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文
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
本
年
の
初
頭
か
ら
民
衆
と
知
識
階
級
と
の
社
会
関
係
の
再
吟
味
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
り
あ
げ
ら
れ
か
た
は
一
種
独
特
な
色
調
を
帯
び
て
い
て
、
例
え

ば
、
『
文
学
界
』
の
同
人
達
に
よ
っ
て
喧
し
く
提
案
さ
れ
た
文
壇
否
定
、
従
来
の
意
味
で
の
職
業
的
文
壇

的
作
家
の
否
定
、
文
学
の
大
衆
化
の
声
は
、
不
思
議
に
も
常
に
今
日
の
民
衆
が
お
か
れ
て
い
る
文
化
の
貧

困
と
水
準
の
低
さ
と
を
そ
れ
な
り
に
肯
定
し
た
上
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
論
者
は
、
浪
花
節
を

何
よ
り
す
き
と
思
っ
て
い
る
民
衆
の
感
情
に
ぴ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
を
作
家
は
創
造
し
て
大
衆
化
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
大
衆
に
わ
か
る
よ
う
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
谷

川
徹
三
氏
は
そ
の
「
文
化
均
衡
論
」
で
、
現
代
は
民
衆
の
文
化
水
準
と
知
識
人
の
文
化
水
準
と
が
、
社
会

機
構
の
欠
陥
か
ら
余
り
隔
絶
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
知
識
人
は
民
衆
が
現
実
と
し
て
も
っ
て
い
る
文

化
水
準
へ
歩
み
よ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
新
た
な
文
化
の
生
育
の
可
能
と
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
芽
と
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
誰
に
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
主
張
に
は
互
に
共
通
な
い
く
つ
か
の
根
本
的
な
誤
り
が
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
『
文
学
界
』
の
提
案
も
谷
川
氏
の
思
索
も
、
ど
ち
ら
も
民
衆
の
今
日
の
文
化

水
準
の
低
さ
、
貧
し
さ
と
い
う
も
の
を
固
定
的
に
そ
れ
な
り
に
肯
定
し
て
、
結
果
と
し
て
は
知
識
人
を
そ
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れ
に
追
随
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
民
衆
は
今
日
の
文
化
的
貧
困
を
自
覚
す
る
と
し
な
い
と

に
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
希
望
し
て
そ
の
よ
う
な
低
さ
、
貧
し
さ
を
求
め
、
そ
こ
に
止
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
に
在
ら
し
め
て
い
る
社
会
的
な
事
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
も
し
、
文
化
の
問
題
を
云
々

す
る
人
々
が
、
文
化
の
水
準
の
質
的
、
量
的
な
貧
弱
さ
と
豊
富
さ
、
高
さ
と
低
さ
と
を
歴
史
の
光
に
照
ら

し
て
客
観
的
に
比
較
評
価
す
る
力
を
失
っ
て
、
現
象
的
に
目
前
多
数
者
の
持
つ
レ
ベ
ル
は
こ
こ
で
あ
る
か

ら
、
と
世
界
的
低
賃
銀
で
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
の
民
衆
の
、
そ
れ
に
応
じ
て
高
く
あ
ろ
う

筈
の
な
い
文
化
水
準
に
適
応
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
に
引
止
め
る
役
割
を
も
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
等
の
任

務
は
果
し
て
進
歩
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
民
衆
の
文
化
水
準
と
い
う
も
の
も
、
現
実
に
は
決
し
て
お
お
ざ
っ
ぱ
な
一
口
で
は
い
え
な
い
も
の
で
あ

る
。
民
衆
、
或
は
大
衆
と
い
う
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
が
既
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

に
、
様
々
の
現
実
の
因
子
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
進
歩
的
な
、
積
極
的
な
、
歴
史
の
先
頭
を
行
っ
て
、
そ

の
風
波
に
堪
え
る
力
を
も
っ
た
要
素
と
、
時
の
大
勢
に
そ
ろ
そ
ろ
と
つ
い
て
ゆ
く
部
分
と
、
最
後
ま
で
保

守
的
な
力
と
し
て
の
こ
り
、
反
動
的
に
存
在
す
る
部
分
と
が
動
的
な
相
互
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
民
衆
の

