
経
験
に
は
じ
ま
る

と
同
時
に
、
経
験
の
検
証
に
堪
へ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
、
文
学
に
於
け
る
経﹅
験﹅
的﹅
事﹅
実﹅
と
は
何
か
？
　
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
は
、
個
々
の
文
学
作
品
で
あ
る
。
こ
の
文
学
作
品
な
る
も
の
は
、
色
々

な
研
究
の
対
象
と
な
り
得
る
。
即
ち
、
色
々
な
視
点
か
ら
研
究
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
最
も
包
括
的
な
説
明
を
与
へ
得
る
た
め
に
こ

れ
を
社
会
学
的
視
点
か
ら
研
究
す
る
よ
り
外
に
道
は
な
い
。
即
ち
、
個
々
の

文
学
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
心
理
的
過
程
だ
と
か
、
作
品
に
あ
ら
は
れ
た
技

術
上
の
諸
問
題
だ
と
か
、
さ
う
い
ふ
事
柄
は
一
時
抽
象
し
去
つ
て
、
専
ら
、

文
学
作
品
を
社
会
的
事
実
と
し
て
取
り
扱
ふ
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
の
で
あ
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る
。
尤
も
こ
れ
等
の
心
理
的
過
程
や
技
術
的
問
題
も
亦
そ
の
説
明
を
社
会
学

的
方
法
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
編
　
　
方
法
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
つ
の
文
学
作
品
　
　
そ
れ
が
詩
で
あ
つ
て
も
小
説
で
あ
つ
て
も
戯
曲
で

あ
つ
て
も
よ
い
　
　
が
製
作
さ
れ
る
に
あ
た
つ
て
は
、
そ
れ
が
全
く
の
気
紛

れ
、
全
く
の
任
意
の
所
産
で
な
い
限
り
、
何
等
か
の
条
件
に
制
約
さ
れ
る
。

若
し
、
文
学
作
品
が
何
物
の
制
約
を
も
受
け
な
い
な
ら
ば
、
文
学
作
品
は
理
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論
的
研
究
の
対
象
に
は
な
り
得
な
い
。
吾
々
は
た
ゞ
こ
れ
を
気
紛
れ
に
鑑
賞

す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
今
日
も
、
ご
く
稀
れ
に
は
か
や
う

な
考
へ
を
抱
い
て
ゐ
る
人
も
あ
る
が
、
多
く
の
方
面
に
於
て
、
見
事
な
成
果

を
あ
げ
た
近
代
科
学
の
方
法
は
、
か
や
う
な
懐
疑
論
を
生
ず
る
余
地
を
殆
ん

ど
奪
つ
て
し
ま
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
。
学
と
し
て
の
文
学
の
可
能
な
る
こ
と

は
、
従
つ
て
、
こ
ゝ
で
疑
問
と
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
文
学
作
品
に
課
せ
ら
れ
る
第
一
の
条
件
は
作
者
で
あ
る
。
作
者
の
天
分
、

気
質
、
性
格
、
境
遇
、
趣
味
、
思
想
、
年
齢
、
一
言
に
し
て
言
へ
ば
作
者
の

個
人
性
は
、
文
学
作
品
を
決
定
す
る
第
一
の
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
人
も

否
む
能
は
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
シ
エ
ー
キ
ス
ピ
ア
の
作
品
に
は
、
ど
れ
を
見

て
も
、
シ
エ
ー
キ
ス
ピ
ア
の
個
人
性
が
深
く
き
ざ
ま
れ
て
ゐ
て
、
注
意
深
い
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観
察
者
に
は
、
そ
れ
が
は
つ
き
り
と
感
知
で
き
る
で
あ
ら
う
。
ス
タ
イ
ル
の

上
に
、
手
法
の
上
に
、
表
現
の
上
に
、
思
想
の
上
に
、
用
語
の
上
に
、
ま
ぎ

れ
も
な
い
個
人
性
の
刻
印
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
個

人
性
、
独
創
性
を
没
却
し
て
文
学
作
品
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
学
作
品
に
於
け
る
個
人

性
を
認
め
な
い
や
う
な
文
学
論
が
、
最
近
に
は
稀
に
あ
る
。
文
学
活
動
を
、

す
つ
か
り
、
社
会
的
環
境
に
よ
つ
て
直
接
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
、
ラ
ヂ
カ
ル
な
決
定
論
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
の
如
き

決
定
論
が
最
近
に
あ
ら
は
れ
た
こ
と
は
、
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

従
来
の
文
学
論
に
於
て
、
此
の
個
人
性
が
、
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不

可
侵
な
も
の
と
し
て
文
学
作
品
を
決
定
す
る
唯
一
絶
対
の
条
件
で
あ
る
と
見
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做
さ
れ
て
ゐ
た
の
に
対
す
る
反
動
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
個
人
性
は
、
文
学
作
品
を
決
定
す
る
、
最
も
直
接
な
、

そ
し
て
恐
ら
く
最
も
力
強
い
条
件
で
あ
る
が
、
文
学
作
品
を
決
定
す
る
条
件

は
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
第
二
の
条
件
と
し
て
、
吾
々
は
、
文
学

上
の
流
派
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
一
定
の
文
学
上
の
主
義
、
主
張

の
も
と
に
あ
つ
ま
つ
た
個
々
の
文
学
者
が
、
そ
の
集
団
の
影
響
を
受
け
る
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
未
来
派
の
作
品
に
は
、
い
づ
れ
に
も
共
通

し
た
特
徴
が
あ
り
、
表
現
派
の
作
品
に
は
、
矢
張
り
他
の
流
派
の
作
と
区
別

さ
れ
た
共
通
の
特
色
が
あ
る
如
く
で
あ
る
。
吾
々
は
、
シ
エ
ー
キ
ス
ピ
ア
の

周
囲
に
、
歴
史
に
よ
つ
て
抹
殺
さ
れ
た
多
く
の
小
シ
エ
ー
キ
ス
ピ
ア
が
存
在

し
て
ゐ
た
こ
と
、
ダ
ン
テ
の
周
囲
に
、
彼
と
同
じ
や
う
な
文
学
的
信
条
に
よ
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つ
て
、
彼
の
作
品
と
同
じ
や
う
な
作
品
を
製
作
し
て
ゐ
た
多
く
の
小
ダ
ン
テ

が
存
在
し
て
ゐ
た
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
明
治
の
文
学
を
見
て
も
、
硯
友
社

派
と
文
学
界
派
、
或
は
民
友
社
派
と
の
間
に
判
然
た
る
区
別
を
吾
々
は
認
め

る
。
自
然
派
と
高
踏
派
或
は
ス
バ
ル
派
、
早
稲
田
派
と
三
田
派
等
の
間
に
も

可
な
り
鮮
明
な
境
界
を
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
種
々
の
名
称
を
も
つ
た
色

々
な
流
派
が
文
学
界
に
並
存
し
て
ゐ
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
既
に
、
流
派
と

い
ふ
も
の
が
、
文
学
作
品
を
決
定
す
る
重
要
な
条
件
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を

明
瞭
に
語
つ
て
ゐ
る
。

　
し
か
し
、
吾
々
は
、
一
層
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
代
り
一
層
広
汎
な

第
三
の
条
件
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
作
者
を
と
り
ま
い
て
ゐ
る
一
般

公
衆
で
あ
る
。
一
般
公
衆
の
思
想
、
観
念
、
感
情
、
一
言
で
言
へ
ば
、
イ
デ
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オ
ロ
ギ
イ
は
、
文
学
の
流
派
そ
の
も
の
を
決
定
し
文
学
作
品
の
作
者
の
思
想

傾
向
を
決
定
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
作
品
そ
の
も
の
を
決
定
す
る
最
後
の
条
件

で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
ヴ
イ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
オ
の
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
を

例
に
と
ら
う
。
私
た
ち
は
、
先
づ
こ
の
作
品
に
ユ
ゴ
オ
の
個
人
性
の
強
い
現

は
れ
を
見
る
。
次
に
ユ
ゴ
オ
が
そ
の
指
導
者
の
最
も
輝
け
る
一
人
で
あ
つ
た

ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
派
の
特
色
を
そ
こ
に
見
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
ロ
マ
ン
チ
ス

ム
の
文
学
が
そ
の
中
で
生
育
し
た
と
こ
ろ
の
当
時
の
一
般
公
衆
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
イ
即
ち
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
勃
興
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
そ
こ
に
見
る
の

で
あ
る
。

　
一
の
文
学
作
品
を
、
社
会
学
的
に
考
察
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
、

そ
の
前
に
、
ま
づ
、
以
上
の
如
き
分
析
と
概
括
と
の
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
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ら
ぬ
。
か
や
う
な
、
分
析
と
概
括
と
の
過
程
を
経
て
、
は
じ
め
て
、
文
学
作

品
は
、
一
の
社
会
事
実
と
し
て
あ
ら
は
れ
て
来
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
等
の

