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一
　
形
而
上
学
的
文
学
論
の
破
産

「
文
学
は
種
々
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
要
素
は
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど

も
、
こ
れ
等
の
要
素
を
ど
れ
程
分
析
し
て
い
つ
て
も
、
そ
の
あ
と
に
残
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
文
学
の

本
質
で
あ
る
。
文
学
を
文
学
た
ら
し
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
や
う
な
考
へ
方
を
私
は
形
而
上
学
的
な
考
へ
方
で
あ
る
と
断
定
す
る
。

　
多
く
の
人
々
は
、
か
う
し
た
考
へ
方
を
容
認
す
る
か
、
或
は
か
う
し
た
問
題
を
全
く
考
へ
て
見
な
い
こ

と
に
よ
り
て
、
批
評
的
精
神
の
皆
無
を
自
ら
暴
露
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
の
人
々
は
、
文
章
を
次
の
や
う
な

公
式
で
把
握
す
る
。

「
文
学
に
は
さ
ま
／
″
＼
な
外
的
性
質
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
外
的
性
質
は
時
代
或
は
環
境
に
よ
つ
て
様
々

に
変
化
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
核
心
に
、
不
変
の
も
の
、
千
古
不
滅
の
一
貫
し
た
何
物
か
ゞ
あ
る
。
こ
の

何
物
か
ゞ
文
学
の
本
質
で
あ
る
。
」

　
然
ら
ば
、
こ
の
何
物
か
は
一
体
何
で
あ
る
か
。
こ
の
問
ひ
に
対
し
て
彼
等
は
全
く
答
へ
る
術
を
知
ら
な

い
。
そ
れ
を
永
久
の
「
何
物
か
」
と
し
て
安
ん
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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今
か
ら
一
世
紀
前
の
動
物
学
者
は
、
こ
ん
な
風
に
考
へ
た
で
も
あ
ら
う
。

「
人
間
に
は
種
々
な
外
的
性
質
が
あ
る
。
そ
し
て
言
語
、
風
俗
、
皮
膚
の
色
や
、
毛
髪
の
色
、
体
格
の
大

小
、
知
識
の
程
度
等
の
外
的
性
質
は
人
に
よ
り
そ
れ
／
″
＼
異
つ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
、
人
間

を
他
の
動
物
か
ら
判
然
と
区
別
せ
し
め
る
、
即
ち
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
ゐ
る
何
物
か
ゞ
あ
る
。
」

　
と
こ
ろ
が
近
代
の
動
物
学
者
は
、
人
間
は
猿
と
共
通
の
先
祖
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
仮
説
を

た
て
た
。
そ
し
て
、
こ
の
仮
説
は
、
解
剖
学
的
に
、
胎
生
学
的
に
、
生
理
学
的
に
、
更
に
進
ん
で
は
心
理

学
的
に
す
ら
も
支
持
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
い
ふ
不
変
の
本
質
が
あ
つ
て
、
様
々
な
経
験
的
要

素
が
こ
の
本
質
を
と
り
ま
い
て
、
千
差
万
別
の
人
間
を
こ
し
ら
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
方
は
、

実
に
生
物
進
化
論
に
よ
り
て
、
見
事
に
そ
の
空
疎
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
と
は
一
定
群
の

動
物
に
与
へ
ら
れ
た
定
義
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
。

　
文
学
に
就
い
て
も
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
言
ひ
得
る
。
新
し
い
文
学
理
論
は
、
本
質
と
い
ふ
先
験
的
な

設
定
物
を
取
り
払
つ
て
、
逆
に
、
本
質
な
る
も
の
は
、
多
く
の
経
験
的
要
素
の
複
合
で
あ
る
と
い
ふ
見
地

か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
か
ゝ
る
見
地
に
立
つ
と
き
は
、
文
学
を
構
成
す
る
様
々
な
要
素
は
、
偶
然
に
、

文
学
の
本
質
に
附
属
し
て
ゐ
る
随
伴
物
で
は
な
く
て
、
却
つ
て
そ
れ
等
の
要
素
の
緊
密
な
結
合
に
よ
り
て
、

本
質
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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近
時
文
学
の
も
つ
社
会
的
性
質
が
、
一
部
の
人
々
に
よ
り
て
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
我
国
の
文

学
批
評
界
に
、
か
つ
て
な
い
活
気
を
帯
び
さ
せ
、
限
り
な
き
論
争
を
惹
き
起
さ
せ
つ
ゝ
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
自
然
主
義
前
派
の
形
而
上
学
的
理
論
家
は
、
ま
る
で
文
学
に
社
会
的
性
質
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が

