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一

　
去
年
の
夏
、
本
間
久
雄
君
が
早
稲
田
文
学
で
「
民
衆
芸
術
の
意
義
及
び
価

値
」
を
発
表
し
て
以
来
、
此
の
民
衆
芸
術
と
云
う
問
題
が
、
僕
の
眼
に
触
れ

た
だ
け
で
も
、
今
日
ま
で
十
余
名
の
人
々
に
よ
っ
て
彼あ
地ち
此こ
地ち
で
論
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
其
の
都つ
度ど
僕
は
、
一
つ
は
民
衆
と
云
う
事
を
い
つ
も
議
論
の
生
命

と
し
対
象
と
し
て
い
る
僕
自
身
の
立
場
か
ら
、
も
う
一
つ
は
誰
れ
一
人
と
し

て
本
当
に
此
の
民
衆
芸
術
と
云
う
問
題
の
真
髄
を
掴
え
て
い
る
人
の
い
な
い

ら
し
い
の
に
対
す
る
遺
憾
か
ら
是
非
と
も
其
の
お
仲
間
入
り
を
し
た
い
と
は

思
い
な
が
ら
も
、
遂
に
其
の
意
を
果
た
す
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
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も
う
丸
一
年
に
も
な
る
。
文
壇
の
い
つ
も
の
例
に
拠
る
と
、
も
う
此
の
問

題
も
消
え
て
無
く
な
る
頃
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
と
も
、
民
衆
に
は
丸
で
無

関
心
な
、
若
し
く
は
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
云
っ
た
よ
う
に
、
民
衆
を
少
し

も
軽
蔑
し
な
い
と
云
う
事
を
却
っ
て
軽
蔑
の
た
ね
に
す
る
、
即
ち
其
の
膏
汗

で
自
分
等
の
力
を
養
っ
て
く
れ
た
親
の
田
舎
臭
い
の
を
恥
じ
る
、
成
上
り
者

共
の
多
い
文
壇
の
事
で
あ
る
。
五
人
や
十
人
の
、
篤
志
な
し
か
し
無
邪
気
な
、

或
は
新
し
も
の
好
き
の
、
或
は
又
物
知
り
ぶ
り
や
見
え
坊
の
先
生
等
が
、
其

の
一
角
で
少
々
立
ち
騒
い
で
見
た
と
こ
ろ
で
、
殆
ん
ど
何
ん
の
跡
か
た
も
残

さ
ず
に
過
ぎ
去
ら
れ
て
了しま
う
に
違
い
な
い
。

　
し
か
し
僕
は
、
飽
く
ま
で
も
此
の
問
題
は
、
い
つ
も
の
よ
う
な
文
壇
の
流

行
品
扱
い
を
避
け
さ
せ
た
い
。
民
衆
芸
術
は
、
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
云
っ
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た
よ
う
に
、
流
行
品
で
は
な
い
、
デ
ィ
レ
タ
ン
ト
等
の
遊
び
で
は
な
い
。
又
、

新
し
き
社
会
の
、
其
の
感
情
の
、
其
の
思
想
の
、
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
表
現
で

あ
る
と
共
に
、
老
い
傾
い
た
旧
い
社
会
に
対
す
る
其
の
闘
争
の
機
関
で
あ
る
、

ば
か
り
で
は
な
い
。
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
が
起
草
し
た
、
民
衆
劇
場
建
設
の

檄
に
も
あ
る
よ
う
に
、
此
の
問
題
は
実
に
、
民
衆
に
と
っ
て
も
亦
芸
術
に
と

っ
て
も
、
死
ぬ
か
生
き
る
か
の
大
問
題
で
あ
る
。

　
大
げ
さ
な
事
を
云
う
、
と
笑
っ
て
は
い
け
な
い
。
殊
に
、
今
ま
で
何
ん
の

彼
の
と
我
物
顔
に
民
衆
芸
術
を
説
い
て
い
た
人
達
に
は
、
単
に
闘
争
の
機
関

と
云
っ
た
だ
け
で
も
既
に
し
か
め
っ
面
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
怪け
し
か
ら

ぬ
事
の
よ
う
に
聞
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
大
問
題

だ
な
ど
と
云
え
ば
、
き
っ
と
途
方
も
な
い
大
げ
さ
な
物
の
云
い
か
た
に
聞
え
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る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
大
げ
さ
に
響
か
な
い
よ
う
に
な
ら
な
け

れ
ば
、
民
衆
芸
術
の
本
当
の
意
義
や
価
値
は
分
か
ら
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
は
、
前
世
紀
の
末
年
か
ら
現
世
紀
に
か
け
て
非
常
な

勢
で
拡
ま
っ
た
民
衆
芸
術
の
大
運
動
に
就
い
て
、
次
ぎ
の
二
つ
の
事
実
を
記

し
て
置
き
た
い
と
云
っ
て
、
民
衆
が
急
に
芸
術
の
中
に
勢
力
を
得
て
来
た
事

と
、
民
衆
芸
術
と
云
う
総
名
の
下
に
集
ま
る
諸
説
の
極
め
て
紛
々
た
る
事
と

を
挙
げ
て
い
る
。

「
現
に
民
衆
劇
の
代
表
者
と
云
わ
れ
る
人
々
の
間
に
、
全
く
相
反
す
る
二
派

6新しき世界の為めの新しき芸術



が
あ
る
、
其
一
派
は
、
今
日
有
る
が
ま
ま
の
劇
を
、
何
劇
で
も
構
わ
ず
、
民

衆
に
与
え
よ
う
と
す
る
。
他
の
一
派
は
、
此
の
新
勢
力
た
る
民
衆
か
ら
、
芸

術
の
新
し
い
一
様
式
、
即
ち
新
劇
を
造
り
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
一
は
劇
を

信
じ
、
他
は
民
衆
に
望
み
を
抱
く
。
」

　
此
の
「
諸
説
」
は
、
日
本
で
は
ま
だ
或
る
理
由
か
ら
、
さ
ほ
ど
明
瞭
に
は

「
紛
々
」
と
し
て
も
い
な
い
が
、
若
し
民
衆
芸
術
に
就
い
て
の
議
論
が
も
っ

と
盛
ん
に
な
り
、
或
は
其
の
議
論
の
実
行
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ど

れ
ほ
ど
「
紛
々
」
と
し
て
来
る
か
分
か
ら
な
い
。
今
日
で
も
既
に
其
の
萌
芽

は
十
分
に
あ
る
。
芸
術
を
信
ず
る
も
の
と
、
民
衆
に
望
み
を
抱
く
も
の
と
、

其
の
中
間
を
ぶ
ら
つ
い
て
い
る
も
の
と
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

　
民
衆
即
ち People 

と
云
う
言
葉
は
、
最
初
本
間
久
雄
君
に
よ
っ
て
、
平
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民
労
働
者
と
解
釈
さ
れ
た
。
本
間
君
が
主
と
し
て
其
の
人
の
説
に
拠よ
っ
た
エ

レ
ン
・
ケ
イ
は
、
「
休
養
的
教
養
論
」
の
最
初
に
「
八
時
間
の
労
働
と
八
時

間
の
睡
眠
と
云
う
事
と
共
に
八
時
間
の
休
養
と
云
う
正
当
な
要
求
を
其
の
旗

印
と
し
て
い
る
群
集
」
と
云
っ
て
、
明
か
に
平
民
労
働
者
を
其
の
休
養
的
教

養
の
対
象
と
し
て
い
る
。
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
民
衆
即
ち People 