文
化
力
を
語
る
場
合
に
も
見
落
さ
れ
な
い
社
会
的
な
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
全
く
同
じ
事
実
が
、
知
識
人
の
社
会
的
文
化
的
活
動
に
つ
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
知
識
人
、
イ
ン
テ
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リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
い
う
と
、
知
識
人
自
身
の
間
に
の
こ
っ
て
い
る
習
慣
的
な
概
括
で
、
合
理
的
な
頭
脳
の

活
動
を
も
ち
、
学
識
と
広
い
知
的
鍛
練
に
よ
っ
て
現
実
を
客
観
的
な
歴
史
の
真
実
に
於
て
進
歩
的
に
把
握

し
得
る
人
々
の
よ
う
に
思
う
が
、
こ
の
概
括
は
必
し
も
現
実
に
即
し
て
い
な
い
。
今
日
の
知
識
人
は
著
し

い
社
会
の
階
級
的
分
化
の
間
に
生
き
て
い
る
。
明
治
初
年
か
ら
興
隆
期
に
か
け
て
の
ご
く
短
い
期
間
は
、

日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
も
知
的
進
歩
性
は
摩
擦
少
な
く
興
隆
す
る
支
配
力
と
共
に
あ
り
得
た
の
で

あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
真
実
の
知
性
は
社
会
的
矛
盾
を
観
破
し
、
帰
趨
を
明
ら
か
に
す
る
が
故
に
、
知

識
人
に
対
し
て
も
民
衆
に
対
し
て
も
、
許
可
す
べ
き
も
の
で
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
民
衆
の
発
展
的
因

子
と
し
て
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
知
的
欲
求
は
、
そ
の
よ
う
な
前
進
的
欲
求
の
な
い
の
が 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

普﹅
通﹅
の﹅
民

衆
の
一
般
な
現
実
的
感
情
で
あ
る
と
い
う
強
引
な
結
論
と
政
策
に
よ
っ
て
今
日
圧
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
し
、
知
識
人
の
一
部
は
、
所
謂
進
歩
的
と
い
わ
れ
る
知
識
人
達
が
求
め
て
い
る
よ
う
な
合
理
性
や
人
間

性
の
自
覚
と
そ
の
発
露
の
要
求
は
民
衆
の
心
持
の
日
常
か
ら
遊
離
し
た
夢
、
公
式
で
あ
る
と
高
唱
し
て
、

知
識
人
み
ず
か
ら
人
間
的
知
性
の
殺
滅
に
動
員
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
氏
な
ど
が
、
民
衆

は
批
判
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
又
そ
ん
な
も
の
を
必
要
と
も
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
、
民
衆

の
知
性
と
文
学
に
お
け
る
現
実
の
批
判
性
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
文
化
反
動
が
、
大
衆
・
民
衆
の
心
持
へ
の
結
合
と
い
う
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
を
も
っ
て
強
力
に
行
わ
れ
て
い
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る
の
が
、
今
日
の
重
大
な
社
会
的
特
色
で
あ
る
と
思
う
。

　
大
衆
と
い
い
、
民
衆
と
い
い
、
昨
今
は
国
民
と
い
い
、
極
め
て
粗
笨
そ
ほ
ん
な
全
体
主
義
で
お
お
う
た
も
の
の

い
い
か
た
を
し
、
而
も
そ
の
全
体
の
水
準
を
生
活
全
面
で
最
低
ま
で
押
し
下
げ
て
お
い
て
、
全
体
と
い
う

言
葉
の
逆
用
に
よ
っ
て
、
大
衆
と
そ
の
一
部
と
し
て
の
知
識
人
の
進
歩
性
を
窒
息
さ
せ
て
い
る
の
が
現
実

の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
大
衆
課
税
、
物
価
騰
貴
が
大
衆
の
双
肩
に
か
か
っ
て
い
る
。
大
衆
の
文
化
を
圧
す
る
方
策
が
、
大
衆
の

現
実
と
い
う
名
に
お
い
て
大
衆
の
頭
上
に
ふ
り
か
か
っ
て
来
て
い
る
。
従
っ
て
、
大
衆
に
わ
か
る
小
説
を

書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
見
自
明
な
『
文
学
界
』
な
ど
の
提
案
も
、
嘗
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