わ
か
る
と
、
文
学
の
難
破
で
ゞ
も
あ
る
か
の
や
う
に
力
ん
で
、
文
学
に
は
社
会
的
性
質
な
し
と
放
言
す
る

に
至
つ
た
。

　
つ
い
で
、
こ
の
理
論
の
も
つ
矛
盾
、
明
々
白
々
な
破
綻
に
気
附
く
と
、
こ
ん
度
は
、
彼
等
は
な
る
程
文

学
に
は
社
会
的
性
質
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
表
面
的
な
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
文
学
の
本
質

に
は
毫
も
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
文
学
の
本
質
は
、
そ
の
社
会
的
性
質
を
超
越
し
て
一
貫
し
て
不
変

で
あ
る
と
い
ふ
修
正
論
を
唱
へ
は
じ
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
学
の
理
論
を
俗
学
主
義
の
中
へ
、
形
而
上
学

の
霞
の
中
へ
、
無
理
論
の
泥
海
の
中
へ
曳
き
ず
り
こ
ま
う
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
此
の
修
正
論
で
あ
る
。

　
何
故
な
ら
、
こ
ゝ
で
文
学
の
本
質
と
い
ふ
も
の
は
全
く
説
明
さ
れ
て
も
ゐ
ず
、
且
つ
彼
等
は
こ
れ
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
少
し
も
示
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
秘
的
な
、
分
析
す
る
こ
と
も

説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
一
種
不
可
思
議
な
霊
域
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
設
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
一
番
い
け
な
い
の
は
、
こ
の
態
度
を
当
然
で
あ
る
と
是
認
し
、
公
言
さ
へ
も
し
て
ゐ
る
こ

と
で
あ
る
。

5



　
昔
の
化
学
者
は
、
火
と
い
ふ
も
の
ゝ
本
質
を
設
定
し
、
こ
れ
を
フ
ロ
ジ
ス
ト
ン
と
命
名
し
た
。
火
を
生

ぜ
し
め
る
も
の
は
フ
ロ
ジ
ス
ト
ン
の
作
用
で
あ
る
と
信
ず
る
こ
と
に
よ
り
て
満
足
し
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が

酸
素
の
発
見
に
よ
り
て
、
火
は
、
可
燃
物
質
に
一
定
の
熱
と
酸
素
と
を
加
へ
る
こ
と
に
よ
り
て
生
ず
る
と

い
ふ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
フ
ロ
ジ
ス
ト
ン
と
い
ふ
神
秘
的
存
在
が
、
酸
素
と
い
ふ
、
具
体
的
な
、

大
気
の
中
に
も
水
の
中
に
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
元
素
と
し
て
正
体
を
暴
露
し
て
来
た
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、

生
命
の
問
題
に
関
す
る
旧
生
物
学
者
の
態
度
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
彼
等
は
、
生
命
物
質
の
中
に
は
生
気

と
い
ふ
も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
て
、
こ
れ
あ
る
が
た
め
に
生
命
物
質
は
無
生
物
質
か
ら
区
別
さ
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
と
信
じ
て
安
ん
じ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
の
実
験
生
物
学
者
は
、
生
命
の
神
秘
を
細
胞
の
原
形

質
の
中
に
さ
ぐ
り
、
そ
の
化
学
的
構
成
、
電
気
的
性
質
、
膠
質
状
態
の
研
究
等
、
い
ろ
〳
〵
な
方
面
か
ら
、

こ
の
神
秘
に
肉
薄
し
、
既
に
生
命
物
質
を
合
成
せ
ん
と
す
る
真
面
目
な
企
図
に
ま
で
発
展
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
種
々
の
有
機
物
質
の
合
成
が
成
功
し
た
こ
と
、
生
命
物
質
を
人
工
的
要
約
の
も
と
に
発

育
せ
し
め
る
こ
と
が
成
功
し
た
こ
と
等
は
、
研
究
者
た
ち
を
勇
気
づ
け
、
そ
の
研
究
の
前
途
に
少
か
ら
ぬ

光
明
を
投
げ
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
未
だ
生
命
の
神
秘
を
分
析
し
つ
く
し
て
は
ゐ
な
い
。
け

れ
ど
も
他
日
　
　
早
か
れ
お
そ
か
れ
　
　
そ
れ
が
分
析
さ
れ
る
だ
ら
う
こ
と
を
十
分
に
期
待
し
得
る
の
で

あ
る
。
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か
く
の
如
き
自
然
科
学
の
方
面
に
於
け
る
、
研
究
者
の
孜
々
た
る
努
力
と
、
赫
々
た
る
成
果
と
か
ら
眼