が
平

民
労
働
者
で
あ
る
事
は
後
に
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
此
の Peo

ple 

は
民
衆
で
は
な
い
、
平
民
労
働
者
で
は
な
い
、
謂い
わ
ゆ
る
民
衆
劇
即
ち

 People's Theatre 

の People's 
は
一
般
的
（general

）
と
か
普
遍
的
（univ

ersal

）
と
か
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は People 

を
そ
う
云
う
事
が

沢
山
あ
る
、
と
云
い
出
し
た
人
さ
え
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
帰
り
の
語
学
者
山
田

嘉
吉
君
及
び
其
の
細
君
の
山
田
わ
か
子
君
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
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ん
な
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
通
と
か
語
学
通
と
か
云
う
事
そ
れ
自
身
が
間
違

い
の
も
と
で
あ
る
。
石
坂
養
平
君
の
如
き
も
、
矢
張
り
そ
ん
な
よ
う
な
意
味

で
、
「
民
衆
芸
術
家
と
し
て
の
中
村
星
湖
」
を
論
じ
て
い
る
。

　
次
ぎ
に
は
、
民
衆
と
云
う
文
字
と
芸
術
と
云
う
文
字
と
の
間
に
は
い
る
べ

き
前
置
詞
に
就
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
本
間
久
雄
君
は
そ
れ
を
「
の
為
め
の
」

即
ち for 

と
解
釈
し
た
。
中
村
星
湖
君
は
そ
れ
を
「
か
ら
出
た
」
即
ち
フ
ラ

ン
ス
語
の de part 

と
解
釈
し
た
。
又
富
田
砕
花
君
は
「
の
所
有
す
る
」
即

ち of 

と
解
釈
し
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
甞か
つ
て
本
当
の
意
味

の
民
主
政
治
を
、
民
衆
に
よ
っ
て
民
衆
の
為
め
に
造
ら
れ
而
し
て
民
衆
の
所

有
す
る
政
府
、
即
ち G

overnm
ent by the people, for the people and of th

e people 

と
云
っ
た
よ
う
に
、
先
き
の
三
君
の
を
合
せ
て
、
民
衆
に
よ
っ
て
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民
衆
の
為
め
に
造
ら
れ
而
し
て
民
衆
の
所
有
す
る
芸
術
、
即
ち A

rt by the 

people, for the people and of the people 

と
云
わ
な
け
れ
ば
精
確
で
は
な

い
の
だ
。
そ
し
て
其
の
中
の
「
民
衆
に
よ
っ
て
」
若
し
く
は
「
民
衆
か
ら
出

た
」
と
云
う
の
が
最
も
肝
心
で
あ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。
田
中
純
君
は
正
し

く
云
う
。
「
民
衆
自
ら
の
造
り
出
し
た
芸
術
は
そ
れ
自
身
民
衆
の
為
め
の
芸

術
で
あ
り
、
民
衆
の
所
有
す
る
芸
術
で
あ
り
得
る
。
真
実
に
十
分
に
民
衆
の

為
め
の
芸
術
と
云
い
得
る
も
の
は
、
民
衆
自
ら
の
産
み
出
し
た
芸
術
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
」

　
幸
い
に
、
日
本
に
は
ま
だ
、
「
今
日
有
る
が
ま
ま
の
劇
を
、
何
劇
で
も
構

わ
ず
、
平
民
に
与
え
る
」
と
云
う
民
衆
芸
術
論
は
な
い
。
た
だ
実
際
方
面
で

は
、
特
に
平
民
労
働
者
の
為
め
に
催
す
と
云
う
従
来
の
演
芸
会
は
、
総すべ
て
此
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の
種
の
も
の
で
あ
っ
た
。
又
、
若
し
島
村
抱
月
君
が
、
多
少
そ
う
云
う
風
に

臭
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
其
の
芸
術
座
の
演
劇
が
民
衆
芸
術
で
あ
る
な
ど
と

敢
て
云
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
矢
張
り
殆
ど
此
の
種
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
僕
は
先
き
に
、
民
衆
芸
術
論
は
日
本
で
は
ま
だ
、
或
る
理
由
か
ら
さ
ほ
ど

明
瞭
に
紛
々
と
し
て
い
な
い
、
と
云
っ
た
。
其
の
理
由
と
云
う
の
は
、
民
衆

芸
術
論
の
謂
わ
ゆ
る
提
唱
者
等
が
、
ま
だ
本
当
に
民
衆
的
精
神
を
持
っ
て
い

な
い
事
、
従
っ
て
又
今
日
の
芸
術
に
対
す
る
民
衆
的
憤
懣
を
持
っ
て
い
な
い

事
で
あ
る
。
斯
く
し
て
、
彼
等
の
議
論
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
微
温
で
あ
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る
。
曖
昧
微
温
な
民
衆
側
の
議
論
は
非
民
衆
側
の
直
截
熱
烈
な
議
論
を
誘いざ
な

わ
な
い
。

　
甞
つ
て
僕
は
、
歴
史
を
一
貫
す
る
、
そ
し
て
今
日
で
は
資
本
家
階
級
と
労

働
者
階
級
と
の
形
式
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
て
い
る
、
彼
の
「
征
服
の
事
実
」

を
説
い
て
、

「
敏
感
と
聡
明
と
を
誇
る
と
共
に
、
個
人
の
権
威
の
至
上
を
叫
ぶ
文
芸
の
徒

よ
。
諸
君
の
敏
感
と
聡
明
と
が
、
此
の
征
服
の
事
実
と
、
及
び
そ
れ
に
対
す

る
反
抗
と
に
触
れ
な
い
限
り
、
諸
君
の
芸
術
は
遊
び
で
あ
る
、
戯
れ
で
あ
る
。

吾
々
の
日
常
生
活
に
ま
で
圧
迫
し
て
来
る
、
此
の
事
実
の
重
さ
を
忘
れ
し
め

ん
と
す
る
、
あ
き
ら
め
で
あ
る
、
組
織
的
瞞
着
の
有
力
な
る
一
分
子
で
あ
る
。

「
吾
々
を
し
て
徒
ら
に
恍
惚
た
ら
し
め
る
静
的
美
は
、
も
は
や
吾
々
と
は
没
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交
渉
で
あ
る
。
吾
々
は
エ
ク
ス
タ
ジ
イ
と
同
時
に
ア
ン
ト
ウ
ジ
ア
ム
ス
を
生

ぜ
し
め
る
動
的
美
に
憧
れ
た
い
。
吾
々
の
要
求
す
る
文
芸
は
此
の
征
服
の
事

実
に
対
す
る
憎
悪
美
と
反
抗
美
と
の
創
造
的
文
芸
で
あ
る
。
」

　
と
云
っ
た
。
そ
し
て
更
に
、
此
の
憎
悪
と
反
抗
と
に
よ
る
「
生
の
拡
充
」

を
説
い
て
、

「
生
の
拡
充
の
中
に
生
の
至
上
の
美
を
見
る
僕
は
、
此
の
憎
悪
と
此
の
反
抗

と
の
中
に
の
み
、
今
日
生
の
至
上
の
美
を
見
る
。
征
服
の
事
実
が
其
の
絶
頂

に
達
し
た
今
日
に
於
て
は
、
諧
調
は
も
は
や
美
で
は
な
い
。
美
は
た
だ
乱
調

に
あ
る
。
諧
調
は
偽
り
で
あ
る
。
真
は
た
だ
乱
調
に
あ
る
。

「
事
実
の
上
に
立
脚
す
る
と
云
う
日
本
の
此
の
頃
の
文
芸
が
、
な
ぜ
社
会
の

根
本
事
実
た
る
、
し
か
も
今
日
其
の
絶
頂
に
達
し
た
、
此
の
征
服
の
事
実
に
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触
れ
な
い
の
か
。
近
代
の
生
の
悩
み
の
根
本
に
触
れ
な
い
の
か
。
」

