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今
日
に
わ
け
る

　
　
　
　
文
学
の
批
評
・
研
究
の
理
論
的
課
題
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今
日
に
お
け
る
文
学
の
披
評
、
研
究
の
理
論
的
　
似
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
っ
ま
ら

課
題
な
ど
と
い
え
ば
、
い
か
に
も
気
負
っ
た
感
じ
　
な
い
人
間
が
つ
ま
ら
な
い
体
験
の
中
で
得
た
「
理

で
恐
縮
で
す
が
、
実
は
私
自
身
の
心
覚
え
の
た
め
　
論
」
を
ど
こ
に
で
も
通
用
す
る
普
遍
的
な
も
の
の

に
、
一
度
、
理
論
め
い
た
形
に
落
ち
着
け
て
み
よ
　
よ
う
に
吹
聴
す
る
滑
稽
が
こ
の
分
野
で
は
常
に
つ

う
と
い
う
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
文
学
を
含
め
て
、
一
　
き
ま
と
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
私
が
述

般
に
芸
術
の
批
評
や
研
究
方
法
に
関
す
る
理
論
な
　
べ
よ
う
と
す
る
「
理
論
」
な
る
も
の
も
、
ひ
ょ
っ

ど
と
い
う
も
の
は
、
自
然
科
学
な
ど
と
ち
が
っ
　
と
す
る
と
、
そ
ん
な
し
ろ
も
の
か
も
し
れ
ま
せ

て
、
当
の
批
評
家
、
研
究
者
の
特
殊
な
個
人
的
体
　
ん
。

験
の
中
で
濾
過
さ
れ
て
し
か
生
み
出
さ
れ
て
こ
れ
　
　
私
が
文
学
の
批
評
基
準
や
研
究
方
法
論
の
問
題

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、
芸
術
作
　
に
っ
い
て
、
理
論
的
に
再
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら

晶
が
普
遍
性
を
獲
得
す
る
し
か
た
と
か
な
り
よ
く
　
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
背
後
に
は
、
国
民
文

学
論
以
後
の
混
迷
し
た
状
況
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
か
つ
て
、
私
は
国

民
文
学
論
に
よ
っ
て
文
学
は
学
ぷ
に
あ
た
い
す
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
ま
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
学
サ
ー
ク
ル
運
動
を
す
す
め
る
、
そ
の

文
え
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
昭

和
三
十
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
、
国
民
文
学
論
を

清
算
的
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
あ
る
い

は
、
こ
れ
の
一
面
の
み
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
で

も
っ
て
国
民
文
学
論
の
す
べ
て
を
批
判
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
私

は
こ
れ
ら
に
対
し
て
我
慢
な
ら
ぬ
も
の
を
感
ず
る

よ
う
に
な
り
、
国
民
文
学
論
と
は
果
し
て
そ
ん
な

も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
改
め
て
問
い
な
お
そ

う
と
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
国
民
文
学
論
を

再
検
討
す
る
仕
事
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
中
で
、
次
第
に
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
国

民
文
学
論
の
中
で
達
せ
ら
れ
た
最
も
高
い
部
分
は

け
っ
し
て
簡
単
に
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
貴
重



トノ究研
な
核
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
文

学
論
と
し
て
の
弱
点
は
た
し
か
に
い
た
る
と
こ
ろ

に
み
ら
れ
、
一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
て
露
わ
に
な

っ
て
き
た
現
代
世
界
の
杜
会
的
、
精
神
的
問
題
状

況
と
、
そ
れ
と
密
接
に
か
か
わ
る
文
学
の
創
造
や

批
評
、
研
究
上
の
諸
問
題
に
迫
っ
て
ゆ
く
に
は
、

や
は
り
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
国
民
文
学
論
を
そ
の
最
も
低

い
部
分
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
最
も
高
い
部

分
に
お
い
て
、
内
側
か
ら
克
服
す
る
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
か
が
、
私
の
申
心
的
な
課
題
と
な
っ
て

き
た
の
で
す
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
ゆ
く
中
で
、

私
が
最
も
大
き
な
影
響
を
う
け
た
の
は
ル
カ
ー
チ

と
こ
こ
数
年
来
の
丸
山
静
氏
の
お
仕
事
で
す
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
具
体
的
経
過
を
述
べ
る
こ
と
は
省

略
し
、
そ
れ
ら
の
影
響
を
う
け
っ
つ
、
い
ろ
い
ろ

考
え
て
き
た
挙
句
、
今
日
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
る

に
至
っ
た
か
を
、
冒
頭
で
も
述
べ
ま
し
た
よ
う

に
、
今
後
、
自
分
が
文
学
の
批
評
や
研
究
を
す
す

め
て
ゆ
く
場
合
の
指
標
を
、
い
ち
お
う
自
分
な
り

に
確
か
め
て
お
く
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
に
書
い

て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
が
も
し
皆
様
方

の
議
論
の
材
料
と
な
る
な
ら
ば
、
私
に
と
っ
て

は
、
む
し
ろ
望
外
の
幸
せ
と
で
も
い
え
ま
し
ょ
う

か
。　

今
日
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
諸
学
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
文
学
研
究
も
い
ち
じ
る
し
く
専
門
的
に
分