を
転
じ
て
文
学
理
論
の
混
沌
た
る
現
状
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
神
秘
主
義
が
大
手
を

ふ
つ
て
歩
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
殆
ん
ど
誰
も
が
、
そ
れ
を
と
が
め
よ
う
と
し
な
い
。
た
ゞ
私
た
ち
は
、

過
去
に
於
て
、
自
然
主
義
の
文
学
理
論
の
中
に
、
は
じ
め
て
、
文
学
の
神
秘
を
解
剖
せ
ん
と
す
る
努
力
を

見
た
。
し
か
し
、
性
急
な
理
論
家
た
ち
は
　
　
文
学
者
は
科
学
者
の
や
う
な
忍
耐
力
を
欠
い
て
ゐ
る
　
　

問
題
が
一
挙
に
解
決
さ
れ
な
か
つ
た
た
め
に
、
問
題
は
解
決
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
断
念
し
た
。

ゾ
ラ
や
テ
エ
ヌ
の
説
が
不
完
全
で
あ
つ
た
も
の
だ
か
ら
、
彼
等
の
事
業
そ
の
も
の
が
す
つ
か
り
徒
労
で
あ

つ
た
と
早
合
点
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
、
彼
等
の
事
業
を
ひ
き
つ
い
で
、
こ
れ
を
修
正
し
、
大
成
し
て

ゆ
か
う
と
つ
と
め
る
か
は
り
に
、
再
び
神
秘
の
中
へ
廻
れ
右
を
し
た
。
元
来
或
る
理
論
の
体
系
を
一
個
人

の
一
生
で
完
成
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
と
言
つ
て
も
よ
い
程
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
神
秘
の
雲
の

深
く
と
ざ
さ
し
て
ゐ
る
処
女
地
を
開
拓
す
る
場
合
に
於
て
は
、
こ
の
困
難
は
一
層
甚
だ
し
い
。
ほ
ん
の
、

大
ま
か
な
理
論
の
輪
廓
を
印
し
づ
け
る
こ
と
だ
け
で
も
、
人
間
の
一
代
を
要
す
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得

る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
主
義
文
学
の
理
論
家
の
業
績
を
、
私
た
ち
は
、
少
し
で
も
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

彼
等
は
少
な
く
も
、
混
沌
た
る
文
学
理
論
を
体
系
化
し
よ
う
と
し
、
か
つ
、
或
る
程
度
ま
で
そ
れ
を
成
し

と
げ
た
の
だ
か
ら
。
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私
た
ち
は
、
真
実
の
基
礎
の
上
に
た
て
る
研
究
は
、
そ
の
前
途
が
ど
れ
程
荊
棘
に
満
ち
て
ゐ
よ
う
と
も
、

こ
れ
を
追
及
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
ひ
思
ひ
の
独
断
の
城
廓
に
た
て
こ
も
る
こ
と
は
容
易
で
も
あ
り
、

か
つ
、
文
学
理
論
の
今
日
の
や
う
な
状
態
に
於
て
は
、
そ
れ
が
功
名
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
か

も
知
れ
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
は
、
或
る
学
問
の
系
統
的
進
歩
に
何
等
稗
益
す
る
も
の
で
は
な
い
。

却
つ
て
、
さ
う
い
ふ
試
み
は
、
或
る
学
問
を
混
沌
と
無
理
論
に
導
く
も
の
で
あ
る
。

　
私
が
以
上
に
述
べ
た
や
う
な
見
地
に
た
つ
た
と
き
、
は
じ
め
て
、
形
而
上
学
的
文
学
理
論
は
屏
息
す
る

で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
文
学
理
論
は
真
実
の
科
学
的
基
礎
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
文
学
理
論
に
於
け
る
諸
流
派

　
私
は
、
前
節
に
於
て
、
自
然
主
義
の
文
学
理
論
に
、
真
の
科
学
的
基
礎
に
た
つ
文
学
論
の
萌
芽
が
見
ら

れ
る
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
、
次
の
や
う
な
抗
議
を
多
く
の
人
か
ら
受

け
る
だ
ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
ゐ
る
。

『
君
は
自
然
主
義
の
理
論
に
共
鳴
し
て
ゐ
る
か
ら
さ
う
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
自
分
は
、
君
が
自
然
主
義
に

共
鳴
し
て
ゐ
る
の
と
同
じ
権
利
に
よ
つ
て
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
　
　
或
は
フ
ユ
チ
ユ
リ
ズ
ム
其
の
他
如
何
な
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る
流
派
で
も
よ
い
　
　
の
理
論
に
共
鳴
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
自
分
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
理
論
こ
そ
真
の