　
と
云
っ
た
。
僕
の
此
の
芸
術
論
は
明
白
な
民
衆
芸
術
論
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
僕
の
要
求
す
る
芸
術
は
、
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
謂
わ
ゆ
る
、
新
し
き

世
界
の
為
め
の
新
し
き
芸
術
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
第
一
に
此
の

芸
術
論
に
反
対
し
た
も
の
は
、
実
に
今
回
の
民
衆
芸
術
論
の
最
初
の
提
唱
者
、

本
間
久
雄
君
其
の
人
で
あ
っ
た
の
だ
。
本
間
久
雄
君
は
憎
悪
に
美
は
な
い
と

云
っ
た
、
反
抗
に
美
は
な
い
と
云
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
の
民
衆
芸
術
の
提
唱
者
、
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
は
さ
す
が
に

分
っ
て
い
る
。
ロ
オ
ラ
ン
は
云
う
。

「
強
暴
と
云
う
事
は
決
し
て
芸
術
の
つ
き
物
で
は
な
い
。
人
間
の
良
心
が
、

そ
れ
に
衝
突
し
て
そ
し
て
そ
れ
を
打
破
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
不
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正
不
義
の
つ
き
物
で
あ
る
。
芸
術
は
闘
争
を
絶
滅
す
る
事
を
目
的
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
芸
術
の
目
的
は
、
生
を
豊
富
に
し
、
力
強
く
し
、
更
に
大
き

く
更
に
善
く
す
る
事
に
あ
る
。
さ
れ
ば
、
若
し
愛
と
結
合
と
が
其
の
目
的
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
憎
悪
は
或
る
時
期
ま
で
は
恐
ら
く
は
其
の
武
器
で
あ
る
。

セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ワ
ヌ
郊
外
の
一
労
働
者
が
、
一
切
の
憎
悪
は
悪
で
あ
る
と

云
う
事
を
切しき
り
に
説
い
て
聞
か
せ
た
一
講
演
者
に
云
っ
た
。
『
憎
悪
は
善
で

あ
る
。
憎
悪
は
正
義
で
あ
る
。
被
圧
制
者
を
し
て
圧
制
者
に
反
抗
し
て
起た
た

し
め
る
の
は
此
の
憎
悪
で
あ
る
。
私
は
或
る
男
が
他
の
人
々
を
圧
制
し
て
い

る
の
を
見
れ
ば
、
私
は
其
の
事
を
憤
慨
す
る
。
其
の
男
を
憎
む
。
そ
し
て
憤

慨
し
憎
悪
す
る
自
分
が
正
し
い
の
だ
と
思
う
。
』
悪
を
憎
ま
な
い
も
の
は
、

又
、
善
を
も
愛
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
不
正
不
義
を
見
て
そ
れ
と
闘
う
気
を
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起
さ
な
い
も
の
は
、
全
然
芸
術
家
で
も
な
け
れ
ば
、
又
、
全
然
人
間
で
も
な

い
。
」

　
憎
悪
や
反
抗
に
美
が
あ
る
か
な
い
か
の
問
題
な
ど
は
ど
う
で
も
い
い
。
し

か
し
此
の
憎
悪
や
反
抗
に
与くみ
し
な
い
も
の
は
「
全
然
芸
術
家
で
も
な
け
れ
ば
、

又
、
全
然
人
間
で
も
な
い
」
の
だ
。
此
の
本
間
君
の
思
想
は
、
其
の
後
二
ヵ

年
間
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
進
歩
が
あ
っ
た
か
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
兎
に
角
此

の
本
間
君
が
、
日
本
に
於
け
る
民
衆
芸
術
論
の
最
初
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
の

だ
。

　
　
　
　
　
　
　
四
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本
間
久
雄
君
は
何
事
に
も
篤
志
な
し
か
し
無
邪
気
な
学
者
で
あ
る
。
だ
か

ら
君
は
、
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の
「
休
養
的
教
養
論
」
を
一
読
し
て
、
至
極
殊
勝

な
篤
志
を
起
し
た
も
の
の
、
却
っ
て
安
成
貞
雄
君
に
散
々
に
遣や
っ
つ
け
ら
れ

た
よ
う
に
、
へ
ま
な
民
衆
芸
術
論
の
説
き
か
た
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の
論
旨
は
、
要
す
る
に
、
ス
エ
デ
ン
の
青
年
社
会
民
主
党

に
対
し
て
、

「
ひ
ま
な
時
間
を
増
や
す
事
の
為
め
に
闘
う
と
共
に
、
其
の
ひ
ま
な
時
間
の

悪
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
休
養
的
教
養
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
何
事
に
於
て
も
旧
社
会
よ
り
よ
り
善
き
新
社
会
を
造
る
責
任
を
帯
び
て
い

る
青
年
等
の
間
に
、
又
其
の
青
年
等
に
よ
っ
て
、
階
級
戦
争
（class w

ar

）

と
共
に
、
絶
え
ず
教
養
戦
争
（culture w

ar
）
を
も
営
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら

17



な
い
」

　
と
勧
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
娯
楽
に
も
善
し
悪
し
が
あ
る
。
肉
体
上
及
び

精
神
上
の
更
新
を
齎もた
ら
さ
な
い
娯
楽
は
有
害
で
あ
る
。
休
養
的
教
養
（recre

ative culture
）
と
は
、
先
ず
諸
種
の
快
楽
を
識
別
す
る
能
力
を
意
味
し
、
次

ぎ
に
更
に
新
し
き
力
を
齎
ら
す
生
産
的
な
快
楽
を
選
ん
で
不
生
産
的
な
快
楽

を
斥
し
り
ぞけ
る
意
志
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
エ
レ
ン
・
ケ
イ
は
猶
続
け
て
云
う
。

「
い
ず
れ
の
階
級
に
於
て
も
、
大
多
数
の
人
々
は
空
虚
な
快
楽
に
耽ふけ
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
斯
く
の
如
き
は
、
他
の
い
ず
れ
の
階
級
に
於
て
も
労
働
者
階

級
に
於
け
る
ほ
ど
甚
だ
し
い
危
険
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
劣
等
な
快
楽
に
よ

っ
て
精
神
上
に
傷
害
を
蒙
む
る
の
は
、
い
ず
れ
の
階
級
の
い
ず
れ
の
個
人
に

も
等
し
く
有
害
で
あ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
其
の
掌
中
に
共
同
団
体
の
近
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い
将
来
の
諸
問
題
を
握
っ
て
い
る
第
四
級
民
が
甚
だ
し
く
此
の
傷
害
を
蒙
む

る
の
は
、
共
同
団
体
の
全
体
に
と
っ
て
又
其
の
将
来
に
と
っ
て
、
更
に
遥
か

に
有
害
で
あ
る
。

「
労
働
者
階
級
は
、
其
の
仕
事
の
為
め
の
力
を
強
大
に
す
る
為
め
に
、
有
ら

ゆ
る
手
段
を
、
快
楽
の
手
段
を
す
ら
も
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
さ
れ
ば
、
労
働
者
等
が
現
に
持
っ
て
い
る
僅
か
な
余
暇
が
、
又
彼
等
が
獲