化
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
そ
う
な
る
べ
く

し
て
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
い
え
る
の
で

す
が
、
し
か
し
、
文
学
作
晶
は
あ
く
ま
で
芸
術
の

ひ
と
っ
と
し
て
、
そ
れ
独
自
の
機
能
の
し
か
た
を

通
じ
て
存
在
す
る
の
で
す
か
ら
、
文
学
研
究
が
ど

れ
程
専
門
的
に
分
化
し
て
も
、
そ
の
研
究
の
目
的

は
作
品
の
芸
術
と
し
て
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
い
え

ば
、
た
だ
ち
に
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
主
義
的
偏
向
が

警
戒
さ
れ
る
で
し
よ
う
が
、
む
し
ろ
、
こ
こ
の
と

こ
ろ
は
芸
術
の
既
成
概
念
を
く
だ
い
て
、
工
、
の
幅

を
拡
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
仕
事
を
一
方
で
お
し
す
す
め
な
が

ら
、
し
か
し
、
そ
の
研
究
は
一
体
何
を
明
ら
か
に

す
る
の
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
作
晶
の
芸
術
的
意

味
を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ

て
い
か
な
い
と
、
作
晶
の
底
に
流
れ
る
思
想
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
晶
の
意
味
が
わ
か

っ
た
こ
と
に
な
っ
た
り
、
作
者
の
伝
記
的
事
実
と

作
品
の
内
容
と
の
対
応
を
見
っ
け
出
す
こ
と
が
、

ま
た
、
作
品
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

生
活
形
態
の
歴
史
的
背
景
を
知
る
こ
と
が
、
ま

た
、
作
晶
の
果
し
た
政
治
的
役
割
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
（
等
々
…
・
：
）
作
品
の
意
味
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
と
同
義
に
な
る
と
い
う
ふ
う
な
錯
誤

か
ら
、
い
っ
ま
で
も
抜
け
出
せ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
文
学
の
研
究
の

目
的
を
作
品
の
芸
術
と
し
て
の
意
味
を
明
ら
か
に

－
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
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す
る
と
い
う
所
に
お
く
時
、
従
来
、
と
か
く
み
ら

れ
た
批
評
と
研
究
と
の
二
元
的
対
立
は
止
揚
さ
れ

る
は
ず
で
、
根
底
に
批
評
意
識
が
活
澄
に
動
い
て

い
な
い
研
究
な
ど
死
物
と
な
る
は
ず
で
す
。
研
究

に
よ
っ
て
実
証
す
べ
き
対
象
は
、
益
田
勝
実
氏
も

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
目
に
見
え
な
い
あ
る

も
の
だ
と
い
え
る
で
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
作
品
の
芸
術
と
し
て
の
意
味
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
形
而
上
学
的
な
美

学
に
そ
の
基
礎
を
求
め
て
い
く
や
り
方
で
は
、
や

は
り
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
作

晶
の
芸
術
性
を
分
析
し
て
ゆ
く
手
が
か
り
と
な
る

美
学
的
（
文
芸
学
的
）
諸
範
蟻
そ
の
も
の
が
歴
史

的
、
杜
会
的
内
容
と
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
ど
ん
な
作
品
も

そ
れ
自
体
で
完
結
し
自
立
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
営
み
の
金
体

的
関
連
の
中
で
し
か
意
味
を
も
ち
え
な
い
こ
と
を

認
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

い
え
ば
、
私
も
確
か
に
歴
史
、
杜
会
学
派
の
末
席

を
汚
す
ひ
と
り
で
あ
る
（
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
、
杜
会
学
派
は

歴
史
と
か
社
会
と
か
い
う
も
の
を
、
作
晶
の
い
わ

　
、
　
　
、

は
習
景
と
し
て
、
物
化
し
た
形
で
と
ら
え
る
傾
向

が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
歴
史
、
社
会
的
内
容
の

問
題
と
美
学
的
な
諸
範
藤
と
の
関
係
が
二
元
的
に

放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
点
で
克
服
さ
る

べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
作
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
目
と
い
え
ど
も
、
こ
こ
で
い
わ
ば
背
景
と
し
て

把
握
さ
れ
て
い
る
、
歴
史
、
社
会
的
な
状
態
の
申

で
見
え
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
。
こ
う
し
て
、
つ
く
ら
れ
つ
つ
、
次
第
に
混

沌
の
中
に
光
を
あ
て
、
表
現
を
獲
得
し
て
ゆ
く
も

の
で
あ
■
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
表

現
が
獲
得
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
確
実
に
一
種
の
物

的
な
重
み
を
も
っ
て
こ
の
世
界
に
挿
入
さ
れ
、
表

現
を
獲
得
す
る
以
前
の
歴
史
、
社
会
的
状
態
に
、

あ
る
変
化
を
加
え
得
る
要
因
に
転
化
す
る
と
い
っ

た
よ
う
な
把
握
の
し
か
た
を
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
作
家
が
表
現
を
獲
得
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
は
文
学
独
特
の
し
か
た
が

あ
る
こ
と
に
わ
た
し
た
ち
は
注
意
を
向
サ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
作
家
で
も
、
そ
の
存
在
は