運
動
が
、
文
学
の
大
衆
性
と
通
俗
性
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
作
品
行
動
の
上
で
も
努
力

し
た
、
そ
の
正
当
な
努
力
の
方
向
に
沿
う
て
再
吟
味
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
う
い
う
外
面
の
大
衆
へ
の

関
心
の
底
に
横
よ
こ
たわ
っ
て
い
る
顕
著
な
反
動
の
本
質
が
、
指
摘
さ
れ
な
い
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
私
た
ち
の
注
意
を
ひ
き
且
つ
周
密
な
自
省
を
求
め
て
い
る
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
文
化
面
を
も
ひ
き
く
る
め
て
の
こ
う
い
う
誤
っ
た
全
体
主
義
の
見
か
た
が
、
ど
う
し
て
今
日
大

衆
の
進
歩
的
な
部
分
、
知
識
人
の
進
歩
的
な
部
分
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
当
然
受
け
る
べ
き
だ
け
十
分
、
論
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点
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
反
撃
を
う
け
ず
に
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
心
理
的
な
諸
原
因
に
つ
い

て
、
も
っ
と
鋭
い
各
自
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
、
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
後
の
中
流
層
の
没
落
は
世
界
的
規
模
に
お
い
て
生
じ
た
。
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の

勤
労
者
階
級
化
の
傾
向
は
こ
れ
に
応
じ
て
必
然
に
生
じ
た
の
で
あ
り
、
更
に
一
九
二
九
年
の
恐
慌
以
後
今

日
に
至
る
一
般
の
不
況
は
、
益
々
深
刻
に
こ
の
社
会
的
現
象
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
十
年
前
に
労
働
予
備

軍
に
加
っ
た
人
々
の
生
活
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
傍
ら
、
新
し
い
青
年
層
の
無
産
者
化
が
大
量
に
行
わ
れ
つ

つ
あ
る
。
そ
れ
故
詳
し
く
具
体
的
に
見
れ
ば
、
今
日
の
大
衆
の
実
質
の
中
に
は
、
画
期
的
な
多
量
さ
で
知

識
人
要
素
が
内
包
さ
れ
て
来
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
大
衆
の
質
も
量
も
、
こ
の
十
年
間
に
大
い
に
変
化
し

て
来
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
解
放
運
動
の
思
想
が
入
っ
て
来
た
時
分
と
今
日
と
で
は
、
知
識
人
の
社
会
的
足
場
は
ず
ー
っ
と

動
い
て
来
て
い
る
。
左
翼
運
動
の
波
が
表
面
に
見
え
た
頃
、
進
歩
的
な
知
識
人
の
生
活
は
経
済
的
に
も
文

化
的
に
も
比
較
す
れ
ば
今
日
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
し
、
文
化
的
知
的
自
由
の
範
囲
も
広
か
っ
た
。

　
現
在
で
は
、
そ
う
い
う
指
導
的
な
方
向
が
表
面
か
ら
隠
さ
れ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
社
会
の

事
情
一
般
が
切
迫
し
て
来
て
お
り
、
知
識
人
は
全
く
大
衆
の
蒙
っ
て
い
る
と
同
一
の
重
荷
で
経
済
的
に
も

文
化
的
に
も
生
活
を
切
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
手
近
な
例
と
し
て
、
今
日
の
複
雑
な
時
局
に
つ
い
て
、
知
識
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人
は
、
ど
ん
な
広
い
客
観
的
視
野
、
批
判
の
自
由
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
に
ち
の
歴
史
の
局
面

に
つ
い
て
世
界
史
的
に
、
大
局
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
な
知
的
な
自
由
と
い
う
も
の
を
知
識

人
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
誰
で
も
読
む
新
聞
、
誰
で
も
聴
く
ラ
ジ
オ
と
軍
歌
、
演
説
が
知
識
人
の
知
識

の
糧
で
あ
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
ほ
ど
、
知
識
人
が
客
観
的
に
大
衆
な
み
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
う
。
大
衆
の
不
満
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
質
的
に
知
識
人
の
不
満
で
あ
る
。
お
し

か
ぶ
せ
の
全
体
主
義
へ
の
心
臓
か
ら
の
抗
議
が
こ
こ
か
ら
生
じ
る
と
思
う
。

　
情
勢
と
の
関
係
に
よ
っ
て
様
々
な
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
大
衆
の
進
歩
的
な
部
分
が
大
衆
と
し
て
の
有

