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主
義
を
異
に
し
、
主
張
を
異
に
し
て
い
る
作
家
は
、
各
自
の
天
分
あ
る
主

観
に
よ
っ
て
人
生
を
異
っ
た
方
面
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。
材
料
を
異
っ
た
方

面
か
ら
採
っ
て
来
て
い
る
。
或
主
義
と
或
主
義
と
相
容
れ
な
い
の
は
、
人
生

に
対
す
る
解
釈
が
異ちが
い
、
観
方
が
異
う
か
ら
で
あ
る
。
或
る
作
家
は
社
会
に

生
起
す
る
特
殊
の
材
料
を
取
り
扱
い
、
或
る
作
家
は
、
永
久
に
不
変
の
自
然

を
材
料
に
取
扱
っ
て
い
る
。  
畢    

竟  
ひ
っ
き
ょ
う

、
作
家
得
意
の
観
察
か
ら
入
り
、
深

く
人
生
に
触
れ
ん
と
す
る
努
力
か
ら
斯か
く
異
っ
た
態
度
を
示
す
の
で
あ
る
。

是
等
の
異
っ
た
作
家
が
各
々
異
っ
た
意
義
と
形
の
上
で
異
っ
た
印
象
を
人
に

与
う
る
の
に
異
論
が
な
い
。

　
故
に
、
各
派
の
芸
術
が
主
張
す
る
、
主
義
、
態
度
、
即
ち
人
生
の
批
評
に
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関
し
て
は
容
易
に
善
悪
を
判
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
か
、
何
人
と
雖
い
え
ど

も
、
少
く
も
既
に
主
義
と
な
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
現
在
の
文
芸
の
主
義
に
対

し
て
、
根
本
的
に
其
の
主
義
の
善
悪
を
言
う
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
其
の

批
評
家
に
は
、
未
だ
其
れ
を
言
う
だ
け
の
権
威
と
資
格
が
足
り
な
い
と
思
う
。

　
理
想
主
義
、
自
然
主
義
、
享
楽
主
義
、
等
に
関
し
、
我
が
文
壇
の
批
評
家

は
、
今
迄
世
間
に
現
わ
れ
て
い
る
其
れ
等
の
作
の
効
果
を
以
て
、
其
の
主
義

の
根
本
の
主
張
、
及
び
人
生
観
に
関
し
て
是
非
す
る
に
は
尚
お
早
い
。
何
の

主
義
に
よ
ら
ず
唱
え
ら
る
ゝ
に
至
っ
た
動
機
、
世
間
が
之
を
認
め
た
ま
で
に

は
、
痛
切
な
根
柢
と
時
勢
に
対
す
る
悲
壮
な
反
抗
と
思
想
上
の
苦
闘
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、
批
評
家
が
一
朝
机
上
の
感
想

で
、
之
を
破
壊
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
無
理
だ
と
思
う
。
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茲ここ
で
は
、
其
の
事
に
つ
い
て
云
う
の
で
な
い
。
要
は
、
理
想
主
義
に
よ
ら

ず
、
自
然
主
義
に
よ
ら
ず
、
享
楽
主
義
に
よ
ら
ず
、
主
義
と
其
の
主
張
を
問

う
の
で
な
く
、
芸
術
品
と
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
等
し
く
吾
人

に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
思
う
。

　
即
ち
『
若
や
か
な
姿
』
で
あ
る
。
是
れ
芸
術
品
の
吾
人
に
与
え
る
本
来
の

感
じ
で
あ
る
と
思
う
。
無
興
味
、
無
理
想
、
無
解
決
を
根
柢
に
し
た
作
物
に

せ
よ
、
何
処
に
か
『
若
や
か
な
姿
』
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
芸
術
品
と
し
て
劣

等
な
も
の
だ
と
思
う
。

　
主
義
、
主
張
と
、
芸
術
品
を
製
作
す
る
時
と
の
感
興
は
別
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
製
作
家
が
感
興
に
満
ち
て
い
な
け
れ
ば
、
作
品
に
光
の
出
る
理
由
が

な
い
。
製
作
家
の
頭
が
活
々
と
し
て
、
真
に
感
じ
、
真
に
動
か
さ
れ
た
事
実
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で
あ
っ
た
な
ら
、
た
と
え
技
巧
が
拙
で
あ
っ
て
も
尚
お
、
輝
き
と
、
此
の
若

や
か
な
姿
と
を
持
っ
て
い
る
。

　
す
べ
て
の
芸
術
は
、
広
義
の
意
味
の
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
に
立
脚
し
て
い
る
。

知
的
分
子
も
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
情
緒
の
加
わ
ら
ぬ
芸
術
は
な
い
。
此
の

意
味
に
於
て
芸
術
は
、
常
に
永
久
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
の

与
う
る
感
じ
は
愉
悦
の
感
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
男
性
的
の
も
の
ゝ
中
に

も
女
性
を
帯
び
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
を
換
え
て
い
え
ば
芸
術
の

姿
其
れ
自
身
が
本
来
女
性
的
で
あ
る
と
思
う
。

　
或
る
芸
術
品
に
対
し
た
時
、
其
の
作
品
か
ら
吾
人
は
何
等
の
優
し
み
も
、

若
や
か
な
感
じ
も
与
え
ら
れ
ず
、
恰あた
か
も
砂
礫
の
よ
う
な
、
乾
固
し
た
も
の

で
あ
っ
た
な
ら
、
其
れ
は
芸
術
品
と
し
て
の
資
格
を
欠
く
と
謂
い
得
る
。
芸
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術
に
は
『
冷つめ
た
な
』
芸
術
が
あ
る
。
た
と
え
冷
た
な
芸
術
品
で
も
優
し
み
と

若
や
か
な
感
じ
と
は
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
『
冷
た
な
』
と
は
作
者

の
特
質
で
あ
る
。
優
し
み
と
若
や
か
な
感
じ
と
は
芸
術
本
来
が
有も
つ
べ
き
姿

で
あ
る
。
こ
れ
を
文
芸
に
つ
い
て
云
え
ば
、
色
彩
描
写
た
る
と
平
面
描
写
た

る
と
は
問
題
で
な
い
。
其
れ
が
芸
術
品
と
し
て
成
上
っ
た
時
に
於
て
、
果
し

て
若
や
か
な
感
じ
即
ち
愉
悦
の
情
を
見
る
人
に
与
う
る
か
ゞ
作
品
と
し
て
の

価
値
如
何
い
か
ん
で
あ
る
。
堅
苦
し
く
、
行
き
詰
っ
た
よ
う
な
、
乾
き
切
っ
た
感
じ

を
与
う
る
も
の
は
芸
術
本
来
の
姿
で
あ
る
ま
い
と
思
う
。
技
巧
に
よ
っ
て
死

ん
だ
思
想
を
活
か
そ
う
と
す
る
の
は
無
益
な
こ
と
だ
。
露ろ
西し
亜あ
の
作
家
が
平

凡
生
活
を
書
き
、
暗
黒
描
写
を
し
て
、
尚
お
以
上
の
愉
悦
の
感
興
を
与
う
る

の
を
偉い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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