歴
吏
的
、
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
が
ど
ん
な
す
ば
ら
し

い
想
像
カ
の
翼
を
ひ
ろ
げ
て
こ
の
世
界
の
上
を
飛

翔
し
よ
う
と
も
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
何

も
作
家
の
不
名
誉
で
も
何
で
も
な
ノ
＼
豪
さ
に
こ

こ
に
こ
そ
表
現
の
根
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
ど
ん
な
す
ば
ら
し
い
作
晶
と
い
え
ど
も
、
そ

の
表
現
の
根
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
作
家
の
体
験

と
い
う
光
の
中
で
包
摂
さ
れ
た
、
歴
史
的
、
杜
会

的
に
規
定
さ
れ
た
あ
る
状
態
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
は
作
家
の
独
自
的
な
体
験
と
い
う
形
で

切
り
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
と
に
か

く
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
所
与
の
も
の
で
あ
り
、



　
　
し
た
が
っ
て
、
即
自
的
な
形
に
お
い
て
は
す
で
に

　
　
知
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い

　
　
の
で
す
。
し
か
し
、
作
家
が
表
現
へ
の
衝
動
を
感

　
　
ず
る
た
め
に
は
、
こ
の
す
で
に
知
ら
れ
た
る
も
の

　
　
の
中
に
、
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
意
味
を
発
見
し
な
け

　
　
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
作
家
は

　
　
自
然
科
学
者
の
よ
う
に
、
客
観
的
態
度
で
、
つ
ま

　
　
り
、
対
象
の
外
に
視
点
を
据
え
て
、
こ
の
新
ら
し

　
　
い
意
味
を
雅
見
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
位
置
づ

　
　
け
ら
れ
た
特
殊
な
存
在
領
域
の
中
で
、
混
沌
た
る

　
　
闇
の
中
に
一
条
の
光
が
射
し
込
ん
で
く
る
よ
う

　
　
な
し
か
た
で
、
ひ
と
つ
の
意
味
が
明
ら
か
に
目
に

　
　
映
る
と
い
う
ふ
う
に
し
か
、
ゑ
、
の
意
味
は
開
示
さ

　
　
れ
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
開
示
さ

　
　
れ
た
新
ら
し
い
意
味
な
る
も
の
は
、
彼
に
と
っ
て

ト
「
　
は
い
か
に
新
ら
し
く
、
ま
た
、
大
切
な
も
の
で
あ

ノ
究
　
ろ
う
と
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う

研
　
　
か
は
彼
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
彼
は
た
だ
こ
の

　
　
光
に
よ
っ
て
そ
の
側
面
を
照
ら
し
出
さ
れ
た
背

後
の
闇
の
世
界
を
も
つ
つ
み
こ
ん
だ
ま
ま
で
、
彼

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
目
に
映
じ
た
意
味
を
黙
っ
て
表
現
し
て
み
せ
る

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
で
す
。
そ
の
意
味
を
ど
う
解
く
か
は
読
む
者
の

発
見
に
委
ね
ら
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
黙
っ
て
表
現
す
る
な
ど
と
は
お
よ

そ
言
葉
の
矛
盾
で
す
が
、
文
学
に
限
ら
ず
、
お
よ
そ

芸
術
作
晶
に
み
ら
れ
る
表
現
の
特
殊
な
性
格
は
そ

う
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
す
。
大
理
石

に
彫
刻
さ
れ
た
像
が
自
然
の
ま
ま
の
大
理
石
の
石

塊
と
ち
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
に
あ
る
種
の
緊
張

を
強
い
る
の
は
、
そ
の
像
が
自
分
の
表
現
し
た
い

も
の
は
こ
れ
だ
と
語
り
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
し

か
し
確
実
に
何
事
か
を
無
言
の
中
に
語
っ
て
い
る

か
ら
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
文
学
作
品
は
た
し

か
に
彫
刻
や
絵
画
や
音
楽
と
ち
が
っ
て
、
時
に

は
、
饒
舌
と
思
わ
れ
る
程
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
駆

使
し
て
、
ひ
と
つ
の
世
界
を
造
形
す
る
の
で
す

が
、
し
か
し
そ
の
言
葉
が
指
示
し
て
い
る
意
味
を

読
む
者
が
全
部
了
解
し
た
と
し
て
も
、
作
晶
と
し

て
形
成
さ
れ
た
全
体
の
形
の
意
味
が
工
、
の
ま
ま
閉

瞭
に
了
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
い
ソ
ま
せ
ん
。
な
ぜ

こ
う
い
う
こ
と
が
お
こ
る
の
か
と
い
え
ば
、
お
そ

ら
く
、
そ
れ
は
作
家
が
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
の

言
語
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
い
わ
ば
言
語
の
物

質
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
よ
び
か
け
つ
つ
、
作

晶
を
っ
く
り
あ
げ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
作
晶
も
い
わ
ば
言
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
プ
ジ
ェ