文
学
理
論
だ
と
思
ふ
。
如
何
な
る
理
論
を
真
実
と
す
る
か
は
、
結
局
、
如
何
な
る
理
論
を
信
ず
る
か
に
よ

つ
て
決
す
る
の
だ
。
ど
ん
な
理
論
も
そ
れ
／
″
＼
同
様
の
存
在
権
を
有
す
る
。
そ
の
何
れ
を
信
ず
る
か
は

個
人
々
々
の
趣
味
性
格
に
よ
つ
て
決
す
る
の
だ
』

　
以
上
の
や
う
な
主
張
に
共
鳴
す
る
人
々
は
、
文
学
の
世
界
に
は
極
め
て
多
数
に
の
ぼ
る
で
あ
ら
う
と
私

は
信
ず
る
。
こ
の
主
張
は
文
学
の
理
論
は
結
局
独
断
論
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
る
人
々
に
は
、
非
常
に
尤
も

ら
し
く
映
ず
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
こ
そ
、
ま
さ
に
私
た
ち
が
排
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
々
白
々
な
理
論
の
否
認
で
あ
る
。
混
沌
の
讃
美
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
二
つ
以
上
の
真
理
が
両
立
す
る
と
い
ふ
論
理
的
矛
盾
を
呈
示
す
る
。
か
う
い
へ
ば
、
反
対
者

は
、
有
名
な
ポ
ア
ン
カ
レ
の
パ
ラ
ド
ツ
ク
ス
を
思
ひ
浮
べ
る
か
も
知
れ
な
い
。
彼
は
、
地
球
が
太
陽
の
周

囲
を
ま
は
つ
て
ゐ
る
と
す
る
の
も
太
陽
が
地
球
の
周
囲
を
ま
は
つ
て
ゐ
る
と
す
る
の
も
、
い
づ
れ
が
真
理

で
あ
る
と
は
言
へ
な
い
。
い
ず
れ
の
説
明
が
便
利
で
あ
る
か
と
言
ひ
得
る
の
み
で
あ
る
と
主
張
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
驚
く
べ
き
説
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
結
局
同
じ
真
理
を

如
何
に
言
ひ
あ
ら
は
す
か
と
い
ふ
表
現
の
問
題
に
帰
す
る
こ
と
を
私
た
ち
は
容
易
に
発
見
す
る
。
私
が
東

京
か
ら
大
阪
へ
行
つ
た
と
い
ふ
の
も
、
大
阪
が
私
の
脚
下
ま
で
動
い
て
来
た
と
い
ふ
の
も
、
地
球
外
の
観

9



測
者
に
と
つ
て
は
物
理
的
に
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
私
を
規
準
に
す
る
よ
り
も
、
地
球
を
規
準
に
す

る
方
が
便
利
な
だ
け
で
あ
る
。
ポ
ア
ン
カ
レ
が
太
陽
と
地
球
と
の
運
動
に
つ
い
て
言
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
そ

れ
と
同
様
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
地
球
、
或
は
そ
の
他
如
何
な
る
惑
星
　
　
木
星
で
も
海
王
星
で
も
　
　

を
規
準
と
し
て
ゞ
も
太
陽
系
の
運
動
を
算
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
か
く
し
て
得
ら
れ
た
結
果
は

完
全
に
真
理
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
太
陽
を
規
準
に
す
る
の
が
最
も
簡
単
で
あ
り
便
利
で
あ
る
の
で
あ
る
。

即
は
ち
、
ポ
ア
ン
カ
レ
の
主
張
は
、
決
し
て
真
理
の
任
意
性
を
ゆ
る
す
も
の
で
は
な
く
て
、
真
理
の
唯
一

な
る
こ
と
は
十
分
に
み
と
め
て
そ
の
表
現
の
規
準
を
便
利
と
い
ふ
こ
と
に
お
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
種
々
の
イ
ズ
ム
の
文
学
理
論
を
、
同
じ
権
利
を
も
つ
て
ゆ
る
す
こ
と
は
、
真
理
に
種
々
あ

る
こ
と
を
ゆ
る
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
論
理
の
根
本
原
則
と
明
白
に
矛
盾
す
る
。
そ
れ
故
に
、
私
は
、

種
々
の
立
場
か
ら
の
文
学
理
論
が
、
い
ず
れ
も
同
様
に
正
し
い
と
い
ふ
説
に
く
み
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
ゝ
で
私
た
ち
は
、
見
か
け
上
最
も
ま
こ
と
し
や
か
な
弁
駁
に
ぶ
つ
ゝ
か
る
。
即
は
ち
存
在
す
る
も
の