過
程
を
経
ず
し
て
、
い
き
な
り
、
あ
る
文
学
作
品
を
社
会
的
に
意
味
づ
け
よ

う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
せ
い
／
″
＼
気
の
き
い
た
感
想
と
は
な
る
か
も
し

れ
ぬ
が
、
決
し
て
科
学
と
も
理
論
と
も
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
併
し
な
が
ら
、
以
上
で
分
析
が
終
つ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
以
上
に

述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
た
ゞ
、
文
学
作
品
を
社
会
的
事
実
と
し
て
、
社
会
と
連

関
せ
し
め
た
ゞ
け
で
あ
る
。
文
学
を
、
社
会
学
的
研
究
の
対
象
と
な
し
得
る
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や
う
に
整
理
し
た
ゞ
け
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
先
に
、
な
ほ
一
連
の
分
析
と
概

括
と
の
過
程
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
真
に
重
要
な
の
は
、

こ
れ
か
ら
先
の
過
程
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
吾
々
は
、
今
、
文
学
作
品
が
、
作
者
の
個
人
性
、
作
者
の
属
す
る
流
派
、

そ
れ
か
ら
最
後
に
一
般
公
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と

を
説
明
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
般
公
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
な
る
も
の
が
、

独
立
し
て
存
在
し
、
進
化
し
、
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
条

件
づ
け
る
、
よ
り
根
本
的
な
要
素
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
　

　
ま
づ
第
一
に
自
然
的
条
件
を
挙
げ
る
の
が
順
序
で
あ
る
。
人
間
は
一
定
の

自
然
的
環
境
の
中
に
生
れ
る
。
た
と
へ
ば
或
る
人
は
日
本
人
と
し
て
生
れ
、

或
る
人
は
ロ
シ
ア
人
と
し
て
生
れ
る
。
日
本
人
と
し
て
生
れ
た
も
の
は
、
生
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れ
な
が
ら
に
し
て
黄
色
人
で
あ
る
。
日
本
の
気
候
は
大
体
温
帯
の
気
候
で
あ

る
が
、
寒
暑
の
変
化
は
は
げ
し
い
。
冬
は
空
気
が
乾
燥
し
て
を
り
、
夏
は
湿

度
が
高
く
て
蒸
し
熱
い
。
日
本
人
の
骨
格
は
大
体
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
よ
り
も
小

さ
く
、
従
つ
て
体
力
も
弱
い
。
日
本
に
は
火
山
が
多
く
地
震
が
頻
々
と
起
る
。

四
面
海
に
か
こ
ま
れ
て
を
り
、
内
地
に
は
山
が
多
い
。
こ
れ
等
の
自
然
的
条

件
は
、
日
本
の
制
度
、
文
物
、
日
本
民
族
の
気
質
、
性
格
、
思
想
等
に
直
接

間
接
に
何
等
か
の
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
否
、
こ
れ
等
の
自
然

条
件
は
、
そ
れ
を
舞
台
と
し
て
営
ま
れ
る
人
間
の
社
会
生
活
そ
の
も
の
、
社

会
そ
の
も
の
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
吾
々
は
、
社
会
の
最
も
基

礎
的
条
件
と
し
て
自
然
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
与
へ
ら
れ
た

自
然
に
適
応
し
な
け
れ
ば
、
社
会
は
つ
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
自
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然
条
件
の
差
異
は
、
そ
の
上
に
で
き
る
社
会
に
差
異
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

北
極
に
近
い
氷
原
に
於
て
農
耕
民
族
の
社
会
が
で
き
る
こ
と
も
不
可
能
だ
し
、

ア
フ
リ
カ
の
砂
漠
の
中
に
工
業
文
明
が
栄
え
る
と
い
ふ
こ
と
も
等
し
く
不
可

能
で
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。

　
こ
の
自
然
的
条
件
が
、
人
間
の
社
会
に
何
等
の
影
響
を
も
及
ぼ
さ
ぬ
と
考

へ
る
の
は
勿
論
皮
相
な
見
解
で
あ
る
。
今
日
の
科
学
が
、
こ
の
影
響
を
精
密

に
分
析
し
得
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
自
然
の
影
響
が
存
在
す
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
最
近
の
人
文
地
理
学
や
人
種
学
や
、
土
俗
学
等
が
十
分
に
立
証
し
て

ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
こ
の
影
響
を
過
大
視
す
る
こ
と
も
、
ひ

と
し
く
間
違
ひ
で
あ
る
。
バ
ツ
ク
ル
の
文
明
史
や
、
テ
エ
ヌ
の
芸
術
学
に
対

し
て
、
私
は
十
分
の
敬
意
を
払
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
い
づ
れ
も
、
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社
会
に
及
ぼ
す
自
然
力
の
影
響
を
過
大
視
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
做
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
分
析
が
省
略
さ
れ
て
、
自
然
力
と

社
会
と
の
間
に
、
粗
笨
な
、
不
精
密
な
、
直
接
な
方
程
式
が
設
け
ら
れ
て
ゐ

る
。
テ
エ
ヌ
が
フ
ラ
マ
ン
の
絵
画
と
そ
の
地
質
と
の
関
係
を
論
じ
て
ゐ
る
が

如
き
、
一
見
実
に
科
学
的
な
見
方
の
や
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、
極
め
て
都

合
の
よ
い
独
断
に
よ
つ
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
吾
々
は
発
見
す

る
の
で
あ
る
。
又
、
彼
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
史
を
叙
述
す
る
に
あ
た
つ
て
、

種
族
、
時
代
、
地
理
的
環
境
等
を
過
度
に
重
要
視
し
て
ゐ
る
の
も
、
甚
だ
独

断
的
で
あ
つ
て
、
文
学
の
変
遷
は
、
左
様
な
僅
か
ば
か
り
の
条
件
に
よ
つ
て

直
接
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
自
然
的
条
件
は
、
一
定
の
社
会
の
特
色
を
決
定
す
る
も
の
で
は
あ
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る
け
れ
ど
も
、
自
然
的
条
件
そ
の
も
の
は
、
極
め
て
徐
々
に
し
か
変
化
し
な

い
も
の
で
あ
る
。
地
質
発
達
史
は
、
数
万
年
、
数
十
万
年
乃
至
数
百
万
年
の

時
間
を
包
含
す
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
つ
て
、
数
百
年
、

数
千
年
位
の
短
時
日
の
間
に
、
一
定
の
自
然
条
件
が
甚
だ
し
く
変
化
す
る
こ

と
は
殆
ん
ど
な
い
と
い
つ
て
よ
い
。
大
正
十
五
年
と
神
武
天
皇
の
時
代
と
を

比
べ
て
見
て
も
日
本
の
気
候
に
は
殆
ん
ど
変
化
は
認
め
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。

古
代
ギ
リ
シ
ヤ
人
と
二
十
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
と
の
間
に
は
殆
ん
ど
骨
格

の
相
違
は
認
め
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
楊
子
江
の
沿
岸
の
土
地
が
肥
沃
で
あ
り
、

西
蔵
が
不
毛
の
地
で
あ
る
の
は
、
秦
の
始
皇
の
時
代
も
現
代
も
殆
ん
ど
変
り

な
い
で
あ
ら
う
。

　
然
る
に
、
文
学
の
全
歴
史
は
、
せ
い
／
″
＼
数
千
年
の
間
に
ひ
ろ
が
つ
て
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ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
さ
う
し
て
、
そ
の
間
に
甚
だ
顕
著
な
る
変
化
を
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
若
し
、
自
然
的
条
件
が
、
文
学
の
変
遷
を
決
定
す
る
唯
一
の
原

因
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
原
因
は
殆
ん
ど
変
ら
な
い
の
に
結
果
だ
け
が
目

ま
ぐ
る
し
く
変
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
因
果
の
原
理
は
廃
棄
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
且
つ
又
、
人
間
は
自
然
を
征
服
す
る
、
た
ゞ
自

然
に
条
件
を
強
制
さ
れ
た
ま
ゝ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は

近
代
の
科
学
、
及
び
工
業
の
驚
く
べ
き
進
歩
が
立
証
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、

一
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
文
学
を
さ
ま
／
″
＼
に

変
化
さ
せ
る
に
は
、
自
然
的
条
件
以
外
に
、
も
つ
と
直
接
的
な
、
も
つ
と
短

い
時
間
に
作
用
す
る
条
件
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
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三

　
私
た
ち
は
、
一
定
の
自
然
環
境
の
中
に
生
れ
て
、
私
た
ち
の
意
志
と
独
立

し
た
自
然
条
件
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
と
ほ
り
で
あ
る
。
併
し
な
が

ら
、
私
た
ち
の
意
志
と
独
立
に
、
私
た
ち
の
生
れ
な
い
先
か
ら
存
在
し
て
ゐ

る
も
の
は
、
た
ゞ
自
然
的
条
件
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
か
に
一
定
の
経
済