形
、
無
形
の
発
言
の
力
で
あ
る
と
見
る
の
が
誤
り
で
な
い
以
上
、
大
衆
の
新
た
な
一
部
と
な
っ
て
来
て
い

る
知
識
人
的
要
素
が
、
や
は
り
大
衆
の
声
を
も
つ
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
非
常
に
微
妙
な
時
代
的
な
錯

綜
が
こ
こ
に
加
っ
て
い
る
。
所
謂
良
心
的
知
識
人
的
要
素
が
、
経
済
的
文
化
的
現
実
に
即
し
て
観
察
す
れ

ば
全
く
大
衆
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、
知
識
人
的
意
識
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
の
残
像
で
観
念
の
上
で

は
自
分
た
ち
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
性
を
自
意
識
し
な
が
ら
、
実
際
の
結
果
と
し
て
は
大
衆
の
お
く
れ

た
底
辺
に
順
応
し
て
い
る
よ
う
な
現
象
が
あ
る
。
良
心
的
、
進
歩
的
、
そ
し
て
又
、
左
翼
的
な
理
論
を
持

っ
て
い
る
よ
う
な
人
々
の
間
に
、
こ
の
現
象
は
現
代
日
本
の
歴
史
性
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
日
本
の
解
放

運
動
は
恐
ら
く
世
界
の
ほ
か
の
国
に
も
例
の
な
い
独
特
の
波
瀾
を
経
験
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
万
人

8全体主義への吟味



の
心
に
生
々
し
い
最
近
の
敗
北
の
結
果
、
日
本
の
労
働
者
階
級
の
歴
史
の
若
さ
か
ら
生
じ
た
所
謂
観﹅
念﹅
的﹅

な
傾
向
へ
の
反
省
が
一
種
の
感
傷
さ
え
伴
っ
て
、
今
日
で
は
大
衆
の
日
常
性
、
大
衆
の
現
実
に
即
す
と
い

う
方
向
へ
、
ど
っ
と
傾
い
て
い
る
。

　
こ
の
傾
向
の
中
に
は
、
も
と
よ
り
健
全
さ
が
在
る
。
な
み
な
み
な
ら
ぬ
犠
牲
を
は
ら
っ
て
到
達
し
つ
つ

あ
る
歴
史
の
成
育
の
過
程
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
輝
や
か
し
き
も
の
の
源

泉
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
泉
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
泉
の
周
囲
に
生
え
る
毒
草
や
飛
び

こ
む
害
虫
が
と
り
の
ぞ
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
ま
い
か
。

　
大
衆
、
民
衆
と
い
う
も
の
を
、
感
傷
的
に
一
般
化
し
て
気
分
的
に
そ
の
現
実
、
日
常
性
と
の
結
合
と
い

う
風
に
考
え
る
こ
と
に
は
、
幾
多
の
危
険
が
あ
る
。

　
昨
年
ご
ろ
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
声
が
あ
り
、
遅
々
と
し
て
発
展
の
困
難
を
示
し
て
い
る
が
、
日
本

に
お
け
る
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
解
、
把
握
の
内
部
に
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
要
因
と
並
ん
で

封
建
時
代
の
文
学
を
支
配
し
て
い
た
人
情
、
自
己
放
棄
の
陶
酔
感
な
ど
の
尾
が
脈
々
と
絡
み
つ
い
て
い
て
、

一
層
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

　
本
年
の
初
頭
に
、
横
光
利
一
氏
が
「
厨
房
日
記
」
と
い
う
小
説
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
奇
妙
な
民
族

の
優
越
性
の
解
釈
と
知
性
の
放
棄
と
を
主
張
し
、
流
石
さ
す
が
の
彼
の
追
随
者
た
ち
を
も
愕
お
ど
ろか
し
た
。
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そ
の
後
数
ヵ
月
を
経
て
、
森
山
啓
氏
の
「
収
獲
以
前
」
と
い
う
小
説
が
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
小
説
は
そ
の
作
品
と
し
て
の
成
功
不
成
功
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
識
人
と
民
衆
と
の
相
互
関
係
の
理
解