は
凡
て
合
理
的
で
あ
る
と
い
ふ
説
、
そ
れ
か
ら
、
凡
て
の
理
論
は
そ
れ
／
″
＼
真
理
の
一
部
を
蔵
し
て
ゐ

る
の
で
あ
つ
て
、
絶
対
真
理
と
い
ふ
も
の
は
な
い
と
い
ふ
説
と
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
等
の
説
の
正
否
は
、
か
ゝ
つ
て
、
そ
の
解
釈
の
し
か
た
に
よ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
、
凡
べ
て
理

由
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
第
一
の
説
は
た
ゞ
し
い
。
た
と
へ
ば
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ

10文学の本質について（一）



ム
の
文
学
が
生
れ
た
の
に
は
、
そ
れ
が
生
れ
る
理
由
が
あ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
気
紛
れ
に
生
れ
て
気
紛
れ

に
滅
び
た
の
で
は
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
こ
の
説
は
正
し
い
と
言
へ
る
。
こ
れ
は
凡
て
の
現
象
の
決
定
性

を
主
張
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
象
の
因
果
関
係
の
認
識
に
他
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
在

す
る
も
の
は
、
す
べ
て
い
つ
ま
で
も
正
当
な
存
在
権
を
も
つ
と
い
ふ
風
に
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
説
は
明

か
に
暴
論
で
あ
る
。
現
象
は
流
動
す
る
。
或
る
一
定
時
刻
に
正
当
で
あ
つ
た
存
在
も
、
次
の
時
期
に
於
て

は
正
当
で
な
く
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
必
然
で
あ
る
。
か
く
て
、
卵
の
と
き

に
正
当
で
あ
つ
た
卵
殻
が
、
雛
の
時
に
は
無
用
の
長
物
と
な
り
、
そ
れ
を
破
棄
す
る
こ
と
が
正
当
と
な
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
或
る
目
的
を
規
準
に
し
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
発
生
の
そ
も
〳
〵
の
は
じ
め
か
ら
正
当
で

な
い
存
在
も
あ
る
。
人
間
の
生
命
を
規
準
に
し
て
考
へ
る
な
ら
ば
コ
レ
ラ
菌
の
存
在
は
、
は
じ
め
か
ら
正

当
で
な
い
。
し
か
も
コ
レ
ラ
菌
が
一
定
の
条
件
の
も
と
に
発
生
す
る
こ
と
は
完
全
に
必
然
で
あ
る
。
因
果

の
原
理
は
破
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
文
学
理
論
を
科
学
的
基
礎
に
お
く
と
い
ふ
目
的
の
た
め

に
は
、
一
切
の
非
科
学
的
理
論
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
に
は
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
自

然
主
義
と
が
、
文
学
理
論
の
領
域
に
於
て
同
等
の
市
民
権
を
要
求
し
て
も
無
益
で
あ
る
。
私
た
ち
が
目
的

を
意
識
す
る
瞬
間
に
そ
こ
に
価
値
の
別
が
生
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
価
値
の
軽
重
は
、
い
づ
れ
が
よ
り
科
学

的
で
あ
る
か
と
い
ふ
一
点
に
よ
り
て
き
ま
る
。
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次
に
、
凡
て
の
理
論
が
そ
れ
／
″
＼
真
理
の
一
部
を
蔵
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
絶
対
真
理
と
い
ふ
も

の
は
な
い
と
い
ふ
説
に
移
ら
う
。
「
凡
て
の
」
と
い
ふ
の
は
純
然
た
る
修
辞
で
あ
る
。
雷
を
空
中
電
気
の

現
象
で
あ
る
と
す
る
説
と
、
ジ
ユ
ピ
タ
ー
の
怒
り
に
帰
す
る
説
と
は
絶
対
に
両
立
し
な
い
。
い
づ
れ
か
一

つ
が
真
理
で
あ
る
か
、
い
づ
れ
も
虚
偽
で
あ
る
か
の
二
つ
の
場
合
は
可
能
で
あ
る
が
、
二
つ
と
も
真
理
で

あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
二
つ
と
も
真
理
の
一
部
を
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
「
凡
て
の
」
と
い
ふ
形
容
詞
を
と
り
去
つ
て
し
ま
へ
ば
こ
の
命
題
は
成
り
た
つ
。
た
と
え

ば
、
生
物
進
化
の
説
明
と
し
て
の
ダ
ー
ウ
イ
ニ
ズ
ム
と
ラ
マ
ル
キ
ズ
ム
と
は
い
づ
れ
も
真
理
の
一
部
を
蔵

し
て
ゐ
る
と
言
ひ
得
る
。
だ
が
、
問
題
は
そ
れ
か
ら
先
に
横
は
る
。
若
し
、
こ
の
両
者
が
、
そ
れ
／
″
＼

真
理
の
一
部
を
蔵
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
真
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
と
る
べ
き
態
度
は
二
通
り