関
係
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
生
れ
お
ち
る
と
、
否
応
な
し
に
、
一
定
の
経
済

関
係
の
中
に
入
り
込
み
、
是
が
非
で
も
そ
れ
に
適
応
し
て
住
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

た
と
へ
ば
、
元
禄
時
代
に
江
戸
に
生
れ
た
者
と
大
正
時
代
に
東
京
に
生
れ
た

者
と
は
、
同
じ
自
然
的
環
境
に
生
れ
な
が
ら
、
ま
る
で
異
つ
た
経
済
関
係
の

中
に
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
如
く
で
あ
る
。
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か
く
の
如
く
、
経
済
関
係
を
時
代
に
よ
り
て
変
化
せ
し
め
る
根
本
の
力
は

社
会
の
生
産
力
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
生
産
力
が
一
定
限
度
ま
で
進

む
と
、
従
来
の
経
済
関
係
が
維
持
せ
ら
れ
な
く
な
り
、
よ
り
高
度
な
生
産
力

に
適
応
す
る
経
済
関
係
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
人
類
が
狩
猟
に

よ
り
て
生
活
し
て
ゐ
た
原
始
時
代
に
は
生
産
力
は
極
め
て
幼
稚
で
あ
り
、
且

つ
狩
猟
の
獲
物
は
極
め
て
不
定
で
あ
つ
た
。
か
う
い
ふ
時
代
に
は
、
各
人
が

め
い
〳
〵
規
則
的
に
自
己
の
衣
食
住
に
責
任
を
も
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
こ
で
一
部
落
の
住
民
が
共
産
体
を
つ
く
つ
て
、
所
謂
原
始
共
産
制
が
出
現

す
る
。
又
機
械
や
工
場
が
で
き
て
、
社
会
の
生
産
力
が
非
常
に
進
ん
で
来
る

と
、
か
く
の
如
き
機
械
や
工
場
は
、
凡
て
の
生
産
者
が
め
い
〳
〵
所
有
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
も
あ
り
不
必
要
で
も
あ
る
や
う
に
な
つ
て
来
る
。
そ
こ
で
、
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こ
れ
等
の
生
産
機
関
は
一
部
少
数
の
人
の
手
に
握
ら
れ
、
こ
れ
に
反
し
て
大

多
数
の
生
産
者
は
自
己
の
生
産
機
関
を
も
た
な
い
で
、
生
産
機
関
の
所
有
者

に
労
働
力
を
提
供
し
、
そ
の
代
り
に
、
賃
銀
を
受
け
と
つ
て
生
活
す
る
や
う

に
な
る
。
こ
れ
が
即
ち
資
本
主
義
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
き
経
済
関
係
の
変
化
は
、
必
然
的
に
そ
の
社
会
の
政
治
形
態
の

変
化
を
決
定
す
る
。
即
ち
、
あ
る
社
会
の
政
治
形
態
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の

社
会
の
経
済
関
係
に
適
応
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
て
来
る
の

で
あ
る
。
た
と
へ
ば
中
世
時
代
の
手
工
業
と
幼
稚
な
交
通
機
関
と
土
地
の
生

産
力
、
農
業
を
基
礎
と
す
る
経
済
関
係
と
は
必
然
的
に
封
建
政
治
を
生
み
、

工
業
の
発
達
と
交
通
機
関
の
進
歩
と
、
資
本
の
抬
頭
と
商
業
の
拡
大
と
は
漸

次
国
家
の
統
一
、
つ
い
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
政
治
を
必
要
と
し
て
来
る
。

21



更
に
進
ん
で
、
国
際
商
業
の
発
達
、
資
本
の
集
中
と
国
際
化
と
は
、
一
方
に

於
て
帝
国
主
義
を
生
み
、
他
方
に
於
て
政
治
の
国
際
化
を
必
要
と
し
て
来
る
。

そ
し
て
後
者
は
お
そ
ら
く
社
会
主
義
の
時
代
に
な
つ
て
、
は
じ
め
て
完
全
に

実
現
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
経
済
関
係
と
政
治
形
態
と
の
変
化
は
、
更
に
法
制
の
変
化
を
強
制
す
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
資
本
主
義
経
済
が
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
政
治

を
樹
立
す
る
と
、
集
会
や
結
社
を
禁
止
す
る
法
律
、
政
治
的
不
平
等
を
支
持

す
る
法
律
な
ど
が
、
根
拠
を
失
つ
て
、
新
し
い
民
主
的
法
律
に
か
は
ら
れ
る

が
如
く
で
あ
る
。

　
経
済
、
政
治
、
法
制
の
変
化
は
、
更
に
、
そ
の
社
会
の
道
徳
、
習
慣
、
思

想
、
感
情
等
の
変
化
を
条
件
づ
け
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
道
徳
は
法
制
の
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恒
久
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
た
と
へ
ば
、
奴
隷
制
度
の
時
代
に
は
、
奴

隷
を
道
具
と
し
て
つ
か
ふ
こ
と
は
何
等
道
徳
に
反
し
な
か
つ
た
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
如
き
大
哲
さ
へ
も
奴
隷
に
人
格
を
認
め
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、

政
治
が
デ
モ
ク
ラ
チ
ツ
ク
に
な
り
、
奴
隷
の
売
買
が
禁
止
さ
れ
る
時
代
に
な

つ
て
来
る
と
、
奴
隷
も
一
人
前
の
人
格
を
要
求
す
る
こ
と
が
道
徳
的
と
な
る
。

又
、
封
建
時
代
に
は
、
町
人
百
姓
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
貴
族
僧
侶
に
比
べ

る
と
卑
賎
な
も
の
で
あ
る
と
誰
し
も
信
じ
て
ゐ
た
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
社
会
に

な
る
と
か
ゝ
る
社
会
観
は
一
変
し
て
、
特
権
階
級
の
地
位
は
著
し
く
低
め
ら

れ
る
。
一
言
で
言
へ
ば
、
一
時
代
の
経
済
関
係
、
政
治
形
態
、
法
制
等
は
、

そ
の
時
代
の
社
会
生
活
、
社
会
の
百
般
の
文
化
を
条
件
づ
け
る
と
言
へ
る
の

で
あ
る
。
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こ
ゝ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
私
が
上
に
述
べ
た
こ
と
を
機

械
的
に
、
杓
子
定
規
的
に
解
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

先
づ
生
産
力
が
生
産
関
係
に
影
響
し
、
生
産
関
係
が
そ
の
他
の
経
済
条
件
に

影
響
し
、
経
済
条
件
が
政
治
形
態
に
、
政
治
形
態
が
法
制
に
、
法
制
が
道
徳

習
慣
思
想
感
情
等
に
、
次
々
に
目
白
押
し
に
影
響
し
て
来
る
も
の
で
あ
る
な

ど
ゝ
考
へ
て
は
な
ら
ぬ
。
社
会
現
象
は
そ
れ
程
簡
単
で
は
な
い
。
私
は
た
ゞ
、

比
較
的
根
本
的
な
要
素
を
先
に
挙
げ
た
ゞ
け
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
つ
て
、
以
上

の
条
件
は
互
に
他
に
作
用
を
及
ぼ
す
と
同
時
に
他
か
ら
反
作
用
を
受
け
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
条
件
の
及
ぼ
す
力
は
一
方
的
で
な
く
て
相
関
的
な

の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
政
治
組
織
が
そ
の
時
代
の
政
治
思
想
を
条
件
づ
け
る

こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
時
代
の
政
治
思
想
も
亦
、

24文学方法論



政
治
組
織
に
対
し
て
活
発
に
作
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ハ
リ
ン
は
こ
の

こ
と
を
社﹅
会﹅
の﹅
諸﹅
要﹅
素﹅
間﹅
の﹅
平﹅
衡﹅
と
名
づ
け
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
以
上
で
、
私
は
、
文
学
作
品
に
及
ぼ
す
各
種
の
力
を
大
体
分
析
し
終
つ
た
。

私
が
以
上
に
挙
げ
た
ゞ
け
で
も
、
そ
れ
は
甚
だ
複
雑
で
あ
る
が
、
実
際
は
こ

れ
よ
り
も
遙
か
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
る
文

学
作
品
を
生
ん
だ
地
理
的
環
境
の
み
か
ら
そ
の
作
品
を
論
じ
た
り
、
そ
の
社

会
の
経
済
条
件
だ
け
か
ら
、
直
接
に
そ
の
作
品
を
論
じ
た
り
す
る
の
が
間
違

ひ
で
あ
る
と
同
様
に
、
作
者
の
天
分
の
み
か
ら
作
品
の
価
値
を
論
じ
よ
う
と
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す
る
の
も
無
暴
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
て
わ
か
る
で