に
お
け
る
一
つ
の
反
映
と
し
て
、
今
日
尚
見
か
え
る
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
た
。
「
収
獲
以
前
」
は
、
一

般
の
読
者
に
作
者
と
殆
ん
ど
同
一
人
と
想
像
さ
せ
る
左
翼
的
な
主
人
公
を
め
ぐ
る
家
族
関
係
を
描
い
た
小

説
で
あ
る
。
作
者
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
世
界
観
や
も
の
の
見
か
た
に
と
ら
わ
れ
ず
素
直
に
素
直
に
と
志
し

て
こ
れ
ら
の
人
的
交
渉
を
描
い
た
こ
と
を
自
ら
の
新
し
い
立
場
と
し
て
語
っ
て
い
た
。

　
左
翼
的
詩
人
、
評
論
家
と
し
て
の
作
者
の
境
遇
は
、
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
推
察
す
れ
ば
勤

労
者
的
な
家
族
の
中
に
お
け
る
或
は
唯
一
人
の
知
識
人
、
意
識
人
で
あ
る
。
運
動
の
波
が
ひ
い
た
と
き
、

こ
の
作
者
は
自
分
の
ま
わ
り
に
あ
る
家
の
中
の
人
々
の
庶
民
的
な
顔
を
長
め
、
素
朴
な
、
自
然
発
生
的
な

生
き
か
た
を
眺
め
、
そ
れ
を
庶
民
的
な
、
民
衆
的
な
素﹅
直﹅
さ
と
し
て
胸
を
う
ご
か
さ
れ
、
自
分
自
身
も
素﹅

直﹅
に﹅
な﹅
っ﹅
て﹅
、
自
分
の
生
き
か
た
を
肯
定
し
て
い
る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
主
人

公
の
知
識
人
、
意
識
人
と
し
て
の
自
分
の
本
質
を
放
棄
し
た
民
衆
性
へ
の
追
随
と
、
民﹅
衆﹅
性﹅
、
庶﹅
民﹅
性﹅
、

そ
の
素﹅
直﹅
さ﹅
な
ど
と
い
う
も
の
の
解
釈
に
あ
る
感
傷
的
な
甘
さ
、
感
傷
的
な
観
念
性
が
、
時
代
的
な
も
の

と
し
て
関
心
を
ひ
く
の
で
あ
る
。

　
今
日
あ
る
年
齢
に
達
し
て
い
る
知
識
人
の
何
割
か
は
親
の
借
金
で
教
育
を
受
け
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
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ば
長
男
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
「
収
獲
以
前
」
の
主
人
公
の
よ
う
に
、
将
来
の
負
担
者
と
し
て
投
資
さ

れ
て
、
家
じ
ゅ
う
で
只
一
人
の
大
学
出
と
し
て
教
育
さ
れ
、
知
識
人
と
な
っ
て
い
る
。
勤
労
家
庭
か
ら
長

男
が
立
身
し
て
、
「
皆
を
楽
に
さ
せ
た
」
時
代
は
と
う
に
過
ぎ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
経
済
的
根
拠

に
立
っ
て
知
識
人
と
な
っ
た
青
年
た
ち
の
或
る
も
の
が
、
「
収
獲
以
前
」
の
主
人
公
の
よ
う
に
、
自
分
の

一
身
に
そ
ん
な
に
も
ま
ざ
ま
ざ
と
反
射
し
て
い
る
社
会
矛
盾
を
自
覚
し
て
、
思
想
的
に
傾
く
の
も
自
然
で

あ
る
。

　
多
難
な
運
動
は
、
バ
ラ
の
道
に
よ
っ
て
人
類
を
解
放
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
前
衛
と
し
て
の
知
識
人
の

負
う
艱
苦
、
犠
牲
は
運
動
の
退
潮
期
に
は
猛
烈
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
敗
北
の
跡
の
検
討
と
い
う
こ
と
は
、

冷
静
に
、
確
乎
性
を
も
っ
て
歴
史
的
な
眼
か
ら
行
わ
れ
難
い
。
船
が
難
破
し
か
か
っ
た
と
き
、
最
後
に
そ

の
船
を
転
覆
さ
せ
て
自
分
た
ち
の
命
も
す
て
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
、
舷
の
傾
い
た
方
へ
我
を
失
っ
て
塊
り