し
か
あ
り
得
な
い
。
即
ち
、
い
づ
れ
か
の
一
方
に
他
方
の
真
理
を
包
摂
す
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
、
両
者
を

と
も
に
脱
却
し
て
、
両
者
を
綜
合
す
る
一
層
高
い
見
地
に
ま
で
の
ぼ
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
双

方
と
も
に
、
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ゝ
認
め
る
と
い
ふ
態
度
は
無
理
論
主
義
者
の
態
度
で
あ
り
、
理
論
の
否
認

で
あ
る
。
私
た
ち
は
二
つ
の
理
論
を
闘
争
せ
し
め
て
、
い
づ
れ
か
を
し
て
他
を
克
服
せ
し
め
る
か
、
或
は
、

両
者
を
綜
合
す
る
よ
り
高
い
段
階
に
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
の
説
明
に
よ
り
て
、
私
は
、
事
実
と
し
て
は
、
文
学
上
の
種
々
の
流
派
の
存
在
理
由
を
認
め
る
に
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拘
ら
ず
、
理
論
と
し
て
は
、
凡
て
の
流
派
の
理
論
を
同
一
の
存
在
権
利
を
も
つ
も
の
と
し
て
許
す
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
文
学
理
論
は
、
他
の
諸
科
学
の
理
論
と
同

様
に
、
唯
一
の
体
系
に
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
ど
れ
程
遠
い
将
来
に
於
て
ゞ
も
、
そ
れ
は
組
織

さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
但
し
私
は
、
そ
れ
を
信
ず
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
私
自
身
が
、
い
ま
す
ぐ
に
こ
の
大
事

業
に
着
手
し
よ
う
と
は
全
然
思
つ
て
ゐ
な
い
。
ま
た
、
今
後
、
文
学
上
の
種
々
の
流
派
が
生
滅
す
る
で
あ

ら
う
こ
と
は
確
実
と
い
つ
て
も
よ
い
。
が
し
か
し
、
そ
の
場
合
私
た
ち
は
、
事
実
の
前
に
屈
服
し
て
、
み

ん
な
正
し
い
の
だ
と
い
ふ
や
う
な
折
衷
主
義
に
堕
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
文
学
は
何
の
た
め
に
生
れ
何
の
た
め
に
存
す
る
か

　
私
は
、
文
学
の
本
質
と
い
ふ
ア
プ
リ
オ
リ
を
す
て
た
。
そ
れ
と
同
じ
理
由
に
よ
り
て
、
今
度
は
、
文
学

は
何
の
た
め
に
生
れ
、
何
の
た
め
に
存
す
る
か
と
い
ふ
問
ひ
に
対
し
て
も
、
先
験
的
な
解
答
を
断
乎
と
し

て
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
解
答
と
し
て
私
た
ち
は
、
少
く
も
次
の
三
つ
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
Ａ
、
文
学
と
は
、
私
た
ち
が
、
そ
の
思
想
感
情
を
表
現
す
る
に
あ
た
つ
て
と
る
一
つ
の
形
式
で
あ
つ
て
、
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発
表
或
は
表
現
そ
の
も
の
が
既
に
文
学
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
目
的
は
な
い
。

　
Ｂ
、
文
学
の
目
的
は
、
読
者
を
よ
ろ
こ
ば
す
こ
と
に
あ
る
。
作
者
の
発
表
欲
、
表
現
欲
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
で
は
な
く
て
、
読
者
に
、
高
雅
な
情
操
を
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
Ｃ
、
文
学
の
目
的
は
、
啓
蒙
的
な
も
の
で
あ
る
。
文
学
作
品
は
読
者
を
教
へ
る
も
の
を
も
つ
て
ゐ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
よ
つ
て
人
生
を
、
社
会
を
よ
り
よ
く
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
の
三
つ
の
目
的
に
随
つ
て
、
文
学
の
理
論
は
そ
れ
／
″
＼
異
つ
た
体
系
を
も
ち
得
る
。
し
か
る
に
、

前
節
に
於
て
、
私
が
述
べ
た
理
由
に
よ
り
て
、
こ
れ
等
の
異
つ
た
体
系
の
並
立
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
ゝ
に

於
て
、
問
題
は
、
一
転
し
て
解
き
が
た
い
紛
糾
の
中
に
入
る
や
う
に
見
え
る
、
だ
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う