に
よ
っ
て
彫
刻
さ
れ
た
物
象
だ
と
い
え
る
わ
け
で

す
。
作
家
が
こ
の
よ
う
な
形
で
し
か
自
分
の
表
現

し
た
い
こ
と
を
表
現
で
き
な
い
の
は
、
歴
史
的
、

杜
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
彼
の
世
界
の
中
で
、

体
験
の
光
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
普
遍
的
意
味
な

る
も
の
が
（
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
で

あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
）
自
然
科
学

の
方
法
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
普
遍
性
の
よ
う

に
透
明
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
混
沌
を
は

ら
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
混
沌
を
は
ら
ん
だ
普
遍
的
意
味
は
、
作
家

　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
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が
主
観
的
に
信
じ
て
い
る
思
想
と
同
じ
も
の
で
あ

る
と
は
必
ら
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
、
し
た
が
っ

て
、
作
晶
の
意
味
を
作
家
の
主
観
的
な
思
想
に
よ

っ
て
説
明
す
る
と
い
う
や
り
方
で
は
、
ま
だ
そ
の

作
品
の
意
味
を
解
い
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
作
晶
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
全
体
の

形
、
そ
の
形
が
語
り
か
け
て
く
る
も
の
を
解
こ
う

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
・
そ
の
た
め
に

は
、
ま
ず
、
こ
の
作
品
と
い
う
全
体
的
形
を
成
り

立
た
し
め
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
要
索
を
分
析
的
に

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
テ
ー

マ
、
構
成
、
筋
、
言
語
と
い
っ
た
諸
要
素
の
分
析

的
考
察
。
そ
う
し
て
、
大
き
く
内
容
と
形
式
の
弁

証
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
等
々
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
析
に
生
命

を
与
え
る
た
め
に
は
、
作
家
の
内
部
に
は
ら
ま
れ

て
い
る
例
の
混
沌
を
、
批
評
家
な
り
、
研
究
者
な

り
が
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
ど
こ
か
で
共
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
元
来
、
批
評
家
な
り
、
研
究
者
な
る
も
の
も
、

作
家
と
同
じ
よ
う
に
、
た
え
ず
自
分
の
存
在
の
根

拠
に
対
し
て
問
い
を
向
け
ざ
る
を
え
な
い
人
間
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
彼
が
対
象
と
す
る
作
晶
と
の
、
あ
の
運
命
的

と
も
い
え
る
出
会
い
が
成
り
立
つ
は
ず
が
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
批
評
家
な
り
、
研
究
者
と
い
う
も

の
は
こ
の
混
沌
を
作
家
と
共
有
し
な
が
ら
も
、
こ

の
混
沌
を
何
と
か
論
理
の
力
で
説
明
し
き
っ
て
み

た
い
と
い
う
衝
動
を
ひ
と
一
倍
強
く
感
ず
る
人
間

だ
と
い
え
る
で
し
よ
う
。
か
か
る
緊
張
を
は
ら
ん

で
い
な
い
批
評
や
研
究
な
ど
、
お
そ
ら
く
わ
た
し

た
ち
の
興
味
を
ひ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。　

文
学
の
批
評
や
研
究
の
科
学
性
な
る
も
の
が
自

然
科
学
の
場
合
と
全
く
異
な
る
の
は
、
お
そ
ら

く
、
こ
う
い
う
し
か
た
で
し
か
作
晶
の
普
遍
的
意

味
を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
や
や
逆
説
的
に
い

え
ば
、
作
晶
の
も
つ
普
遍
的
意
味
な
る
も
の
は
常

に
「
誤
解
」
さ
れ
っ
つ
理
解
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う

宿
命
を
も
つ
の
で
、
歴
吏
の
中
で
の
所
産
で
あ
る

作
晶
が
歴
史
を
形
成
す
る
一
要
素
に
転
化
し
て
作

用
し
て
ゆ
く
そ
の
し
か
た
は
、
こ
の
「
誤
解
」
に

よ
る
普
遍
性
の
開
示
と
い
う
し
か
た
に
よ
っ
て
で

あ
る
と
い
え
な
い
で
し
よ
う
か
。
こ
の
場
合
、
注

意
す
べ
き
は
、
作
家
自
身
も
あ
る
意
味
で
、
そ
の

「
正
解
」
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
音
楽

の
場
合
な
ど
で
は
、
そ
の
曲
の
最
良
の
解
釈
者
、

表
現
者
が
必
ら
ず
し
も
作
曲
者
自
身
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
目
撃
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。
文
学
史
家
は
こ
の
「
誤
解
」
に
よ

る
意
味
の
開
示
と
い
う
、
作
晶
の
生
命
の
持
続
の

し
か
た
に
た
え
ず
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

二

と
こ
ろ
で
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
い
わ
ば
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ど
ん
な
作
晶
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
作
品
評
価
の

上
で
一
種
の
相
対
主
義
に
お
ち
い
ろ
の
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
形

而
上
学
的
な
美
学
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
拒
否

し
て
い
た
は
ず
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
営
み
の

全
体
的
関
連
の
中
で
、
作
品
の
意
味
を
解
こ
う
と

し
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
、
お
そ
ら
く
、
問

　
　
　
　
、
　
　
、

題
は
こ
の
全
体
と
い
う
問
題
に
か
か
っ
て
き
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
ほ
ど
わ
た
し
た
ち
を
苫