あ
ら
う
。

　
あ
る
文
学
作
品
の
意
義
、
価
値
を
、
科
学
的
に
決
定
す
る
た
め
に
は
、
作

者
の
研
究
、
作
者
の
属
す
る
流
派
の
研
究
、
そ
の
時
代
の
一
般
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
イ
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
更
に
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
十

分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
の
、
法
制
、
政
治
、
経
済
等

の
条
件
を
審
か
に
し
、
更
に
そ
の
社
会
の
よ
つ
て
立
つ
自
然
的
環
境
を
も
探

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
吾
々
は
、
一
の
文
学
作
品
の
科
学
的
認
識
に
到

達
し
た
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
理
解
の
便
の
た
め
に
、
こ
れ
を
図
式
で
あ
ら
は
す
と
上
の
如
く
な
る
。

　
社
会
生
活
が
単
純
で
あ
つ
た
時
代
に
は
、
こ
の
関
係
も
単
純
で
あ
る
。
た
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と
へ
ば
、
太
古
の
狩
猟
民
族
に
あ
つ
て
は
、
狩
猟
と
い
ふ
生
産
様
式
が
、
直

接
に
芸
術
の
内
容
を
条
件
づ
け
て
ゐ
る
が
如
く
で
あ
る
。

　
ロ
シ
ヤ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
碩
学
プ
レ
ハ
ノ
フ
は
、
此
の
問
題
に
つ
い
て

興
味
あ
る
ワ
ラ
ツ
シ
エ
ツ
ク
の
説
を
引
用
し
て
ゐ
る
。

「
ワ
ラ
ツ
シ
エ
ツ
ク
は
原
始
民
族
の
演
劇
の
起
源
に
関
す
る
自
己
の
見
解
を

次
の
如
く
要
約
し
て
ゐ
る
。
『
此
の
演
技
の
対
象
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
１
）
狩
猟
、
戦
争
、
漁
撈
、
漕
舟
（
狩
猟
民
族
、
遊
牧
者
）
、
動
物
の
生

活
及
び
習
慣
。
動
物
黙
戯
、
仮
面
舞
戯
（
や
は
り
動
物
を
表
出
す
る
と
こ
ろ

の
。
プ
レ
ハ
ノ
フ
）
。
（
２
）
家
畜
の
生
活
及
び
習
慣
（
牧
畜
者
）
。
（
３
）

労
働
（
農
耕
者
）
、
米
搗
き
、
粉
磨
き
、
打
禾
、
収
穫
、
葡
萄
摘
み
』
『
…

…
演
出
さ
れ
る
の
は
生
存
競
争
上
絶
対
に
必
要
な
日
常
生
活
の
事
実
で
あ
る
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』
」
（
恒
藤
恭
氏
訳
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
問
題
』
増
補
版
九
二
　
九
三

頁
）

　
併
し
な
が
ら
、
社
会
生
活
が
複
雑
に
な
つ
て
来
る
と
、
こ
の
関
係
も
複
雑

し
て
来
る
。
私
た
ち
は
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
を
、
現
代
社
会
の
経

済
関
係
か
ら
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
文
学
作

品
の
生
産
さ
れ
る
条
件
を
決
定
す
る
無
数
の
要
素
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間
に

複
雑
な
作
用
と
反
作
用
と
の
網
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
私
は
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
の
見
解
を
そ
の
ま
ゝ
引
証
す
る
で
あ
ら
う
。

彼
は
次
の
如
く
言
つ
て
ゐ
る
。

　
「
階
級
の
区
別
の
な
か
つ
た
原
始
社
会
に
於
て
は
、
人
間
の
生
産
的
労
働

　
は
、
彼
の
世
界
観
及
び
審
美
心
に
直﹅
接﹅
に﹅
影
響
し
た
の
で
あ
つ
た
。
装
飾
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術
の
動
機
は
技
術
に
存
し
、
舞
踏
は
　
　
此
の
社
会
に
於
い
て
最
要
の
芸

　
術
で
あ
る
が
　
　
多
く
労
働
過
程
の
芸
術
的
再
現
に
制
限
さ
れ
て
ゐ
た
。

　
此
の
事
は
吾
々
の
知
り
得
る
最
近
の
発
達
段
階
に
立
つ
狩
猟
民
族
に
於
い

　
て
特
に
顕
著
で
あ
る
。
正
に
そ
の
故
に
吾
々
は
原
始
人
の
心
理
が
そ
の
経

　
済
的
活
動
に
倚
憑
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
当
つ
て
、
主
と
し
て
狩
猟
民

　
族
を
引
例
し
た
の
で
あ
つ
た
。
之
に
反
し
て
階
級
に
分
裂
せ
る
社
会
に
於

　
い
て
は
、
此
の
活
動
の
直﹅
接﹅
の﹅
作
用
は
、
前
の
場
合
ほ
ど
顕
著
で
な
い
。

　
そ
の
理
由
も
明
白
で
あ
る
。
例
へ
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
土
人
の
婦
女
に

　
あ
つ
て
は
、
舞
踊
は
草
根
採
取
の
運
動
の
再
現
た
る
の
で
あ
る
が
、
さ
り

　
と
て
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
貴
婦
人
た
ち
の
優
美
な
舞
踏
の
一
つ
が
、

　
何
等
か
の
生
産
的
活
動
を
表
現
す
る
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
勿
論
で
き
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な
い
。
此
の
種
の
婦
人
は
一
般
に
全
然
生
産
的
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
な

　
く
、
専
ら
『
や
さ
し
き
恋
愛
の
学
問
』
に
耽
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
オ

　
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
土
人
の
舞
踏
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
婦
人
に
よ
る
草

　
根
採
取
が
、
こ
の
種
族
の
生
活
に
於
い
て
如
何
な
る
役
割
を
つ
と
め
る
か

　
を
知
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ム
ニ
ユ
エ
を
理
解
す
る
た
め

　
に
は
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
を
知
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
は
不
十
分

　
で
あ
る
。
此
の
場
合
に
は
、
非
生
産
階
級
の
心
理
を
表
白
す
る
と
こ
ろ
の

　
舞
踏
が
問
題
た
る
の
で
あ
る
。
此
の
種
の
心
理
に
よ
つ
て
謂
は
ゆ
る
上
流

　
社
会
の
『
慣
例
や
礼
儀
』
の
大
部
分
は
説
明
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
さ

　
れ
ば
こ
ゝ
で
は
、
経﹅
済﹅
的﹅
因
素
と
並
ん
で
心﹅
理﹅
的﹅
因
素
が
そ
の
地
位
を
認

　
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
但
し
非
生
産
階
級
そ
の
も
の
は
社
会
の
経
済
的
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発
達
の
産
物
た
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
不
可
な
い
。
即
ち
経
済
的
因
素
は
、

　
そ
の
地
位
を
心
理
的
因
素
に
ゆ
づ
る
場
合
に
も
、
尚
ほ
そ
の
卓
越
せ
る
重

　
要
さ
を
失
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
場
合
に
は
、

　
そ
れ
は
他
の
諸
因
素
の
影
響
の
可
能
性
及
び
限
界
を
規
定
す
る
点
に
お
い

　
て
感
知
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
前
掲
書
」
一
一
三
　
一
一
四
頁
）

　　
プ
レ
ハ
ノ
フ
が
、
こ
ゝ
で
舞
踏
に
つ
い
て
言
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
完
全
に

文
学
に
も
あ
て
は
ま
る
（
但
し
狩
猟
民
族
は
文
学
を
も
つ
て
ゐ
な
い
と
考
へ

ね
ば
な
ら
ぬ
が
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
が
こ
ゝ
で
述
べ
て
ゐ
る

こ
と
だ
け
は
、
複
雑
な
社
会
に
於
け
る
文
学
と
社
会
と
の
相
関
関
係
を
説
明

す
る
に
は
勿
論
不
十
分
で
あ
る
。
今
日
の
文
学
は
、
否
、
古
代
の
文
学
で
さ

へ
も
、
少
く
も
文
学
を
有
す
る
ほ
ど
発
達
し
た
社
会
に
於
け
る
芸
術
作
品
は
、
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た
ゞ
に
直﹅
接﹅
に﹅
生
産
活
動
を
再
現
し
て
ゐ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
、
極

め
て
高
度
に
レ
フ
ア
イ
ン
さ
れ
た
形
に
於
い
て
し
か
経
済
関
係
或
は
そ
の
他

の
単
一
な
条
件
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
数
の
因

素
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
私
が
以
上
に
述
べ
た
文
学
研
究
の
方
法
論
は
、
大
部
分
テ
エ
ヌ
の
祖
述
で

あ
る
。
た
ゞ
私
は
、
テ
エ
ヌ
の
芸
術
論
の
も
つ
て
ゐ
る
自
然
科
学
的
面
貌
に

か
ふ
る
に
、
社
会
科
学
的
相
貌
を
も
つ
て
し
た
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
、
史