に
さ
う
な
の
で
あ
ら
う
か
？

　
私
は
以
上
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
を
、
こ
れ
こ
そ
真
の
文
学
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
説
に
は
く
み
し
が

た
い
。
理
論
と
い
ふ
も
の
は
成
る
べ
く
単
純
な
程
よ
い
。
し
か
し
、
真
理
は
あ
ま
り
単
純
で
な
い
場
合
が

あ
る
。
単
純
で
な
い
真
理
を
、
単
純
な
理
論
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
時
、
真
理
は
理
論
か
ら
逸
脱
し
て
、

理
論
は
空
論
と
な
る
。

　
私
は
、
文
学
の
目
的
及
び
機
能
は
、
社
会
が
進
化
し
、
従
つ
て
文
学
そ
の
も
の
が
進
化
す
る
に
つ
れ
て

か
は
つ
て
ゆ
く
と
思
ふ
。
唯
一
絶
対
の
目
的
を
文
学
に
課
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
と
思
ふ
。
し
か
も
、
そ
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れ
は
私
が
思
う
だ
け
で
な
く
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
文
学
に
限
ら
な
い
。
建
築
を
例
に
と
ら
う
。
人

間
が
最
初
家
屋
を
こ
し
ら
へ
た
目
的
は
、
雨
露
を
し
の
ぐ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、

建
築
術
の
不
断
の
進
歩
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
目
的
で
は
満
足
で
き
な
く
し
た
。
今
日
の
建
築
は
、
審
美

的
な
見
地
か
ら
も
設
計
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
。
衣
服
に
し
て
も
さ
う
で
あ
つ
て
、
当
初
は
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め

の
も
の
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
の
が
、
後
に
は
、
装
飾
と
し
て
の
目
的
を
よ
り
多
く
も
つ
や
う
に
な
つ
て

来
て
ゐ
る
。
（
尤
も
熱
帯
人
の
衣
服
は
は
じ
め
か
ら
装
飾
を
目
的
と
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
説
も
あ
る
が
。
）

　
か
く
て
、
文
学
も
、
そ
の
発
生
の
当
初
に
於
て
は
、
単
に
感
情
の
表
現
の
一
形
式
で
あ
つ
た
に
相
違
な

い
。
表
現
と
い
ふ
こ
と
そ
の
こ
と
が
既
に
文
学
の
目
的
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
今
日
の
文
学
に
も
、
そ

の
痕
跡
は
ゝ
つ
き
り
残
つ
て
ゐ
る
。
中
世
時
代
の
抒
情
詩
人
の
文
学
、
近
世
の
唯
美
派
の
文
学
等
に
は
、

わ
け
て
も
そ
の
特
色
が
目
立
つ
の
み
な
ら
ず
、
い
つ
の
時
代
に
で
も
若
い
人
々
が
、
他
人
に
発
表
し
よ
う

と
い
ふ
希
望
も
意
思
も
な
し
に
、
た
ゞ
自
己
の
心
中
か
ら
湧
き
で
る
ま
ゝ
の
思
想
感
情
を
紙
に
書
き
つ
け

て
楽
し
ん
で
ゐ
る
場
合
、
表
現
そ
の
も
の
が
文
学
の
目
的
と
な
つ
て
ゐ
る
と
言
ひ
得
る
。

　
け
れ
ど
も
、
社
会
が
一
定
度
の
複
雑
な
組
織
に
な
つ
て
来
る
と
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
と
い
ふ
目
的
が
、

こ
れ
に
明
白
に
加
は
つ
て
来
る
。
単
に
自
分
が
楽
し
む
だ
け
で
は
な
く
て
、
読
む
も
の
を
楽
し
ま
せ
る
と

い
ふ
役
割
を
文
学
が
も
つ
て
来
る
に
至
る
の
は
、
け
だ
し
、
最
も
自
然
な
発
展
の
径
路
で
も
あ
ら
う
。
近
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世
の
君
主
国
に
見
る
宮
廷
文
学
、
封
建
時
代
の
御
用
文
学
、
そ
れ
か
ら
、
今
日
の
商
業
文
学
（
文
学
作
品

が
完
全
に
商
品
化
し
た
時
代
の
文
学
を
さ
す
）
等
に
は
、
こ
の
目
的
が
特
に
鮮
明
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
貴
族
、
君
主
、
又
は
今
日
の
場
合
で
は
一
般
購
買
者
を
喜
ば
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
文
学
は
存
続

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
の
啓
蒙
文
学
、
更
に
そ
の
発
展
し
た
宣
伝
文
学
、
革
命
文
学
に
於
て
、
私
た
ち
は
、
も
う
一
度
目