す
が
り
つ
く
未
訓
練
な
乗
客
の
重
量
で
あ
る
。
そ
の
通
り
の
こ
と
が
生
じ
て
来
る
。
批
判
は
発
展
的
に
さ

れ
ず
、
対
比
的
に
さ
れ
る
。
あ
あ
で
は
な
い
、
だ
か
ら
こ
う
、
と
、
一
方
へ
ぐ
っ
と
傾
く
。
こ
れ
ま
で
、

民
衆
を
指
導
す
る
な
ど
と
考
え
て
い
た
の
は
烏お
滸こ
の
沙
汰
で
あ
る
。
先
ず
自
分
か
ら
民
衆
の
一
人
と
な
っ

て
、
そ
の
日
常
の
内
へ
入
っ
て
、
し
か
る
後
云
々
と
い
う
こ
と
が
、
違
っ
た
形
で
の
民
衆
性
へ
の
エ
キ
ゾ

チ
シ
ズ
ム
、
感
傷
、
自
分
の
意
識
人
と
し
て
の
本
質
の
放
棄
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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「
収
獲
以
前
」
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
作
者
の
知
識
人
と
し
て
の
内
的
推
移
の
跡
を
語
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
特
色
的
な
生
活
態
度
に
お
け
る
方
向
の
放
棄
の
傾
向
は
、
最
近
舟
橋
聖
一
氏
の
「
新
胎
」
と

い
う
小
説
の
結
尾
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
新
胎
」
で
は
、
こ
の
作
者
に
よ
っ
て
一
二
年
前
提
唱
さ
れ

た
能
動
精
神
、
行
動
主
義
の
今
日
の
姿
と
し
て
、
実
力
養
成
を
名
と
す
る
現
実
へ
の
妥
協
、
一
般
的
父
性

の
歓
喜
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
主
流
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
青
野
季
吉
氏
が
、
近
頃
『
文
学
界
』
を
中
心
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
政
治
主
義
、
文
学
主
義
の
問
題
に

ふ
れ
て
最
近
書
か
れ
て
い
る
論
文
の
内
で
、
「
民
衆
の
真
実
」
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
表
現
で
、
自
身
の

拠
り
ど
こ
ろ
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
様
々
の
感
想
を
刺
戟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
山
本
有
三
氏
に

「
真
実
一
路
」
と
い
う
小
説
が
あ
る
。
こ
れ
の
映
画
は
多
く
の
女
を
泣
か
せ
た
。
そ
し
て
検
閲
料
免
除
に

な
っ
た
。
だ
が
、
あ
の
小
説
を
読
ん
だ
真
面
目
な
読
者
は
、
作
者
が
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
「
真
実
」
の

内
容
が
具
体
的
に
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
苦
痛
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
青
野
氏
が
抒
情
的
な

筆
致
で
「
民
衆
の
真
実
」
を
と
り
あ
げ
た
場
合
、
一
般
化
し
て
い
わ
れ
る
民
衆
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
化

し
て
云
わ
れ
る
真
実
と
ひ
と
し
く
ほ
ん
と
に
抽
象
名
詞
で
あ
る
と
い
う
感
が
ふ
か
い
。
民
衆
の
真
実
は
何

で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
が
活
き
た
今
日
の
人
情
な
の
で
あ
る
。

　
大
衆
の
中
の
進
歩
的
要
素
と
知
識
人
が
、
懺
悔
的
な
悔
恨
的
な
感
傷
で
大
衆
を
一
般
化
し
て
考
え
、
そ
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れ
に
対
し
勝
な
昨
今
の
弱
点
を
餌
と
し
て
、
三
木
清
氏
の
よ
う
な
全
体
的
の
哲
学
が
闊
歩
す
る
の
で
あ
る

し
、
亀
井
貫
一
郎
氏
の
速
記
録
改
竄
問
題
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
無
方
向
な
人
間
性
全
体
主
義
の
別
名
で
は
な
い
。
今
日
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が

ト
ル
ス
ト
イ
の
人
道
主
義
で
も
、
ニ
イ
チ
ェ
の
達
人
主
義
で
も
あ
り
得
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
き
ょ