得
せ
ん
と
欲
し
て
い
る
そ
れ
以
上
の
余
暇
が
、
値
打
の
な
い
娯
楽
で
費
さ
れ

て
い
る
か
、
若
し
く
は
本
当
の
休
養
即
ち
肉
体
上
及
び
精
神
上
の
力
の
更
新

の
為
め
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
と
云
う
事
は
最
も
重
大
な
一
問
題
で
あ
る
。
」

　
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の
此
の
勧
告
に
対
し
て
は
、
い
か
に
つ
む
じ
曲
り
の
社
会

民
主
党
と
雖
い
え
ども
、
然
ら
ば
女
史
も
亦
其
の
謂
わ
ゆ
る
教
養
戦
争
と
共
に
階
級
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闘
争
を
も
鼓
吹
せ
よ
と
云
う
外
に
は
、
黙
っ
て
傾
聴
す
る
外
は
あ
る
ま
い
。

又
、
若
し
本
間
君
が
単
に
こ
れ
だ
け
の
紹
介
に
と
ど
め
た
な
ら
ば
、
安
成
君

か
ら
あ
ん
な
意
地
の
悪
い
妙
な
質
問
を
受
け
な
く
て
も
済
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
エ
レ
ン
・
ケ
イ
は
、
本
間
君
が
云
っ
た
よ
う
に
は
「
要
す
る
に
彼
等
労
働

者
に
は
惨
め
さ
と
醜
く
さ
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
」
と
は
云
っ
て
い
な
い
。

「
慈
母
の
よ
う
な
温
情
」
を
以
て
、
此
の
「
惨
め
さ
と
醜
く
さ
と
を
人
一
倍

深
く
感
じ
、
そ
し
て
人
一
倍
深
く
憐
れ
ん
で
い
る
」
と
云
う
程
で
も
な
い
。

「
其そ
処こ
に
は
、
人
間
と
人
間
と
が
互
に
抱
き
合
う
よ
う
な
情
味
や
、
人
間
と

し
て
の
生
の
享
楽
な
ど
と
云
う
事
は
薬
に
し
た
く
も
な
い
」
と
も
云
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
そ
れ
程
醜
い
「
蛮
人
」
に
、
ど
う
し
て
、
「
人
類
全
体
の
直
接

の
将
来
」
な
ど
が
握
ら
れ
て
い
よ
う
。
又
、
ど
う
し
て
握
ら
せ
て
置
か
れ
よ
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う
。

　
又
、
エ
レ
ン
・
ケ
イ
は
、
本
間
君
が
云
っ
た
よ
う
に
は
、
専
門
的
な
予
備

知
識
を
持
た
な
け
れ
ば
了
解
さ
れ
な
い
謂
わ
ゆ
る
高
級
芸
術
と
を
並
立
さ
せ

て
は
い
な
い
。
「
民
衆
の
為
め
と
は
、
労
働
者
階
級
の
人
々
の
為
め
と
云
う

意
味
で
あ
る
か
ら
、
其
の
芸
術
は
、
彼
等
労
働
者
に
も
よ
く
鑑
賞
さ
れ
、
理

解
さ
れ
る
ほ
ど
、
通
俗
的
な
、
普
遍
的
な
、
非
専
門
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
も
云
っ
て
い
な
い
。
こ
ん
な
誤
解
さ
れ
易
い
、
又
誤
解
す
る

方
が
尤
も
な
、
余
計
な
事
は
云
っ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
エ
レ
ン
・
ケ
イ
は
た
だ
、
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
民

衆
芸
術
論
の
要
旨
を
紹
介
し
て
、
そ
れ
に
「
其
の
一
語
も
残
さ
ず
に
賛
成
し
」

更
に
其
の
一
方
面
の
休
養
的
教
養
を
力
説
し
て
、
現
在
の
民
衆
の
娯
楽
物
を
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批
評
し
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
此
の
休
養
的
教
養
を
力
説
し
た
事
が
、

何
事
に
も
精
神
的
で
個
人
的
で
且
つ
謂
わ
ゆ
る
温
健
な
、
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の

特
徴
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
間
久
雄
君
の
よ
う
に
、
此
の
方
面
か
ら
の

み
し
か
も
極
く
ま
ず
く
民
衆
芸
術
を
説
く
と
な
る
と
、
頗
す
こ
ぶる
妙
な
も
の
が
出

来
上
る
わ
け
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
五

　
然
ら
ば
、
エ
レ
ン
・
ケ
イ
が
「
其
の
一
語
も
残
さ
ず
に
賛
成
し
た
」
と
云

う
、
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
民
衆
芸
術
論
の
要
旨
は
ど
ん
な
も
の
か
。
ロ
オ

ラ
ン
の
民
衆
芸
術
論
は
主
と
し
て
民
衆
劇
論
で
あ
る
。
以
下
出
来
る
だ
け
ロ
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オ
ラ
ン
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
其
の
要
旨
を
述
べ
る
。

　
今
や
、
旧
社
会
は
其
の
繁
栄
の
絶
頂
を
超
え
て
、
既
に
老
朽
の
坂
を
降
り

つ
つ
あ
る
。
或
は
既
に
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
見
て
い
い
。
そ
し
て
其

の
廃
墟
の
上
に
、
民
衆
の
新
し
き
社
会
が
将まさ
に
勃
興
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。

　
此
の
新
勃
興
階
級
は
そ
れ
自
身
の
芸
術
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其

の
思
想
と
感
情
と
の
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
表
白
と
し
て
の
、
其
の
若
い
溌
溂
と

し
た
生
命
力
の
発
現
と
し
て
の
、
そ
し
て
又
、
老
い
傾
い
た
旧
い
社
会
に
対

す
る
戦
闘
の
機
関
と
し
て
の
、
新
し
き
芸
術
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
衆
に
よ
っ
て
民
衆
の
為
め
に
造
ら
れ
た
芸
術
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
し
き
世
界
の
為
め
の
新
し
き
芸
術
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
此

の
芸
術
が
出
来
な
け
れ
ば
生
き
た
芸
術
は
な
い
。
過
去
の
ミ
イ
ラ
が
眠
っ
て
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い
る
、
一
種
の
墓
地
の
よ
う
な
、
博
物
館
が
あ
る
ば
か
り
だ
。

　
少
し
も
党
派
心
の
な
い
、
無
限
な
、
永
遠
な
、
普
遍
な
、
民
衆
芸
術
と
云

う
よ
う
な
事
を
云
う
人
が
あ
る
。
こ
れ
は
貴
い
夢
想
で
あ
る
。
将
来
の
世
代

は
、
若
し
そ
れ
が
出
来
れ
ば
、
幾
世
紀
か
の
後
に
は
そ
れ
を
実
現
す
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
今
の
と
こ
ろ
は
、
永
遠
を
現
在
の
瞬
間
に
置
い
て
、
今
日
の
時

代
と
共
に
生
き
る
事
を
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
は
其
の
時
代
の
渇

望
と
引
離
さ
れ
る
事
は
出
来
な
い
。
民
衆
芸
術
は
、
民
衆
の
苦
痛
と
、
其
の

希
望
と
、
其
の
闘
争
と
を 

相  
倶 

あ
い
と
も

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
如
何
な
る
美
も
、
如
何
な
る
偉
大
も
、
青
春
や
生
命
の
代
わ
り
を
す
る
事