的
唯
物
論
の
方
法
に
負
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
法
は
今
日
ま
で
の
と

こ
ろ
で
は
プ
レ
ハ
ノ
フ
に
最
も
多
く
負
ふ
の
で
あ
る
が
、
今
は
プ
レ
ハ
ノ
フ

の
方
法
論
に
は
深
く
触
れ
な
い
こ
と
に
し
て
お
く
。
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下
編
　
其
の
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
近
代
の
文
学
を
最
も
大
づ
か
み
に
わ
け
る
な
ら
ば
、
古
典
主
義
、
浪
漫
主

義
、
自
然
主
義
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
私
は
こ
の
短

か
い
論
稿
に
於
て
は
、
こ
の
三
つ
の
文
学
が
、
如
何
な
る
社
会
的
条
件
に
制

約
さ
れ
て
発
生
し
、
発
達
し
、
衰
頽
し
て
い
つ
た
か
を
辿
る
こ
と
で
満
足
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
主
義
以
後
に
も
、
重
要
な
文
学
の
諸
流
派
が
起
つ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
あ
ま
り
に
雑
多
性
と
複
雑
性
と
に

富
ん
で
を
り
、
且
つ
、
そ
れ
ら
の
起
つ
た
時
代
が
、
あ
ま
り
に
現
代
に
接
近
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し
過
ぎ
て
ゐ
る
た
め
に
、
科
学
的
研
究
の
素
材
と
す
る
に
は
不
適
当
で
も
あ

る
し
、
私
の
現
在
の
企
画
は
、
た
ゞ
、
私
の
研
究
方
法
の
例
証
を
示
す
こ
と

に
あ
る
の
で
あ
つ
て
近
代
文
学
の
諸
相
を
残
る
隈
な
く
研
究
す
る
こ
と
で
は

な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
古
典
文
学
は
、
如
何
な
る
社
会
的
環
境
の
も
と
に
発
生
し
、
成
育
し
て
い

つ
た
か
？
　
私
は
、
テ
エ
ヌ
が
、
『
芸
術
哲
学
』
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
古

典
悲
劇
に
つ
い
て
語
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ゝ
こ
ゝ
で
引
用
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
問
に
最
も
よ
く
答
へ
得
る
と
思
ふ
。
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彼
は
、
中
世
紀
の
文
明
と
建
築
と
の
関
係
を
述
べ
た
あ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス

の
古
典
悲
劇
に
眼
を
転
じ
て
大
要
次
の
如
く
語
つ
て
ゐ
る
。

　
中
世
時
代
に
人
民
を
支
配
搾
取
し
て
ゐ
た
封
建
諸
侯
の
中
に
、
漸
次
頭
角

を
現
は
し
て
他
の
同
輩
を
征
服
す
る
も
の
が
生
じ
、
そ
れ
が
遂
に
国
王
と
い

ふ
名
の
も
と
に
、
国
民
の
首
長
と
な
つ
た
。
十
五
世
紀
頃
に
は
、
か
つ
て
は

同
輩
で
あ
つ
た
諸
侯
は
、
国
王
麾
下
の
将
軍
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
十
七
世
紀

頃
に
は
、
そ
の
宮
臣
に
過
ぎ
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
し
か
し
こ
の
宮
臣
と

い
ふ
の
は
、
た
ゞ
の
家
来
で
は
な
く
、
国
王
と
の
関
係
は
非
常
に
親
密
で
あ

つ
て
、
国
王
も
彼
等
を
尊
敬
し
、
彼
等
は
王
城
内
に
於
い
て
国
王
と
ゝ
も
に

舞
踏
し
、
食
事
を
と
も
に
す
る
と
い
ふ
風
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
、
は
じ
め

に
は
、
イ
タ
リ
ア
及
び
ス
ペ
イ
ン
に
、
つ
い
で
フ
ラ
ン
ス
に
、
更
に
イ
ギ
リ
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ス
に
ド
イ
ツ
に
北
欧
諸
国
に
宮
廷
生
活
（la vie de cour

）
と
い
ふ
も
の
が

生
じ
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
中
心
と
な
り
、
ル
イ
十
四
世
に
於
い
て
そ
の
絶
頂

に
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
き
形
勢
の
変
化
は
、
当
時
の
人
心
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し

た
か
？
　
国
王
の
サ
ロ
ン
は
国
内
に
於
て
最
も
善
美
を
尽
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
万
人
の
亀
鑑
た
る
に
恥
し
か
ら
ぬ
最
も
選
ば
れ
た
貴
族
た
ち
が

出
入
す
る
。
こ
の
貴
族
は
自
ら
生
れ
な
が
ら
に
し
て
高
貴
な
人
間
で
あ
る
と

考
へ
て
ゐ
る
。
彼
等
は
名
誉
を
重
ん
ず
る
こ
と
生
命
よ
り
も
強
く
、
少
し
の

侮
辱
に
対
し
て
も
身
命
を
す
て
る
こ
と
を
辞
し
な
い
。
ル
イ
十
三
世
の
時
代

に
、
決
闘
に
よ
つ
て
殺
さ
れ
た
武
士
の
数
が
四
千
に
の
ぼ
つ
た
の
を
見
て
も

そ
の
こ
と
は
わ
か
る
。
彼
等
の
眼
に
は
身
命
の
危
険
を
軽
ん
ず
る
こ
と
は
、
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貴
族
の
天
分
な
の
で
あ
つ
た
。
し
か
も
彼
等
は
封
建
精
神
の
衣
鉢
を
襲
い
で
、

国
王
を
彼
等
の
生
れ
な
が
ら
の
主
と
し
て
尊
敬
し
、
国
王
の
た
め
に
は
身
命

を
鴻
毛
よ
り
も
軽
し
と
し
た
。
ル
イ
十
六
世
が
処
刑
さ
れ
た
と
き
、
彼
の
身

代
り
に
な
ら
ん
こ
と
を
志
願
し
た
武
士
の
数
が
少
く
な
か
つ
た
こ
と
な
ど
も

こ
れ
を
証
明
し
て
ゐ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
此
等
の
宮
臣
は
典
雅
上
品
で
あ
つ
た
。
国
王
自
ら
彼
等
に

模
範
を
与
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
ル
イ
十
四
世
は
侍
女
に
対
し
て
さ
へ
も
脱
帽

し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
或
る
公
爵
は
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
の
中
を
通
る

と
き
に
は
始
終
帽
子
を
手
に
も
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果

彼
等
は
、
常
に
上
品
な
婉
曲
な
言
語
で
語
り
、
相
手
に
不
快
な
感
じ
を
与
へ

る
や
う
な
こ
と
を
避
け
る
技
巧
に
長
じ
て
ゐ
た
。
か
く
の
如
き
貴
族
的
精
神
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は
、
実
に
、
こ
の
時
代
の
宮
廷
内
に
於
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
か
ゝ
る
人
々
が
、
彼
等
に
ふ
さ
は
し
い
快
楽
を
求
め
る
の
は
自
然
の
勢
で

あ
る
。
彼
等
の
趣
味
は
彼
等
の
人
品
と
同
様
に
高
貴
で
あ
り
、
典
麗
で
あ
つ

た
。
而
し
て
、
当
時
の
芸
術
作
品
は
す
べ
て
、
こ
の
趣
味
か
ら
つ
く
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
厳
粛
、
荘
重
な
プ
ツ
サ
ン
、
ル
シ
ユ
ア
ー
ル
等
の
絵
画
、
壮
麗

華
美
を
つ
く
し
た
ペ
ロ
オ
ル
及
び
マ
ン
サ
ー
ル
等
の
建
築
、
ル
・
ノ
オ
ー
ト

ル
の
設
計
に
か
ゝ
る
雄
大
な
る
庭
園
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
当
時
の

家
具
服
装
室
内
の
装
飾
等
に
、
す
べ
て
此
の
特
色
は
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
ヴ

エ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
を
飾
つ
て
ゐ
る
神
々
の
像
、
整
然
た
る
並
木
道
、
神
話
を

象
つ
た
噴
水
、
広
々
と
し
た
精
巧
な
泉
水
、
建
築
の
飾
り
の
や
う
に
巧
み
に

刈
ら
れ
た
庭
内
の
樹
木
等
は
、
当
代
の
趣
味
の
精
髄
を
こ
ら
し
た
傑
作
で
あ
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る
。
併
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
最
も
よ
く
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
当
時
の

文
学
で
あ
る
。
当
時
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
文
学
界
の
巨
匠
が
雲
集
し
て
ゐ
た
時
代