し
め
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
わ
た
し
た

ち
の
杜
会
が
全
面
的
な
商
品
生
産
の
杜
会
で
あ
る

た
め
に
、
ま
ず
「
全
体
」
と
い
う
も
の
が
物
の
関

係
と
し
て
現
象
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
人
間
の
そ

れ
ぞ
れ
に
質
的
に
異
な
る
か
け
が
え
の
な
い
営
み

と
い
う
も
の
が
捨
象
さ
れ
て
、
「
全
体
」
は
何
か

冷
や
か
な
物
的
な
も
の
、
す
べ
て
が
量
的
に
計
量

さ
れ
得
る
も
の
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
や

す
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
片
方
で
は
、
全
面
的
な

尚
品
生
産
を
前
提
と
す
る
杜
会
と
い
う
も
の
は
、

個
々
の
孤
立
し
た
生
活
諸
領
域
に
人
次
を
分
断
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
全
体
的
な
運
動
が
成

り
立
っ
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
人

々
は
自
己
の
営
み
の
質
的
な
独
自
性
を
ほ
か
な
ら

ぬ
そ
の
孤
立
し
た
領
域
の
中
で
確
か
め
よ
う
と
し

が
ち
で
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
質
を
捨
象
さ
れ
た

冷
や
か
な
物
的
全
体
性
と
個
に
執
着
す
る
質
的
独

自
吐
と
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
冒
頭

に
近
い
所
で
述
べ
た
歴
史
、
杜
会
の
物
的
把
握
と

美
学
的
諸
範
膳
の
形
而
上
学
的
把
握
と
い
う
二
元

性
が
生
ま
れ
出
る
社
会
的
根
源
は
実
は
こ
こ
に
あ

り
ま
す
）
こ
の
物
象
化
さ
れ
た
「
全
体
」
と
質
的

な
「
個
人
」
と
が
鋭
く
向
き
合
う
と
き
、
文
学
者

と
い
う
も
の
は
当
然
こ
の
「
個
人
」
に
固
執
す
る

の
が
普
通
で
す
か
ら
、
全
体
な
ど
と
い
う
も
の
は

そ
も
そ
も
仮
象
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
観
念
は
虚

妄
で
あ
る
と
い
い
た
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
し
て
全
体
と
い
う
問
題
を
拒
絶
し
て
し

ま
っ
た
と
き
ど
う
な
る
で
し
よ
う
か
。
そ
こ
で

は
、
世
界
は
断
片
の
集
稜
と
し
て
し
か
あ
ら
わ
れ

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
作
晶
評
価
の
基

準
は
い
わ
ぱ
断
片
と
化
し
た
個
人
の
主
観
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
事
実
、
か

か
る
評
価
基
準
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
る
批
評
や

研
究
が
今
日
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
傾
向
と
な
り
え

ま
す
。
そ
れ
は
資
本
主
義
の
無
政
府
的
性
格
の
芸

術
理
論
の
領
域
に
お
け
る
ひ
と
っ
の
表
現
と
な
り

ま
す
。
当
人
の
主
観
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
資
本

主
義
の
物
的
「
客
観
性
」
、
日
常
的
散
文
性
に
対

す
る
反
逆
な
の
で
す
が
…
…
。

　
し
か
し
、
一
方
、
か
か
る
全
体
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
主
観
性
に
対
す
る
不
安
か
ら
、
そ
れ
な
り
に

全
体
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
た
し
か
に

出
て
き
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
物
象
化
さ
れ

た
「
全
体
」
と
質
的
な
「
個
人
」
と
い
う
二
元
的

対
立
の
型
が
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
結
果
、

そ
の
全
体
性
の
回
復
な
る
も
の
は
や
は
り
観
念
的
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な
性
格
を
お
び
な
い
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
す
な

わ
ち
、
ひ
と
つ
に
は
、
新
ら
し
い
形
の
形
而
上
学

の
登
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
全
体
」
を
地
上
か
ら

離
れ
た
上
空
か
ら
見
下
し
う
る
よ
う
な
視
点
を
想

定
し
ま
す
。
公
式
と
化
し
た
意
味
で
の
唯
物
史
観

も
こ
の
中
に
入
る
で
し
よ
う
。
そ
れ
は
資
本
主
義

が
杜
会
の
「
全
体
」
を
物
的
な
関
係
で
現
象
せ
し

め
る
特
質
を
も
っ
て
い
る
所
に
発
生
の
根
源
を
も

っ
て
お
り
、
先
の
「
個
」
申
心
主
義
が
資
本
主
義

の
無
政
府
的
性
格
の
観
念
に
お
け
る
表
現
だ
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
資
本
主
義
の
も
つ
物
的
「
全

体
性
」
の
観
念
に
お
け
る
表
現
だ
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
当
人
の
主
観
が
信
じ
て
い
る

の
と
は
逆
に
で
す
。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に

反
援
す
る
形
で
出
て
く
る
の
が
ロ
マ
ン
主
義
的
心

情
か
ら
す
る
全
体
性
回
復
へ
の
志
向
で
す
。
（
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
も
、
物
象
化
さ
れ
た
「
全