は
出
来
な
い
。
諸
君
の
芸
術
は
老
人
の
芸
術
で
あ
る
。
吾
々
が
、
吾
々
の
晩

年
に
吾
々
の
任
務
を
果
た
し
、
吾
々
の
共
同
行
為
の
義
務
を
尽
し
た
後
に
、
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公
平
無
私
の
芸
術
や
、
ゲ
エ
テ
の
晴
朗
や
、
純
粋
の
美
を
望
む
の
は
、
善
い

事
で
も
あ
り
自
然
の
事
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
人
生
の
旅
の
至
上
の
理
想
で
あ

り
究
竟
で
あ
る
。
し
か
し
、
其
処
へ
行
く
だ
け
の
功
蹟
も
な
し
に
、
余
り
に

早
く
其
処
に
到
達
す
る
人
々
や
民
族
は
、
悲
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
其
等

の
人
々
や
其
等
の
民
族
に
は
、
其
の
晴
朗
は
、
無
感
覚
即
ち
死
の
前
兆
に
過

ぎ
な
い
。
生
は
不
断
の
更
新
で
あ
る
。
闘
争
で
あ
る
。
有
ら
ゆ
る
苦
難
の
あ

る
闘
争
の
方
が
、
諸
君
の
美
わ
し
い
死
よ
り
も
善
い
の
だ
。

　
静
穏
な
時
代
や
芸
術
は
如
何
に
も
望
ま
し
い 

仕  

合 

し
あ
わ
せ

で
あ
る
。
し
か
し
其

の
時
代
が
乱
れ
て
い
る
時
に
は
、
其
の
国
民
が
闘
っ
て
い
る
時
に
は
、
其
の

国
民
に
味
方
し
て
闘
い
、
其
の
国
民
を
奮
起
せ
し
め
、
其
の
国
民
の
行
く
べ

き
道
を
さ
え
ぎ
っ
て
い
る
無
知
を
打
破
り
、
偏
見
を
斥
け
て
行
く
の
が
、
芸

25



術
の
目
的
で
あ
る
。

　
シ
ル
レ
ル
は
既
に
、
一
七
九
八
年
に
、
其
の
「
ワ
ル
レ
ン
ス
タ
イ
ン
の
戦
」

の
上
場
の
際
に
云
っ
て
い
る
。

「
今
其
の
幕
を
開
き
つ
つ
あ
る
此
の
新
時
代
は
、
詩
人
に
も
旧
い
道
を
去
ら

せ
て
、
諸
君
を
し
て
紳
士
閥
生
活
の
狭
い
範
囲
か
ら
、
吾
々
が
今
奮
闘
努
力

し
つ
つ
あ
る
此
の
崇
高
な
時
代
に
相
応
し
い
、
も
っ
と
、
高
貴
な
劇
に
移
ら

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
独
り
大
き
な
題
目
の
み
が
人
間
の
奥
深

い
臓
腑
を
揺
り
動
か
す
事
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
今
、
現
実
其
者
が
詩
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
人
々
が
人
類
の
大
利
益
た
る
主
権
と
自
由
と
の
為
め

に
闘
っ
て
い
る
。
此
の
厳
粛
な
時
期
に
際
し
て
、
芸
術
も
亦
、
鬼
神
を
喚
び

起
す
其
の
劇
の
上
に
、
更
に
大
胆
な
飛
躍
を
試
み
る
事
が
出
来
る
の
だ
。
芸
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術
は
此
の
飛
躍
を
試
み
る
事
が
出
来
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
此
の
実
生
活
の

劇
の
前
に
赤
恥
を
か
い
て
消
え
て
失
く
な
る
事
を
望
ま
な
い
な
ら
ば
、
是
非

と
も
そ
れ
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
」

　
若
し
芸
術
が
此
の
時
代
に
応
ず
る
事
が
出
来
な
け
れ
ば
、
芸
術
は
、
少
な

く
と
も
生
き
た
芸
術
は
消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
此
の
新
芸
術
を

創
る
事
の
出
来
な
い
民
衆
は
、
其
の
新
勃
興
階
級
た
る
運
命
を
も
放
棄
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
民
衆
芸
術
の
問
題
は
、
民
衆
に
と
っ
て
も
亦

芸
術
に
と
っ
て
も
、
実
に
死
ぬ
か
生
き
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

　
民
衆
に
も
二
種
の
民
衆
が
あ
る
。
其
の
一
つ
は
、
貧
窮
か
ら
遁のが
れ
出
て
、

直
ち
に
紳
士
閥
に
心
を
惹ひ
か
れ
、
紳
士
閥
に
吸
収
さ
れ
て
了
っ
た
も
の
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
、
此
の
仕
合
な
兄
弟
に
見
棄
て
ら
れ
て
、
其
の
貧
困
の
ど
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ん
底
に
蠢
う
ご
めい
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
紳
士
閥
の
政
策
は
、
此
の
後
者
を
絶
滅

さ
せ
、
前
者
を
同
化
さ
せ
る
事
に
あ
る
。
そ
し
て
吾
々
自
身
の
政
策
は
、
即

ち
吾
々
の
芸
術
的
で
あ
る
と
共
に
社
会
的
な
理
想
は
、
此
の
二
種
の
民
衆
を

融
合
さ
せ
て
、
民
衆
自
体
に
其
の
階
級
的
自
覚
を
与
え
る
事
に
あ
る
。

　
若
し
民
衆
が
第
二
の
紳
士
閥
と
な
っ
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
其
の
享
楽

は
粗
雑
で
あ
り
、
其
の
道
徳
は
偽
善
で
あ
り
、
そ
し
て
紳
士
閥
と
同
じ
よ
う

な
愚
鈍
な
無
感
覚
な
も
の
に
な
る
の
な
ら
、
吾
々
は
も
う
民
衆
の
事
な
ど
を

心
配
し
な
い
。
声
ば
か
り
高
く
て
空
っ
ぽ
な
芸
術
や
、
屍
骸
の
よ
う
な
人
類

を
生
き
延
び
さ
す
事
は
、
吾
々
に
は
ど
う
で
も
い
い
事
な
の
だ
。

　
し
か
し
吾
々
は
民
衆
の
若
い
生
命
力
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
又
、
人
類

の
道
徳
的
及
び
社
会
的
の
革
命
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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此
の
民
衆
芸
術
に
対
す
る
吾
々
の
信
仰
、
即
ち
パ
リ
の
遊
人
等
の
惰
弱
な

お
上
品
に
対
し
て
、
集
合
的
生
活
を
表
明
し
種
族
の
更
生
を
準
備
し
促
進
す

る
頑
丈
な
男
性
的
の
芸
術
を
建
設
せ
ん
と
す
る
、
此
の
熱
烈
な
信
仰
は
、
吾

々
の
青
年
時
代
の
最
も
純
潔
な
且
つ
最
も
健
全
な
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
吾

々
は
決
し
て
此
の
信
仰
を
失
わ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
民
衆
芸
術
論
の
要
旨
は
こ
れ
で
尽
き
る
。
し
か
し

こ
れ
は
要
す
る
に
理
想
で
あ
る
。
信
仰
で
あ
る
。
此
の
理
想
や
信
仰
の
実
現

さ
れ
る
前
に
、
「
民
衆
に
よ
っ
て
」
と
云
う
よ
り
も
寧
ろ
「
民
衆
の
為
め
の
」
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芸
術
が
産
ま
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
今
や
芸
術
は
利
己
主
義
と
混
乱
と
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
少
数
の
人
々
が