は
な
い
。
ボ
シ
ユ
エ
、
パ
ス
カ
ル
、
ラ
・
フ
オ
ン
テ
ー
ヌ
、
モ
リ
エ
ー
ル
、

コ
ル
ネ
ー
ユ
、
ラ
シ
イ
ヌ
、
ラ
・
ル
シ
ユ
フ
コ
ー
、
セ
ヴ
イ
ニ
エ
夫
人
、
ポ

ワ
ロ
オ
、
ラ
・
ブ
リ
ユ
イ
エ
ー
ル
、
ブ
ウ
ル
ダ
ル
ウ
等
皆
当
時
の
名
文
家
で

あ
る
。
ひ
と
り
こ
れ
等
の
大
家
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
人
々
は
み
な
文
章
を

よ
く
し
た
。
当
時
は
、
到
る
と
こ
ろ
に
名
文
の
模
範
が
あ
つ
た
。
対
話
も
日

常
の
書
簡
も
す
べ
て
名
文
で
あ
つ
た
。
当
時
の
宮
女
は
、
近
代
の
ア
カ
デ
ミ

イ
会
員
よ
り
も
文
章
を
よ
く
し
た
と
ク
ー
リ
エ
は
言
つ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ

の
高
貴
端
正
の
名
文
は
当
時
の
古
典
悲
劇
に
於
て
最
も
燦
爛
た
る
光
彩
を
放

つ
た
の
で
あ
つ
た
。
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当
時
の
悲
劇
は
、
貴
族
宮
臣
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
作
者
は
、
あ
ま
り
に
残
酷
な
真
相
は
緩
和
し
、
舞
台
に
殺

人
の
場
面
を
上
せ
る
や
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
他
叫
喚
、
暴
行
、
蛮
行
等

の
如
き
、
サ
ロ
ン
の
優
雅
な
空
気
に
親
し
ん
で
ゐ
る
人
々
に
不
快
を
与
へ
る

や
う
な
こ
と
は
一
切
避
け
た
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
等
は
無
秩
序
を
嫌
つ
た
。

シ
エ
ー
キ
ス
ピ
ア
の
や
う
に
、
む
や
み
に
空
想
や
幻
想
に
耽
る
こ
と
を
避
け

た
。
劇
の
組
立
て
は
整
然
と
し
て
ゐ
て
、
思
ひ
が
け
な
い
偶
発
事
件
な
ど
を

挿
入
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
対
話
に
は
洗
練
さ
れ
た
上
品
な

語
句
が
用
ゐ
ら
れ
た
。
人
物
は
ギ
リ
シ
ア
の
英
雄
で
あ
つ
た
が
、
服
装
そ
の

他
は
す
つ
か
り
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
を
中
心
と
す
る
人
士
の
好
み
に
投

じ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
又
人
物
の
性
格
の
如
き
も
、
す
つ
か
り
当
時
の
フ
ラ

40文学方法論



ン
ス
の
貴
族
趣
味
に
投
じ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
た
と
へ
ば
ラ
シ
イ
ヌ
の
描
い

た
イ
フ
ジ
エ
ニ
イ
と
ウ
リ
ピ
イ
ド
の
描
い
た
イ
フ
ゲ
ニ
イ
、
ラ
シ
イ
ヌ
の
描

い
た
ア
シ
イ
ル
と
ホ
ー
マ
ー
の
描
い
た
ア
キ
レ
ス
を
比
較
し
て
見
れ
ば
、
這

般
の
事
情
は
は
つ
き
り
と
わ
か
る
で
あ
ら
う
。
テ
エ
ヌ
の
言
葉
を
か
り
る
と

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
劇
は
、
「
ゴ
チ
ツ
ク
建
築
と
同
様
に
、
人
間
精
神
の
、
く

つ
き
り
整
つ
た
形
態
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
は
ゴ

チ
ツ
ク
建
築
と
同
様
に
全
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
ひ
ろ
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
」

　
テ
エ
ヌ
は
、
封
建
制
度
か
ら
君
主
政
治
へ
移
つ
て
い
つ
た
経
済
上
の
条
件

を
分
析
し
て
ゐ
な
い
が
、
こ
の
政
治
形
態
の
推
移
が
、
経
済
関
係
の
変
化
に

よ
つ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
ら
こ
ゝ
で
附
け
足
し
て
説

明
す
る
ま
で
も
な
く
明
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
こ
ゝ
で
は
省
略
す
る
。
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三

　
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
は
如
何
に
し
て
起
つ
た
か
？
　
そ
れ
は
、
古
典
文

学
が
、
宮
廷
生
活
を
中
心
と
す
る
貴
族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
表
白
で
あ
つ
た

に
反
し
、
新
興
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
表
白
で
あ
つ
た
こ
と

は
、
多
く
の
文
学
史
家
が
ひ
と
し
く
認
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
文
学
は
、
先
づ
第
一
に
文
学
上
に
於
け
る
煩
瑣
な
形
式
の

破
壊
を
特
色
と
し
て
ゐ
る
。
経
済
上
に
於
け
る
自
由
主
義
は
政
治
上
の
自
由

主
義
と
な
つ
て
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
を
爆
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
同
じ

自
由
主
義
が
、
文
学
に
あ
ら
は
れ
て
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
と
な
つ
て
、
古
典
文
学
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の
約
束
、
慣
例
を
一
蹴
し
た
の
で
あ
つ
た
。
ラ
シ
イ
ヌ
の
悲
劇
と
ユ
ゴ
オ
の

ド
ラ
マ
と
を
比
べ
て
見
る
と
、
前
者
は
規
則
そ
の
も
の
均
斉
そ
の
も
の
で
あ

る
と
い
ふ
感
じ
を
与
へ
る
に
反
し
、
後
者
は
無
秩
序
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い

ふ
感
じ
を
抱
か
せ
る
。
外
見
上
に
於
け
る
無
秩
序
は
、
内
容
上
に
於
け
る
無

秩
序
を
も
伴
つ
た
。
そ
こ
に
は
、
新
興
階
級
の
奔
放
な
、
解
放
さ
れ
た
情
熱

が
、
何
等
の
制
約
を
も
受
け
ず
に
跳
躍
し
て
ゐ
る
。

　
当
時
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
に
と
つ
て
は
、
す
ぐ
未
来
に
『
約
束
の
国
』
『
薔

薇
色
の
世
界
』
が
展
開
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
経
済
的
に
は
貴
族

の
地
位
を
奪
ひ
、
政
治
的
に
も
貴
族
政
治
を
倒
壊
し
て
第
三
階
級
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
イ
を
確
立
し
た
。
そ
こ
で
観
念
的
に
も
貴
族
を
征
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
は
、
実
に
文
学
の
戦
線
に
於
け
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
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の
貴
族
に
対
す
る
闘
争
の
表
白
で
あ
つ
た
と
い
へ
る
。

　
も
と
よ
り
闘
争
と
い
ふ
の
は
必
ず
し
も
文
字
通
り
に
解
す
る
必
要
は
な
い
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
に
は
悲
し
み
や
憂
欝
を
主
題
と
し
た
も
の
が
決
し
て

少
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
は
感
情
の
文
学
で
あ

る
と
さ
へ
い
は
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
を
　
　
そ
れ
が
悲
し
み

の
感
情
で
あ
ら
う
と
も
　
　
心
ゆ
く
ま
で
、
思
ふ
ま
ゝ
に
う
た
ふ
こ
と
は
、

古
典
文
学
の
形
式
主
義
に
対
す
る
反
逆
で
あ
り
闘
争
で
あ
る
と
い
つ
て
少
し

も
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
。
近
松
巣
林
子
の
世
話
物
は
、
殆
ん
ど
情
死
を
主

材
と
し
て
を
る
に
拘
は
ら
ず
、
そ
れ
は
正
に
当
時
の
町
人
的
世
界
観
の
勝
利

を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
義
理
と
人
情
と
の
葛
藤
と
い

ふ
言
葉
は
、
社
会
学
的
に
言
ひ
あ
ら
は
せ
ば
、
旧
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

44文学方法論



イ
と
新
興
階
級
の
そ
れ
と
の
闘
争
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
義
理
と
い
ふ
の
は

形
式
化
し
硬
化
し
た
旧
世
界
観
の
遺
骸
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ
が
人
情
と
葛
藤

を
生
じ
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
旧
世
界
観
が
人
心
を
去

つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
政
治
に
於
け
る
自
由

の
た
め
の
戦
ひ
で
あ
つ
た
や
う
に
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
運
動
　
　
特
に

フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
運
動
は
何
よ
り
も
先
づ
文
学
に

於
け
る
自
由
の
戦
ひ
で
あ
つ
た
。
ユ
ゴ
オ
の
『
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
』
の
序
文
は
、

こ
の
文
学
革
命
の
烽
火
で
あ
り
、
宣
戦
の
布
告
で
あ
つ
た
。
彼
に
よ
り
て
、

悲
劇
は
ド
ラ
マ
に
代
ら
れ
、
性
格
は
血
あ
り
肉
あ
る
人
間
に
代
ら
れ
た
。
ボ

ワ
ロ
オ
が
『
詩
学
』
に
於
て
精
密
に
定
義
し
た
史
詩
、
抒
情
詩
、
牧
歌
、
悲

歌
、
警
句
詩
等
の
別
は
一
掃
さ
れ
た
。
こ
れ
等
の
形
式
は
作
者
が
思
ふ
ま
ゝ
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に
混
用
し
て
差
支
へ
な
く
な
つ
た
。
用
語
、
語
調
等
に
於
け
る
古
典
文
学
の