体
」
と
質
的
な
「
個
人
」
と
い
う
二
元
性
は
維
持

さ
れ
て
い
ま
す
）
そ
れ
は
き
わ
め
て
倫
理
主
義
的

な
特
色
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
の
現
代
的
特
色

は
底
辺
の
視
座
、
或
は
第
三
世
界
の
民
衆
の
目
に

対
す
る
倫
理
的
共
感
と
い
う
所
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
か
っ
て
の
国
民
文
学
論
も
，
今
か
ら

考
え
れ
ば
、
か
か
る
特
色
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

わ
た
し
た
ち
が
自
己
否
定
を
迫
ら
れ
る
痛
苦
を
感

じ
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
深
く
感
動
し
た
の
も
、
そ

の
強
い
倫
理
性
の
故
で
す
。
そ
し
て
、
後
で
も
ふ

れ
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
倫
理
性
は
今
日
も
な
お
失

っ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。
い
や
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
先
進
杜
会
主
義
国
に
お
い
て
分
裂

が
生
じ
、
先
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る
革
新
運
動

に
も
分
裂
が
生
じ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
第
三

世
界
の
民
衆
の
目
に
い
わ
ば
原
点
を
求
め
て
ゆ
こ

う
と
す
る
傾
向
に
は
強
い
必
然
性
が
あ
り
ま
す
。

ゲ
バ
ラ
の
肖
像
が
先
進
資
本
主
義
国
の
学
生
運
動

に
登
場
す
る
の
は
そ
の
象
徴
で
す
。
し
か
し
、
か

つ
て
の
国
民
文
学
論
が
何
故
解
体
し
て
い
っ
た

か
、
そ
の
痛
憤
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
わ
た
し

た
ち
が
こ
こ
で
よ
く
検
討
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
は
、
そ
れ
が
倫
珪
主
義
を
つ
い
に
超
え
出
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
倫
理
主
義
と
い
う
の
は
、
ひ
と
く
ち

で
い
え
ば
、
現
実
社
会
の
具
体
的
な
媒
介
的
諸
規

定
を
無
視
し
て
、
一
挙
に
全
体
性
を
回
復
し
よ
う

と
す
る
傾
向
を
強
く
も
ち
ま
す
。
そ
れ
は
、
彼
に

お
い
て
は
、
底
辺
の
目
と
か
第
三
世
界
の
民
衆
の

目
と
か
い
う
も
の
が
、
彼
を
と
り
ま
く
現
実
の
一
や

り
き
れ
な
さ
に
対
す
る
反
擬
か
ら
、
い
っ
し
か
幻

影
の
よ
う
に
美
化
さ
れ
て
、
そ
れ
自
体
で
全
体
性

を
豊
か
に
内
包
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
こ
む
よ
う

に
な
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
時
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
吏
的
、
杜
会
的
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
場
所
で
、
日
々
当
面
し
て
い
る
具

体
的
な
矛
盾
と
、
そ
の
矛
盾
の
中
で
、
日
六
彼
が

お
こ
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
具
体
的
な
戦
い
の
姿
を

す
べ
て
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
文
学
の
創
作
の
場
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合
に
な
り
ま
す
と
、
人
物
の
具
体
的
彫
塑
性
の
喪

火
、
単
色
の
泄
界
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
批

評
に
お
い
て
は
、
造
形
の
美
学
的
媒
介
諸
規
定
を

軽
視
し
た
倫
理
主
義
的
批
評
に
な
り
が
ち
で
す
。

こ
れ
は
実
は
大
変
な
危
険
を
含
ん
で
い
ま
す
。
か

つ
て
の
国
民
文
学
論
に
お
い
て
、
「
今
や
決
定
的

に
立
ち
上
が
る
国
民
」
と
い
う
「
国
民
」
の
イ
メ

ー
ジ
が
六
〇
年
代
の
大
衆
杜
会
的
状
況
の
中
で
受

動
的
な
「
大
衆
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
と
っ
て
か
わ
ら

れ
た
時
、
そ
れ
は
一
挙
に
評
価
の
価
値
基
準
を
失

っ
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
た
だ
で
さ
え
確
立
し

て
い
な
か
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
崩
壊
だ
と
か
何
と

か
と
深
刻
そ
う
に
叫
び
出
さ
れ
る
始
末
だ
っ
た
の

で
す
。
倫
理
主
義
に
は
か
か
る
危
険
が
た
え
ず
つ

き
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
一
休
、
わ
た
し
た
ち
は
全
体
と
い

う
問
題
に
ど
の
よ
う
に
接
近
し
て
い
っ
た
ら
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
の
存
在
は
確
か
に

歴
史
的
、
社
会
的
に
位
砥
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
の
位
置
づ
け
ら
れ
方
は
け
っ
し
て
等
質

な
の
で
は
な
く
、
そ
の
位
置
づ
け
ら
れ
方
の
故

に
、
人
間
が
孤
独
な
存
在
に
見
え
た
り
、
全
体
が

量
的
な
関
係
だ
け
か
ら
し
か
見
え
な
か
っ
た
り
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