芸
術
を
其
の
特
権
と
し
て
い
る
。
民
衆
は
芸
術
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
。

国
民
中
の
最
も
数
の
多
い
、
そ
し
て
最
も
活
力
の
あ
る
部
分
が
、
芸
術
の
中

に
何
等
の
表
現
を
も
持
っ
て
い
な
い
。
斯
く
し
て
思
想
は
甚
だ
し
く
貧
弱
と

な
り
、
芸
術
の
為
め
に
は
重
大
な
危
険
が
迫
っ
て
い
る
。

　
芸
術
を
或
る
一
階
級
の
独
占
的
享
楽
と
し
て
了
う
の
は
、
此
の
芸
術
を
奪

わ
れ
た
階
級
の
人
々
を
し
て
、
や
が
て
芸
術
を
憎
悪
せ
し
め
且
つ
破
壊
せ
し

め
る
事
に
導
く
も
の
で
あ
る
。

　
芸
術
を
救
う
為
め
に
は
、
芸
術
に
生
命
の
門
戸
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
有
ら
ゆ
る
人
々
を
其
処
に
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
民
に
も
発
言
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権
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
生
は
死
と
結
び
つ
く
事
は
出
来
な
い
。
過
去
の
芸
術
は
既
に
四
分

の
三
以
上
死
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
過
去
の
芸
術
は
生
に
は
何
ん
の
役
に
も
立

た
な
い
。
却
っ
て
往
々
生
を
害
そ
こ
なう
恐
れ
す
ら
あ
る
。
健
全
な
生
の
必
須
条
件

は
、
生
の
新
し
く
な
る
に
従
っ
て
、
絶
え
ず
新
し
く
な
る
芸
術
の
出
来
る
事

で
あ
る
。

　
何
者
も
た
だ
、
其
の
生
れ
た
場
所
と
時
代
と
に
の
み
、
善
い
も
の
で
あ
る
。

善
や
美
が
絶
対
的
存
在
で
あ
る
と
か
、
又
は
永
遠
的
観
念
で
あ
る
と
か
は
信

ず
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
其
の
表
現
は
人
心
の
様
式
に
よ
っ
て
変
わ
る
。

選
ば
れ
た
人
々
に
と
っ
て
の
美
も
、
民
衆
に
と
っ
て
は
醜
で
あ
り
、
又
選
ば

れ
た
人
々
の
欲
望
と
同
じ
正
当
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
民
衆
の
欲
望
に
応
じ
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な
い
事
も
あ
る
。
二
十
世
紀
の
民
衆
に
過
去
の
世
紀
の
貴
族
的
社
会
の
芸
術

や
思
想
を
強
い
る
事
は
出
来
な
い
。

　
紳
士
閥
の
批
評
家
は 

屡  

々 

し
ば
し
ば

云
う
。
民
衆
は
自
分
の
階
級
よ
り
も
上
の
階

級
の
も
の
を
主
人
公
と
し
た
小
説
や
脚
本
で
な
け
れ
ば
喜
ば
な
い
。
富
裕
な

社
会
の
描
写
は
民
衆
を
し
て
自
分
自
身
の
貧
困
の 

倦  

厭 

け
ん
え
ん

を
忘
れ
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と
。
な
る
ほ
ど
、
民
衆
が
半
睡
眠
状
態
に
あ
る
間
は
或
は
そ
う
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
其
の
人
格
の
感
情
が
目
覚
め
其
の
市
民
と

し
て
の
品
位
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
民
衆
は
斯
く
の
如
き
従
僕
芸
術

に
恥
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
又
、
民
衆
を
尊
敬
す
る
人
達
の
義
務

は
、
斯
く
の
如
き
芸
術
か
ら
民
衆
を
救
い
出
す
事
に
あ
る
。

　
民
衆
は
紳
士
閥
芸
術
の
残
り
物
を
集
め
る
よ
り
も
、
も
っ
と
遥
か
に
善
い
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し
な
け
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
持
っ
て
い
る
。
現
在
の
芸
術
の
お
客
を
増

や
す
事
を
努
め
な
く
て
も
い
い
。
吾
々
は
現
在
の
芸
術
の
為
め
に
働
い
て
い

る
の
で
は
な
い
。
吾
々
は
芸
術
の
善
と
民
衆
の
善
と
云
う
事
だ
け
を
考
え
れ

ば
い
い
の
だ
。
そ
し
て
、
現
在
の
一
般
の
芸
術
的
教
養
を
普
及
さ
す
事
が
、

此
の
芸
術
の
善
又
は
民
衆
の
善
に
な
る
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
余
り
に
傲
慢

な
楽
天
観
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
吾
々
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
平
民
の
善
ば
か
り
で
な
い
。
又
芸
術
の

善
で
あ
る
。
芸
術
は
人
間
の
魂
の
偉
大
さ
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
人
間
の

魂
の
有
ら
ゆ
る
創
造
の
中
で
、
し
か
も
此
の
創
造
が
あ
っ
て
始
め
て
生
命
に

値
打
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
吾
々
は
芸
術
を
限
り
な
く
崇
拝
す
る
も
の
で
あ

る
。
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吾
々
は
血
の
気
の
な
い
芸
術
に
生
気
を
与
え
、
其
の
痩
せ
衰
え
た
胸
を
太

ら
せ
て
、
民
衆
の
力
と
健
康
と
を
其
の
中
に
と
り
入
れ
さ
せ
よ
う
と
云
う
の

だ
。
吾
々
は
人
間
の
魂
の
栄
誉
を
民
衆
の
為
め
に
使
お
う
と
云
う
の
で
は
な

い
。
民
衆
を
吾
々
と
一
緒
に
、
此
の
栄
誉
の
為
め
に
働
か
せ
よ
う
と
云
う
の

だ
。

　
此
の
意
味
で
の
民
衆
芸
術
は
、
其
の
第
一
条
件
と
し
て
、
そ
れ
が
娯
楽
で

あ
る
事
で
あ
る
。
民
衆
芸
術
は
、
先
ず
民
衆
の
為
め
に
な
る
も
の
で
あ
る
と

共
に
、
一
日
の
労
働
に
疲
れ
た
労
働
者
の
為
め
の
肉
体
上
及
び
精
神
上
の
休

養
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
ま
け
者
の
理
知
に
す
ら
往
々
多
く
の
害
悪
を
及
ぼ
す
デ
カ
ダ
ン
芸
術
の

最
後
の
所
産
を
民
衆
に
与
え
る
事
は
出
来
な
い
。
又
、
選
ば
れ
た
人
々
の
苦
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痛
や
煩
悶
や
疑
惑
は
、
其
の
人
々
自
身
が
保
管
し
て
置
く
が
い
い
。
民
衆
に

は
、
民
衆
自
身
の
苦
痛
や
煩
悶
や
疑
惑
が
、
其
の
分
前
以
上
に
あ
る
。
そ
れ

以
上
に
増
や
す
要
は
な
い
。
少
数
の
或
る
人
々
が
、
「
鼬
鼠
が
卵
を
吸
う
よ

う
に
憂
欝
を
吸
う
」
事
が
好
き
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
此
の
貴
族
共
の
知
識
的