的
の
進
化
を
そ
こ
に
見
る
。
単
に
読
者
を
た
の
し
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
て
、
読
者
の
心
に
何
物
か
を
与
へ
、

そ
れ
に
よ
つ
て
読
者
を
啓
蒙
し
、
人
類
社
会
の
改
善
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
し
め
よ
う
と
意
欲
す
る
に

至
る
の
も
、
こ
れ
亦
、
至
極
当
然
の
径
路
で
あ
る
。
十
八
世
紀
の
啓
蒙
文
学
、
今
日
の
社
会
主
義
文
学
、

そ
れ
か
ら
、
多
く
の
宗
教
文
学
な
ど
に
こ
の
特
色
は
目
立
つ
て
ゐ
る
。

　
以
上
の
諸
目
的
（
そ
の
他
に
も
あ
げ
得
る
で
あ
ら
う
）
の
う
ち
で
、
い
づ
れ
が
、
真
正
の
、
本
来
の
文

学
の
目
的
で
あ
る
か
と
い
ふ
疑
問
は
、
私
に
よ
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
今
日
に
於
て
は
、
恐
ら
く
す
べ
て

の
文
学
が
、
以
上
の
目
的
を
そ
れ
／
″
＼
分
有
し
て
ゐ
る
で
も
あ
ら
う
。
従
つ
て
、
傾
向
的
な
文
学
は
、

文
学
の
本
質
に
矛
盾
す
る
と
か
、
啓
蒙
文
学
は
第
二
義
の
文
学
だ
と
か
、
社
会
主
義
文
学
は
文
学
の
邪
道

で
あ
る
と
か
い
ふ
非
難
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
社
会
主
義
文
学
で
な
け
れ
ば
真
の
文
学
で
な

い
と
い
ふ
や
う
な
非
難
も
成
立
し
な
い
。
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こ
の
私
の
説
は
、
前
に
私
が
述
べ
た
文
学
理
論
に
二
つ
以
上
の
流
派
を
認
め
な
い
と
い
ふ
主
張
と
矛
盾

し
、
私
を
し
て
、
私
が
避
け
よ
う
と
力
め
て
ゐ
る
折
衷
論
の
中
へ
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
陥
ら
し
め
る

も
の
ゝ
や
う
に
見
え
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
単
に
外
観
的
だ
け
で
あ
る
。
二
つ
以
上
の
流
派
を
許
さ

な
い
の
は
、
一
の
体
系
に
他
の
異
質
的
体
系
の
混
在
を
許
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
雷
を
説
明
す
る
に
あ
た

つ
て
、
電
気
の
体
系
と
神
話
の
体
系
と
の
混
合
折
衷
を
許
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
や
う
な
異
質
的
な
二

つ
の
体
系
は
互
に
補
足
し
あ
ふ
こ
と
も
、
両
立
す
る
こ
と
も
で
き
は
し
な
い
。
両
者
は
た
ゞ
排
撃
し
あ
ふ

の
み
で
あ
る
。
一
方
が
成
立
す
る
か
両
方
と
も
と
も
倒
れ
に
な
つ
て
、
よ
り
包
括
的
な
説
明
に
代
ら
れ
る

か
の
い
づ
れ
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
文
学
の
目
的
の
進
化
の
場
合
は
さ
う
で
な
い
。
文
学
が
、
発
生
の
そ
も
〳
〵
の
は
じ
め
か

ら
今
日
に
至
る
ま
で
唯
一
の
目
的
し
か
も
つ
て
ゐ
な
い
と
す
る
の
は
却
つ
て
純
然
た
る
独
断
で
あ
つ
て
、

何
物
も
そ
れ
が
必
然
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
な
い
。
却
つ
て
、
文
学
は
す
べ
て
の
人
間
の
所
産
と
同

じ
く
進
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
文
学
の
進
化
は
同
時
に
文
学
の
目
的
そ
の
も
の
ゝ
進
化

と
も
な
る
こ
と
こ
そ
、
事
実
が
そ
れ
を
呈
示
し
、
理
論
の
統
一
性
が
こ
れ
を
要
求
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
私
た
ち
は
、
今
日
の
階
級
的
文
学
が
闘
争
を
生
命
と
す
る
事
実
を
否
認
す
る
た
め
に
文
学
の

目
的
は
闘
争
で
な
い
と
い
ふ
独
断
論
を
つ
く
り
出
す
必
要
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
こ
れ
を
是
認
す
る
た
め
に
、
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文
学
は
そ
も
〳
〵
闘
争
的
で
あ
つ
た
と
い
ふ
牽
強
附
会
な
理
論
を
急
造
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
七
・
三
、
新
潮
）
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