逆
に
い
え
ば
、
そ
の
位
置
づ
け
ら
れ
た
場
所
の
故

に
、
物
的
な
全
体
的
連
関
と
し
て
現
象
す
る
こ
の

杜
会
を
、
そ
の
質
的
な
媒
介
的
諸
規
定
に
お
い
て

把
握
し
う
る
、
そ
う
い
う
場
所
が
現
実
に
存
在
し

は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
そ
の
可
能
性
を
内
包
し
て
は
い

る
が
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る
た
め
の
大
変
な
努
力

な
し
に
は
出
来
な
い
と
い
う
し
か
た
で
存
在
し
て

い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
す
。
わ
た
し
た
ち

が
全
体
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
よ
う
な
場
所
を
発
見
し
、
そ
の
視
点
を
自
分
の

も
の
と
す
る
こ
と
に
磐
力
を
傾
け
る
以
外
に
な
い

で
し
よ
う
。

　
あ
ら
ゆ
る
人
問
の
そ
れ
ぞ
れ
の
営
み
を
全
体
的

連
関
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
を
た
え
ず
要
求
さ

れ
て
い
る
場
所
と
い
え
ば
、
ま
ず
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ

ｉ
で
あ
り
、
ま
た
官
僚
層
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら

の
目
に
映
ず
る
全
体
な
る
も
の
は
わ
た
し
た
ち
が

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
全
体
と
は
お
よ
そ
異
質

で
す
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
と
っ
て

か
け
が
え
の
な
い
質
の
契
機
が
捨
象
さ
れ
、
全
体

は
物
象
化
し
て
あ
ら
わ
れ
、
計
量
的
な
も
の
と
し

て
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
視
点
は
、

実
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
象
す
る
「
全

体
」
の
法
則
性
に
逆
に
規
制
さ
れ
、
こ
の
物
象
化

し
た
「
全
体
」
像
を
切
り
破
る
契
機
を
つ
か
み
出

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
か
か
る
物
象
化
し
た
「
全
体
」
像
を
切
り
裂
い

て
、
人
間
的
に
質
的
な
媒
介
諸
規
定
に
お
い
て
そ

の
全
体
を
と
ら
え
う
る
の
は
、
お
そ
ら
く
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
や
官
僚
層
の
対
極
に
あ
る
人
間
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
物
的
全
体
性
と

し
て
現
象
す
る
こ
の
社
会
の
す
べ
て
の
矛
盾
を
そ
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の
一
身
に
引
き
受
け
て
い
る
が
故
に
、
す
な
わ

ち
、
彼
ら
の
人
間
的
諸
力
の
疎
外
が
こ
の
社
会
を

成
り
立
た
し
め
て
い
る
条
件
で
あ
る
が
故
に
、
彼

ら
が
自
己
自
身
の
人
間
を
質
的
に
と
り
も
ど
そ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
全
矛
盾
を
彼
ら
の
肩
上
に
圧
し

っ
け
て
く
る
こ
の
杜
会
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る

諸
媒
介
を
、
人
間
的
本
質
の
奪
回
と
い
う
視
点
か

ら
と
ら
え
な
お
す
必
要
に
追
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
意
味
で
、
底
辺
の
視
座
が
、
第
三
世
界
の
民

衆
の
目
が
原
点
と
さ
れ
る
の
に
は
必
然
的
理
由
が

あ
り
、
ま
た
、
強
い
倫
理
的
情
熱
な
し
に
は
、
そ

の
視
点
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。
し
か
し
、
倫
理
主
義
的

態
度
で
も
っ
て
、
こ
の
視
点
を
自
分
の
も
の
と
す

る
こ
と
は
や
は
り
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
大

き
な
錯
誤
を
合
ん
で
い
る
こ
と
も
す
で
に
み
た
と

お
り
で
す
。

　
こ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
二
重
三
重
も
の
困

難
に
ぷ
つ
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
「
底

辺
」
に
こ
そ
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
全

体
把
握
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
ま
ず
さ

し
あ
た
り
、
「
底
辺
」
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
諸
力

を
疎
外
さ
れ
る
し
か
た
で
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を

現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
自
体
容
易
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
そ
れ
は
単
な
る
認
識

論
の
領
域
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
全
体
性
回

復
の
た
め
の
運
動
と
結
合
す
る
こ
と
な
し
に
は
不

可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
運
動

は
物
理
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
攻
撃
に
た
え
ず
さ

ら
さ
れ
て
い
る
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
先
進
資
本
主
義

国
で
文
学
の
研
究
な
ど
に
従
っ
て
い
る
わ
た
し
た

ち
の
よ
う
な
人
間
に
は
、
と
も
す
れ
ば
、
文
学
と

い
う
も
の
が
自
己
完
結
的
な
、
自
立
し
た
世
界
に

み
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
研
究
と
い
う
仕
事
自
身

が
専
門
化
さ
れ
た
独
立
の
一
領
域
と
し
て
意
識
さ

れ
る
た
め
に
、
こ
の
仮
象
を
切
り
破
っ
て
、
全
体

を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
文
学
そ
の
も
の
の
評
価
が

成
り
立
た
な
い
の
だ
と
い
う
地
点
に
ま
で
進
み
出

る
こ
と
が
す
で
に
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
い
や

で
も
お
う
で
も
、
自
己
の
存
在
条
件
と
そ
こ
で
育

く
ま
れ
た
精
神
的
特
性
に
対
し
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

な
目
を
向
け
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
た
ち
は
全
体
と
い
う
問
題
を
自
ら
に
提