禁
欲
主
義
を
民
衆
に
強
い
る
事
は
出
来
な
い
。
腐
っ
た
木
の
上
に
出
た
大
き

な
苔
の
よ
う
な
、
誘
惑
的
な
、
し
か
し
一
切
の
行
為
を
殺
す
夢
想
に
よ
っ
て

害
毒
さ
れ
た
、
選
ば
れ
た
人
々
の
病
的
な
感
情
の
複
雑
さ
を
平
民
に
強
い
る

事
は
出
来
な
い
。
よ
し
吾
々
が
其
の
病
気
を
吾
々
自
身
の
中
に
養
う
事
に
ど

れ
程
の
満
足
を
感
じ
て
も
、
吾
々
の
其
病
気
を
民
衆
に
感
染
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。
吾
々
よ
り
も
更
に
健
全
な
、
更
に
値
打
の
あ
る
種
族
を
つ
く
る
事
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

35



　
民
衆
は
猛
烈
な
芝
居
が
好
き
だ
。
し
か
し
其
の
猛
烈
は
、
実
生
活
の
上
で

も
そ
う
だ
が
舞
台
の
上
で
も
、
民
衆
が
自
分
を
其
の
人
に
な
ぞ
ら
え
て
見
て

い
る
ヒ
イ
ロ
オ
を
破
滅
さ
せ
て
了
っ
て
は
い
け
な
い
。
民
衆
は
自
分
自
身
は

ど
れ
程
諦
ら
め
ど
れ
程
気
落
ち
し
て
い
て
も
、
其
の
夢
想
の
人
物
の
為
め
に

は
非
常
に
楽
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
悲
し
い
結
末
に
な
っ
て
は
堪たま
ら
な
い
。

最
後
に
善
が
勝
つ
と
云
う
皆
ん
な
の
心
の
奥
底
に
持
っ
て
い
る
衷
心
か
ら
の

確
信
が
、
芝
居
の
中
で
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
民
衆
の
心

が
無
邪
気
な
せ
い
で
は
な
い
。
却
っ
て
其
の
健
全
な
為
め
で
あ
る
。
民
衆
の

此
の
確
信
に
は
道
理
が
あ
る
。
此
の
確
信
は
、
生
活
に
必
須
の
一
つ
の
力
で

あ
り
、
又
進
歩
の
法
則
で
も
あ
る
。

　
然
ら
ば
、
民
衆
に
は
、
散
々
人
を
泣
か
せ
て
置
い
て
遂
に
目
出
度
し
目
出
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度
し
で
終
る
メ
ロ
ド
ラ
マ
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
云
う
の
か
。
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
斯
う
云
う
粗
雑
な
虚
偽
は
、
ア
ル
コ
オ
ル
と
同
じ
よ
う
に
、

民
衆
を
無
気
力
に
す
る
催
眠
剤
で
あ
る
。
麻
酔
剤
で
あ
る
。
吾
々
が
芸
術
に

持
た
せ
た
い
と
思
う
娯
楽
の
力
は
、
精
神
的
元
気
を
犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
次
ぎ
に
民
衆
芸
術
は
元
気
の
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
気
を
弱
ら
し

た
り
凹
ま
し
た
り
す
る
事
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
義
務
は
全
く

消
極
的
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
の
義
務
に
は
、
必
然
に
、
其
の
反
対
の
、

即
ち
元
気
を
得
さ
せ
又
強
め
さ
せ
る
、
と
云
う
積
極
的
の
方
面
が
あ
る
。
民

衆
芸
術
は
民
衆
を
休
息
さ
せ
つ
つ
、
更
に
翌
日
の
活
動
に
適
せ
し
め
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
に
、
民
衆
芸
術
は
理
知
の
為
め
の
光
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民

衆
を
其
の
目
的
地
に
ま
っ
す
ぐ
に
導
い
て
、
途
々
自
分
の
周
囲
を
よ
く
見
る

事
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
暗
い
蔭
と
襞ひだ
と
妖
怪
と
に
充
ち
満
ち
た
人

間
の
恐
ろ
し
い
脳
髄
の
中
に
、
光
り
を
拡
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
者

は
其
の
肉
体
は
動
い
て
い
る
が
、
其
の
思
想
は
大
抵
休
ん
で
い
る
。
此
の
思

想
を
働
か
せ
る
事
が
肝
心
な
の
だ
。
そ
し
て
、
少
し
で
も
其
の
思
想
を
働
か

せ
る
事
が
出
来
て
来
る
と
、
そ
れ
は
労
働
者
に
と
っ
て
快
楽
に
さ
え
な
る
の

だ
。
し
か
し
、
民
衆
を
た
だ
考
え
さ
せ
働
か
せ
る
状
態
に
置
く
だ
け
で
と
ど

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
何
に
考
え
如
何
に
導
く
べ
き
か
を
教
え
て
は
い

け
な
い
。
労
働
者
を
し
て
、
有
ら
ゆ
る
物
事
を
、
人
間
や
自
分
自
身
を
、
明

か
に
観
察
し
明
か
に
審
判
す
る
事
を
覚
え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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歓
喜
と
元
気
と
理
知
と
、
こ
れ
が
民
衆
芸
術
の
主
な
る
条
件
で
あ
る
。
其

他
の
諸
条
件
は
自
然
と
備
わ
っ
て
来
る
。
そ
し
て
お
説
法
や
お
談
義
は
、
折せ

   

角 

っ
か
く
芸
術
を
好
き
な
も
の
ま
で
嫌
い
に
さ
せ
て
了
う
、
手
段
と
し
て
も
極
め

て
拙
劣
な
非
芸
術
的
の
も
の
で
あ
る
。

　
又
、
此
の
種
の
民
衆
芸
術
は
、
近
代
の
謂
わ
ゆ
る
社
会
劇
と
も
違
う
。
た

と
え
ば
、
平
民
を
最
も
よ
く
理
解
し
、
又
最
も
よ
く
愛
し
た
現
代
人
ト
ル
ス

ト
イ
は
、
あ
れ
程
厳
し
く
其
の
傲
慢
を
圧
え
て
い
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
使
徒

と
云
う
其
の
使
命
と
自
分
の
信
仰
を
他
人
に
強
い
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
強
い

欲
望
と
、
及
び
其
の
芸
術
上
の
レ
ア
リ
ズ
ム
の
要
求
と
は
「
暗
の
力
」
な
ど

で
は
、
其
の
非
常
な
慈
悲
心
よ
り
も
余
程
強
か
っ
た
。
斯
く
の
如
き
作
物
は
、

民
衆
の
為
め
に
は
、
有
益
と
云
う
よ
り
も
却
っ
て
気
落
ち
さ
せ
る
も
の
で
あ
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る
。
要
す
る
に
、
此
の
「
暗
の
力
」
や
又
は
「
織
工
」
の
如
き
作
物
は
、
貧

窮
の
長
い
絶
叫
か
若
し
く
は
悲
嘆
話
し
で
、
其
の
杞
憂
や
絶
望
は
、
既
に
余

り
に
生
活
の
為
め
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
貧
民
に
元
気
を
つ
け
る
と
か
慰
安

を
与
え
る
と
か
と
云
う
よ
り
も
、
寧
ろ
富
者
の
良
心
を
覚
醒
さ
せ
る
為
め
の

も
の
で
あ
る
。
或
い
は
又
、
せ
い
ぜ
い
、
貧
民
の
中
の
少
数
の
、
選
ば
れ
た

人
々
の
為
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
七

　
し
か
し
、
此
の
主
と
し
て
「
民
衆
の
為
め
の
」
芸
術
が
民
衆
に
享
楽
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
に
は
、
又
彼
の
本
当
に
「
民
衆
の
」
芸
術
が
生
れ
る
よ
う
に
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な
る
に
は
、
先
ず
其
の
「
民
衆
」
が
必
要
で
あ
る
。