中
庸
主
義
は
破
ら
れ
て
、
激
越
な
語
句
、
詩
法
上
の
破
格
が
自
由
に
許
さ
れ

た
。
ユ
ゴ
オ
の
作
品
を
見
る
と
言
葉
の
洪
水
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
。
か
く
の

如
き
文
学
に
於
け
る
自
由
主
義
に
最
も
ふ
さ
は
し
い
文
学
の
品
種
は
小
説
で

あ
る
。
小
説
に
は
面
倒
な
約
束
が
少
し
も
な
い
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
社
会
に
於
て
、

小
説
が
一
躍
文
学
の
主
流
的
地
位
を
占
め
て
来
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
も
と
よ
り
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
の
全
特
色
を
列
挙
し
た
も
の

で
は
な
く
て
、
単
に
そ
の
本
質
的
特
色
を
挙
げ
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
ヨ
ー
ロ

ツ
パ
の
各
国
に
前
後
し
て
起
つ
た
と
こ
ろ
の
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
運
動
に

は
、
民
族
や
国
土
や
そ
の
他
無
数
の
条
件
に
よ
つ
て
、
そ
れ
／
″
＼
異
つ
た
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色
彩
が
見
ら
れ
る
。
私
は
、
そ
れ
等
を
否
認
し
た
り
、
閑
却
し
た
り
し
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
。
た
ゞ
、
こ
ゝ
で
は
、
そ
れ
等
を
抽
象
し
去
つ
て
、
た
ゞ
、

当
時
の
政
治
経
済
上
の
変
動
が
、
文
学
に
如
何
な
る
変
化
を
決
定
し
た
か
を

例
証
的
に
述
べ
て
見
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
自
然
主
義
の
文
学
は
成
熟
期
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
文
学
で
あ
る
と
い
へ
る
。

そ
れ
は
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
が
、
新
興
の
、
若
い
、
革
命
期
の
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
の
文
学
で
あ
る
と
い
ふ
の
と
同
じ
意
味
に
於
て
ゞ
あ
る
。

　
自
然
主
義
文
学
を
発
生
せ
し
め
た
社
会
的
環
境
の
特
色
を
挙
げ
る
と
、
ブ
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ル
ジ
ヨ
ア
階
級
が
成
熟
し
て
来
た
こ
と
、
社
会
の
物
質
的
生
産
力
が
増
加
し
、

富
、
資
本
が
社
会
の
動
力
と
し
て
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
来
た
こ
と
、

自
然
科
学
が
急
激
に
勃
興
し
て
来
た
こ
と
等
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

　
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
が
成
熟
し
て
、
そ
の
社
会
的
地
位
が
安
固
と
な
る
と
、

若
い
時
代
の
情
熱
が
消
え
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
自
然
主
義
の
文
学
が

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
に
比
べ
て
情
熱
的
で
な
い
の
は
そ
こ
に
原
因
の
少
く

も
一
半
を
も
つ
で
あ
ら
う
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
に
は
、
も
は
や
戦
ふ
べ
き
権

威
も
敵
手
も
な
い
、
そ
こ
で
翻
つ
て
自
己
を
観
察
し
省
察
す
る
や
う
に
な
つ

て
来
る
。
自
然
主
義
文
学
が
個
人
主
義
（
正
し
く
い
へ
ば
自
己
批
判
）
の
文

学
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
ら
う
。

　
勃
興
期
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
に
と
つ
て
は
、
前
途
に
薔
薇
色
の
世
界
が
展

48文学方法論



望
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
ほ
り
で
あ
る
。
然
る
に
一
朝
彼
等
が

支
配
階
級
の
位
置
に
上
つ
て
見
る
と
、
以
前
の
希
望
は
何
一
つ
現
実
化
し
な

い
。
自
由
は
一
部
の
大
資
本
家
に
独
占
さ
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
。
多
数
者
に

と
つ
て
は
、
自
由
の
夢
は
、
一
朝
に
し
て
さ
め
て
、
眼
前
に
は
苦
い
現
実
の

姿
が
横
は
つ
て
ゐ
た
。
自
然
主
義
文
学
が
没
理
想
的
で
あ
り
、
暗
黒
で
あ
り
、

暴
露
的
で
あ
る
の
は
、
さ
う
し
た
社
会
環
境
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ら
う
。

　
次
に
社
会
の
生
産
力
が
増
大
し
て
、
こ
れ
を
所
有
し
得
る
階
級
の
勢
力
が

俄
然
と
し
て
抬
頭
し
て
来
た
こ
と
は
、
凡
ゆ
る
精
神
文
化
を
現
金
主
義
で
彩

つ
た
。
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
文
学
に
ま
で
色
濃
く
残
つ
て
ゐ
た
貴
族
崇
拝
、
古

武
士
気
質
の
礼
讃
、
殉
情
主
義
、
超
俗
主
義
等
の
思
想
は
、
自
然
主
義
の
暴

風
に
よ
つ
て
影
を
ひ
そ
め
た
。
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
の
人
々
が
、
敢
へ
て
文
学
作
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品
の
題
材
に
し
得
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
や
う
な
、
生
々
し
い
、
醜
悪
な
題
材

が
、
自
然
主
義
文
学
者
に
は
平
気
で
と
り
あ
つ
か
は
れ
た
。
政
治
の
平
民
化

と
ゝ
も
に
、
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
勃
興
し
て
、
そ
れ
が
文
学
作
品
に
も
影
響

を
与
へ
た
、
か
う
い
ふ
風
に
な
つ
て
来
る
と
、
人
生
に
は
、
も
う
ロ
マ
ン
ス

は
見
出
さ
れ
な
い
。
恋
も
、
友
情
も
、
忠
誠
も
、
す
べ
て
平
凡
な
現
象
と
し

て
観
察
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
て
来
る
。
自
然
主
義
文
学
の
一
面
の
特
色
で
あ

る
平
凡
主
義
は
、
か
う
い
ふ
事
情
に
胚
胎
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
自
然
主
義
文
学
に
、
最
も
本
質
的
な
影
響
を
与
へ
た
も
の
は

自
然
科
学
の
勃
興
で
あ
つ
た
。
こ
の
自
然
科
学
の
勃
興
が
、
当
時
の
経
済
事

情
　
　
産
業
の
機
械
化
　
　
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
こ

で
は
不
問
に
附
す
る
。
た
ゞ
自
然
主
義
文
学
が
、
如
何
に
自
然
科
学
に
刺
戟
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さ
れ
て
起
つ
た
も
の
で
あ
る
か
を
一
二
の
例
に
よ
つ
て
示
す
だ
け
に
と
ゞ
め

て
お
く
。

　
自
然
科
学
は
、
自
然
界
に
起
る
凡
て
の
現
象
は
、
因
果
関
係
に
よ
つ
て
決

定
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
信
条
と
す
る
。
そ
し
て
、
前
世
紀
に
於
て
様
々
な
科

学
者
の
努
力
に
よ
り
て
、
自
然
現
象
の
因
果
関
係
は
次
々
に
証
明
さ
れ
て
い

つ
た
。
こ
の
自
然
科
学
の
偉
大
な
る
業
績
は
、
単
に
物
質
文
明
を
一
変
さ
せ

た
の
み
な
ら
ず
、
精
神
文
化
を
も
一
変
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
つ
た
。

　
自
然
現
象
が
因
果
関
係
に
よ
り
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の

活
動
も
亦
因
果
関
係
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
？
　

か
ゝ
る
思
想
は
誰
の
頭
に
も
自
然
に
浮
ん
で
来
る
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
自

然
主
義
文
学
者
は
、
こ
の
疑
問
に
対
し
て
「
然
り
」
と
答
へ
た
の
で
あ
る
。
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自
然
主
義
小
説
は
フ
ロ
オ
ベ
ル
に
は
じ
ま
つ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
、

小
説
は
、
客
観
的
で
あ
り
、
非
個
人
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
、
人

生
の
諸
々
の
現
象
に
対
し
て
小
説
家
は
非
感
傷
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信

じ
た
。
そ
れ
は
、
ち
や
う
ど
科
学
者
が
自
然
物
に
対
し
て
と
る
べ
き
態
度
と

相
通
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
ラ
ン
ソ
ン
が
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
こ
の
点
で
は
、

自
然
主
義
は
、
古
典
主
義
へ
の
接
近
で
あ
り
、
古
典
主
義
文
学
の
理
性
（ra

ison

）
と
自
然
主
義
文
学
の
冷
静
（
〔im

passibilite'