う
の
私
た
ち
の
生
き
る
社
会
の
現
実
の
裡
に
あ
っ
て
は
、
悪
質
な
反
動
と
し
て
民
衆
の
一
般
化
・
全
体
化

観
念
に
対
し
て
、
民
衆
そ
の
も
の
の
内
的
要
因
と
し
て
の
反
動
性
と
進
歩
性
と
の
相
異
を
と
ら
え
、
同
時

に
知
識
人
の
間
に
急
激
に
生
じ
て
い
る
同
様
の
分
化
の
本
質
を
理
解
し
、
そ
の
二
つ
の
も
の
の
結
合
、
離

反
の
作
用
に
対
し
て
、
世
界
史
的
見
地
か
ら
能
う
か
ぎ
り
進
歩
的
に
処
し
て
ゆ
く
こ
と
が
新
た
な
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
内
容
を
き
め
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
少
数
と
多
数
と
い
う
こ
と
も
、
今
日
の
感
情
に
は
微
妙
に
反
映
し
て
い
る
。
た
と
い
少
数
で
あ
り
、
微

弱
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
健
全
性
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
象
は
、
正
当
に
評
価
し
て
、

波
動
を
ひ
ろ
げ
つ
た
え
て
行
く
意
志
が
、
今
日
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
文
学
の
面
で
、
近
頃
亀
井
勝
一
郎
氏
、
小
林
秀
雄
氏
共
々
、
文
学
評
価
の
科
学
性
と
い
う
も
の
に
反
対

を
表
明
し
て
い
る
。
従
来
、
科
学
的
と
い
っ
た
評
価
は
、
単
に
文
学
作
品
の
生
れ
て
来
た
社
会
の
歴
史
的

階
級
的
環
境
、
条
件
を
説
明
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
芸
術
は
分
ら
な
い
。
芸
術
的
価
値
と
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い
う
も
の
は
体
験
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
体
験
は
宗
教
的
な
要
素
と
結
び
つ
き
、
信
仰

体
験
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
芸
術
に
よ
っ
て
人
間
が
変
貌
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
亀

井
氏
は
、
新
し
く
文
化
が
復
興
さ
れ
る
た
め
に
は
奴
隷
な
き
ネ
ロ
が
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
。

　
文
学
に
お
け
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
、
初
め
十
九
世
紀
の
或
る
進
歩
性
と
し
て
現
れ
、
つ
づ
い
て
現
実

逃
避
と
し
て
自
身
を
色
彩
づ
け
、
現
在
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
虹
と
し
て

役
割
を
果
し
つ
つ
あ
る
。

　
亀
井
氏
は
嘗
て
左
翼
の
文
学
に
近
く
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
昨
今
の
氏
の
論
を
見
る
と
、
亀
井
氏
の
科

学
的
理
解
な
る
も
の
が
自
身
の
生
き
か
た
と
の
関
係
で
、
ど
ん
な
に
所
謂
説
明
派
合
則
主
義
に
と
ど
ま
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
氏
は
文
学
作
品
を
こ
め
て
の
現
実
社
会
の
諸
相
を
、
よ
り
歴
史
の
真
実

に
沿
う
て
理
解
し
展
望
し
得
る
た
め
に
、
人
類
が
努
力
を
蓄
積
し
て
来
た
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
の
科
学

性
を
体
験
し
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
よ
り
豊
富
な
摂
取
的
な
人
間
性
の
拡
大
の
た
め
の
欲
求
と
し

て
の
芸
術
体
験
と
見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
芸
術
的
体
験
ま
で
を
信
仰
に
結
び
つ
け
、
却
っ
て
、
自
己
放
棄

の
方
向
へ
主
張
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
衆
と
そ
の
一
部
と
し
て
の
知
識
人
が
啓
こ
う
と
す
る
人
間
性
の
前
途
は
、
人
間
生
活
の
最
も
含
蓄
あ

る
意
味
で
の
科
学
性
の
花
咲
く
将
来
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
十
月
〕
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
一
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1980
（
昭
和55

）
年1

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年3

月20

日
第5

刷
発
行

親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
七
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1951

（
昭
和26
）
年7
月
発
行

初
出
：
「
自
由
」

　
　
　1937

（
昭
和12

）
年10

月
号

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

2003

年2

月17

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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