「
嘗
つ
て
」
と
イ
タ
リ
イ
の
革
命
家
マ
ジ
ニ
イ
は
云
っ
た
。
当
時
彼
れ
は
ま

だ
若
く
て
、
其
の
生
涯
を
文
学
に
貢
献
す
る
つ
も
り
で
い
た
の
だ
。
「
嘗
つ

て
私
は
斯
う
思
っ
た
。
芸
術
が
あ
る
為
め
に
は
、
先
ず
国
民
が
無
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
。
当
時
の
イ
タ
リ
イ
に
は
其
の
い
ず
れ
も
な
か
っ
た
の
だ
。
祖
国

も
な
く
自
由
も
な
い
吾
々
は
芸
術
を
持
つ
事
も
出
来
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
吾

々
は
先
ず
、
『
吾
々
は
祖
国
を
持
つ
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
』
と
云
う
問
題

に
献
身
し
て
、
此
の
祖
国
を
建
設
す
る
事
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
。
斯
く
て
イ
タ
リ
イ
の
芸
術
は
吾
々
の
墳
墓
の
上
に
栄
え
る
の
だ
。
」

　
吾
々
も
矢
張
り
云
お
う
。
諸
君
は
民
衆
芸
術
を
欲
す
る
の
か
。
然
ら
ば
、

先
ず
民
衆
其
者
を
持
つ
事
か
ら
始
め
よ
。
其
の
芸
術
を
娯たの
し
む
事
の
出
来
る
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自
由
な
精
神
を
持
っ
て
い
る
民
衆
を
。
容
赦
の
な
い
労
働
や
貧
窮
に
蹂
み
に

じ
ら
れ
な
い
ひ
ま
の
あ
る
民
衆
を
。
有
ら
ゆ
る
迷
信
や
、
右
党
若
し
く
は
左

党
の
狂
信
に
惑
わ
さ
れ
な
い
民
衆
を
。
自
分
の
主
人
た
る
、
そ
し
て
、
目
下

行
わ
れ
つ
つ
あ
る
闘
争
の
勝
利
者
た
る
民
衆
を
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
云
っ
た
。

「
始
め
に
行
為
あ
り
」
と
、

　
斯
く
し
て
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
は
、
其
の
民
衆
芸
術
の
当
然
の
結
論
と
し

て
、
芸
術
的
運
動
と
共
に
、
と
云
う
よ
り
も
寧
ろ
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
社
会

的
運
動
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
断
言
し
た
。

　
然
る
に
、
飜
ひ
る
が
えっ
て
我
が
日
本
で
の
民
衆
芸
術
論
者
を
見
る
に
、
此
の
点
に

於
て
果
し
て
ど
れ
程
の
用
意
が
あ
り
又
覚
悟
が
あ
る
か
。
少
な
く
と
も
又
、

果
し
て
此
の
点
に
考
え
及
ん
だ
事
す
ら
あ
る
か
。
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猶
ロ
メ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
は
、
其
の
民
衆
芸
術
論
を
労
働
運
動
論
で
結
ん
で

い
る
と
共
に
、
其
の
芸
術
論
を
も
生
活
論
で
終
ら
せ
て
い
る
。
彼
れ
は
云
う
。

「
私
は
劇
が
好
き
だ
。
劇
は
多
く
の
人
々
を
同
じ
情
緒
の
下
に
置
い
て
友
愛

的
に
結
合
さ
せ
る
。
劇
は
、
皆
ん
な
が
其
の
詩
人
の
想
像
の
中
に
活
動
と
熱

情
と
を
飲
み
に
来
る
事
の
出
来
る
、
大
き
な
食
卓
の
よ
う
な
も
の
だ
。
し
か

し
私
は
劇
を
迷
信
し
て
は
い
な
い
。
劇
は
、
貧
し
い
そ
し
て
不
安
な
生
活
が
、

其
の
思
想
に
対
す
る
避
難
所
を
夢
想
の
中
に
求
め
る
、
と
云
う
事
を
前
提
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
吾
々
が
も
っ
と
幸
福
で
も
っ
と
自
由
で
あ
っ
た
ら
、

劇
の
必
要
は
な
い
筈
で
あ
る
。
生
活
其
者
が
吾
々
の
光
栄
あ
る
観
物
に
な
る

筈
で
あ
る
。
理
想
の
幸
福
は
吾
々
が
そ
れ
に
進
む
に
従
っ
て
益
々
遠
ざ
か
っ

て
行
く
。
従
っ
て
吾
々
は
遂つい
に
達
す
る
事
は
出
来
な
い
。
し
か
し
人
間
の
努
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力
が
芸
術
の
範
囲
を
益
々
狭
め
て
生
活
の
範
囲
を
益
々
広
め
て
行
く
と
云
う

事
は
、
若
し
く
は
芸
術
を
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
即
ち
想
像
の
世
界
と
し
な
い
で
、

生
活
其
者
の
装
飾
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
云
う
事
は
、
敢
て
云
え
る
。
幸
福

な
そ
し
て
自
由
な
民
衆
に
は
、
も
う
劇
な
ど
の
必
要
が
な
く
な
っ
て
、
お
祭

が
必
要
に
な
る
。
生
活
其
者
が
其
の
立
派
な
観
物
に
な
る
。
民
衆
の
為
め
に

此
の
民
衆
祭
を
来
さ
せ
る
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　
近
代
の
最
大
の
芸
術
家
た
る
ワ
グ
ネ
ル
も
、
若
い
率
直
さ
で
、
敢
て
斯
う

云
っ
て
い
る
。

「
若
し
吾
々
が
生
を
持
っ
た
ら
、
芸
術
な
ぞ
は
要
ら
な
く
な
る
の
だ
。
芸
術

は
丁
度
生
の
終
る
と
こ
ろ
で
始
ま
る
。
生
が
吾
々
に
何
ん
に
も
与
え
な
く
な

っ
た
時
に
、
吾
々
は
芸
術
品
に
よ
っ
て
『
私
は
斯
く
の
如
く
望
む
』
と
叫
ぶ
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の
だ
。
本
当
に
幸
福
な
人
が
ど
う
し
て
芸
術
を
や
ろ
う
な
ど
と
云
う
考
を
持

つ
事
が
出
来
る
の
か
私
に
は
分
ら
な
い
。
…
…
芸
術
は
吾
々
の
無
力
の
告
白

で
あ
る
。
…
…
芸
術
は
一
つ
の
渇
想
に
過
ぎ
な
い
。
…
…
私
の
若
さ
や
健
康

を
再
び
見
る
為
め
に
は
、
自
然
を
娯
し
む
為
め
に
は
、
限
り
な
く
私
を
愛
す

る
女
の
為
め
に
は
、
美
し
い
子
供
の
為
め
に
は
、
私
は
私
の
全
芸
術
を
与
え

る
。
さ
あ
、
私
の
全
芸
術
を
今
此
処
へ
出
す
。
其
の
残
り
の
物
を
私
に
く
れ

。
」

　
若
し
吾
々
が
「
此
の
残
り
の
物
」
の
僅
か
で
も
不
仕
合
な
人
々
に
与
え
る

事
が
出
来
た
ら
、
生
に
少
し
の
喜
び
で
も
与
え
る
事
が
出
来
た
ら
、
よ
し
そ

れ
が
芸
術
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
吾
々
は
そ
れ
を
悔
ま
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
早
稲
田
文
学
』
一
九
一
七
年
十
月
号
〕
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