〕
）
と
の
間
に
は
少
な

か
ら
ぬ
類
似
が
あ
る
と
い
は
れ
よ
う
。
此
の
信
条
を
作
品
に
あ
ら
は
し
た
も

の
が
、
近
代
文
学
の
傑
作
の
一
つ
と
し
て
光
輝
を
放
つ
て
ゐ
る
『
ボ
ヴ
ア
リ

イ
夫
人
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
に
、
作
者
は
作
中
の
人
物
に
同
情
し
た
り
、

心
を
動
か
し
た
り
し
な
い
で
、
鏡
の
や
う
に
こ
れ
を
あ
る
が
ま
ゝ
に
写
さ
ね
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ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
彼
の
理
論
を
具
体
化
し
た
傑
作
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
ラ
ン
ソ
ン
が
言
ふ
や
う
に
フ
ロ
オ
ベ
ル
は
ま
だ
芸
術
家
で
あ

つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ゾ
ラ
に
至
つ
て
は
科
学
者
で
あ
り
、
自
ら
も
科
学
者
を

も
つ
て
任
じ
て
ゐ
た
。
彼
に
と
つ
て
は
、
小
説
は
、
他
の
精
密
科
学
と
同
様

に
法
則
科
学
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
彼
は
人
間
の
社
会
生
活
は
、
こ

れ
を
構
成
し
て
ゐ
る
個
人
の
心
理
現
象
に
分
析
し
得
る
と
し
、
心
理
現
象
は

生
理
学
に
よ
り
、
生
理
現
象
は
物
理
化
学
に
よ
り
て
説
明
し
得
る
も
の
と
考

へ
た
。
そ
し
て
、
遺
伝
、
環
境
等
の
作
用
を
重
要
視
す
る
必
要
を
力
説
し
た
。

『
ル
ウ
ゴ
ン
・
マ
ツ
カ
ー
ル
叢
書
』
即
ち
『
第
二
帝
制
治
下
に
於
け
る
一
家

族
の
自
然
史
』
は
、
彼
の
抱
負
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
近
代
文
学
の
記
念
塔

で
あ
る
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
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自
然
主
義
文
学
の
主
張
を
、
最
も
組
織
的
に
、
体
系
的
に
大
成
し
た
人
は

テ
エ
ヌ
で
あ
る
。
ゾ
ラ
が
自
然
主
義
小
説
を
『
実
験
小
説
』
と
呼
ん
だ
や
う

に
、
テ
エ
ヌ
は
自
然
主
義
の
芸
術
論
を
『
実
験
美
学
』
と
呼
ん
だ
。
彼
は
古

い
美
学
と
実
験
美
学
と
の
相
異
を
次
の
や
う
に
言
ひ
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
。

　
『
古
い
美
学
は
、
先
づ
第
一
に
美
の
定
義
を
与
へ
、
美
と
は
道
徳
的
理
想

　
の
表
現
で
あ
る
と
か
、
美
と
は
不
可
見
の
も
の
ゝ
表
現
で
あ
る
と
か
、
美

　
と
は
人
間
の
パ
ツ
シ
ヨ
ン
の
表
現
で
あ
る
と
か
述
べ
、
そ
し
て
こ
れ
を
、

　
法
律
の
条
文
の
や
う
に
祭
り
あ
げ
て
、
そ
れ
か
ら
出
発
し
て
、
或
る
作
品

　
を
容ゆる
し
た
り
、
罰
し
た
り
、
戒
め
た
り
、
指
導
し
た
り
し
た
の
で
あ
る
。

　
…
…
私
が
こ
れ
か
ら
試
み
ん
と
す
る
近
代
的
方
法
は
、
人
間
の
作
物
、
特

　
に
芸
術
作
品
を
、
事
実
若
し
く
は
製
作
物
と
見
な
し
て
、
そ
の
特
色
を
指
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摘
し
、
如
何
に
し
て
か
ゝ
る
特
色
が
生
じ
た
か
を
研
究
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
れ
は
ゆ
る
し
た
り
、
禁
じ
た
り
は
し
な
い
。
た
ゞ
認
証
し
、
説
明
す
る

　
だ
け
で
あ
る
。
』

　
こ
れ
で
わ
か
る
や
う
に
、
自
然
主
義
文
学
の
理
論
、
方
法
は
、
自
然
科
学

の
そ
れ
と
正
確
に
同
じ
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
結
語

　
以
上
に
略
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
私
の
試
み
は
ほ
ゞ
読
者
に
わ
か
つ

た
ら
う
と
思
ふ
。

　
私
は
文
学
は
科
学
的
に
、
方
法
的
に
研
究
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
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如
何
な
る
方
法
を
適
用
す
べ
き
か
を
明
か
に
し
、
極
く
大
づ
か
み
に
こ
れ
が

応
用
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
私
の
頭
の
中
に
考
へ
て
ゐ
る

こ
と
を
残
ら
ず
発
表
し
得
な
か
つ
た
し
、
発
表
し
た
部
分
も
多
少
明
確
を
欠

い
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ふ
。
何
よ
り
も
私
は
、
私
の
考
へ
を
裏
づ
け
る

や
う
な
材
料
を
蒐
集
し
、
こ
れ
を
適
当
に
整
理
す
る
余
裕
を
も
た
な
過
ぎ
た
。

そ
し
て
、
大
部
分
を
先
人
の
、
特
に
テ
エ
ヌ
の
説
の
祖
述
で
充
し
た
。
私
は
、

文
学
の
研
究
が
、
た
ゞ
個
人
々
々
の
ま
ち
〳
〵
の
意
見
の
発
表
に
終
始
す
べ

き
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
科
学
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
た

と
ひ
お
ぼ
ろ
げ
に
で
も
、
読
者
に
信
じ
て
貰
へ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　
こ
ま
か
し
い
部
分
、
特
に
方
法
論
の
応
用
の
部
分
に
は
、
誤
解
や
ま
ち
が

ひ
が
多
分
に
あ
る
こ
と
ゝ
思
ふ
。
併
し
、
そ
れ
は
、
こ
の
試
み
が
ま
だ
極
め
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て
幼
稚
な
段
階
を
進
ん
で
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
事
実
に
免
じ
て
、
見
の
が
し
て

も
ら
へ
る
だ
ら
う
と
期
待
し
て
ゐ
る
。

　
私
は
科
学
の
万
能
を
信
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
科
学
的
認
識
の
限
界
を
認

め
る
こ
と
に
於
て
も
人
後
に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
文
学
が

科
学
的
研
究
の
対
象
に
な
り
得
な
い
と
考
へ
る
論
拠
を
何
一
つ
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
文
学
作
品
を
措
い
て
文
学
は
な
い
。
文
学
と
は
個

々
の
文
学
作
品
を
素
材
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
文
学
作

品
は
、
直
接
私
た
ち
の
眼
で
読
み
、
心
で
感
ず
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な

存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が
科
学
的
に
研
究
で
き
な
い
と
い
ふ
な
ら
、
一
切
の
科

学
の
可
能
を
否
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
類
は
、
か
つ
て
天
界
の
現
象
を

神
化
し
た
。
如
何
な
る
民
族
の
神
話
に
も
天
体
や
気
界
の
現
象
が
題
材
と
な
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つ
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
。
次
に
彼
は
単
純
な
化
学
的
現
象
を
、
魔
法
と
し

て
お
そ
れ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
バ
テ
レ
ン
の
法
な
ど
の
中
に
も
こ
の
種
の
こ
と

が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
ゐ
る
だ
ろ
う
と
思
ふ
。
次
に
彼
は
生
命
現
象
こ
そ

最
後
に
の
こ
さ
れ
た
神
秘
の
不
可
侵
の
領
域
で
あ
る
と
考
へ
た
。
し
か
る
に

生
理
学
や
心
理
学
は
、
生
命
の
不
思
議
を
漸
次
征
服
し
て
ゆ
き
つ
ゝ
あ
る
。

文
学
は
観
賞
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
科
学
的
に
研
究
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
な
ど
ゝ
い
ふ
主
張
は
、
砂
糖
は
味
ふ
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
化
学
的

要
素
が
何
で
あ
る
か
な
ど
を
問
題
と
す
べ
き
で
な
い
と
い
ふ
の
と
同
様
の
愚

説
で
あ
る
。
私
は
文
学
の
研
究
が
文
学
の
鑑
賞
と
両
立
し
な
い
も
の
だ
な
ど
ゝ

は
夢
に
も
考
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
砂
糖
が
ど
ん
な
元
素
か
ら
な
つ
て
ゐ

て
も
、
そ
れ
が
調
味
料
と
し
て
の
価
値
を
毫
も
失
は
ぬ
の
と
同
様
で
あ
る
。
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（
大
正
十
五
年
、
社
会
問
題
講
座
）
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書
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因
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因
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文
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の
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書
館
、
青
空
文
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