起
し
た
ば
っ
か
り
に
、
気
の
遠
く
な
り
そ
う
な
瞼

路
に
自
分
を
誘
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

た
し
か
に
、
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
要
請

を
も
ち
つ
づ
け
な
が
ら
、
文
学
の
批
評
や
研
究
に

従
う
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
困
難
に
身
を
さ
ら
す

こ
と
で
あ
る
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
二
十
世
紀

の
激
動
を
身
を
も
っ
て
生
き
抜
い
て
き
た
、
ハ
ン

ガ
リ
ｉ
の
批
評
家
ル
カ
ー
チ
の
こ
と
を
考
え
て
み

て
も
そ
の
こ
と
は
痛
感
さ
れ
ま
す
。
『
小
説
の
理

論
』
で
お
ち
い
っ
た
二
元
的
分
裂
を
克
服
し
て
全

体
性
を
と
り
も
ど
す
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に
と
っ

－一’吐
Ｌ…
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て
は
た
ん
な
る
芸
術
理
論
上
の
問
題
に
と
ど
ま
る
　
原
則
に
た
え
ず
立
ち
戻
り
つ
っ
こ
れ
を
克
服
し
よ

こ
と
が
で
き
ず
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
身
を
投
ず

る
と
い
う
行
為
の
問
題
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
そ

れ
は
何
か
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
と
い
っ

た
盲
目
的
反
抗
の
情
熱
か
ら
で
は
な
く
、
二
元
性

を
現
実
の
次
元
で
克
服
し
う
る
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ァ
ー
ト
の
革
命
的
運
動
だ
け
だ
と
い
う
把
握
に
も

と
ず
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
『
歴
史
と
階
級
意

識
』
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
す
が
、
こ
こ
か
ら

人
間
の
全
体
性
の
回
復
と
い
う
問
題
を
杜
会
主
義

へ
の
展
望
の
も
と
に
、
現
実
の
次
元
の
問
題
と
し

て
考
え
ぬ
き
、
実
践
し
っ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
と
、

文
学
の
批
評
、
研
究
の
次
元
と
し
て
考
え
ぬ
い
て

ゆ
く
と
い
う
、
理
論
的
に
は
整
合
し
う
る
が
、
現

実
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
道
を
ル

カ
ー
チ
は
歩
み
っ
づ
け
る
の
で
す
。
そ
れ
が
い
か

に
平
坦
な
道
で
な
か
っ
た
か
は
、
『
歴
史
と
階
級

意
識
』
に
対
す
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
批
判
。
ま
た

臼
ら
も
こ
れ
を
自
己
批
判
し
て
レ
ー
ニ
ン
主
義
の

う
と
す
る
真
撃
な
努
力
。
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
対

し
て
一
定
の
批
判
を
も
ち
つ
つ
も
、
反
フ
ァ
シ
ズ

ム
闘
争
の
重
大
さ
の
認
識
か
ら
こ
れ
と
協
力
す
る

態
度
を
と
っ
た
こ
と
。
戦
後
の
レ
ー
ヴ
ア
イ
の
批

判
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
等
次

を
数
え
あ
げ
た
だ
け
で
も
十
分
に
推
察
で
き
ま

す
。
し
か
も
、
彼
は
断
固
と
し
て
杜
会
主
義
陣
営

に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
か
げ
さ
え

な
く
、
あ
く
こ
と
を
知
ら
な
い
旺
諮
な
気
力
で
も

っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
美
学
の
体
系
的
著
述
に
専

念
し
て
い
る
の
で
す
。
全
体
と
い
う
問
題
を
提
起

し
た
の
は
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
問
題
の
重
さ
に

途
方
に
く
れ
て
い
る
私
な
ど
、
ル
カ
ー
チ
の
存
在

に
よ
っ
て
や
っ
と
踏
み
こ
た
え
て
い
る
と
い
う
所

で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
三

　
さ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
策
一
節
に
お
い
て
、
文

学
を
と
ら
え
る
場
合
、
あ
く
ま
で
、
そ
の
芸
術
的

意
味
に
お
い
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
よ
う
な
所
か
ら
出
発
し
て
、
第
二
節
に
お
い

て
は
、
そ
の
作
品
全
体
の
仙
位
評
仙
を
お
こ
な
お

う
と
す
る
と
き
、
全
体
と
い
う
問
題
を
ぬ
き
に
し

て
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
全
体
と
い

う
問
題
を
中
心
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

問
題
が
こ
の
全
体
と
い
う
所
に
入
り
込
ん
で
か

ら
、
何
だ
か
文
学
と
全
く
縁
の
な
い
所
へ
来
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
う
け
ら
れ
る
人
が
少
な
く

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
自
身
と

し
て
は
一
刻
も
文
学
か
ら
目
を
離
し
た
つ
も
り
は

な
い
の
で
す
が
、
一
見
、
文
学
と
は
何
の
縁
も
な

い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
実

は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
文
学
を
と
ら
え
よ
う
と

す
れ
ば
ど
う
し
て
も
文
学
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
、
現
代
に
お
け

る
文
学
の
逆
説
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
す
る
、
そ
れ

は
必
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
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で
す
。
ブ
〃
、
れ
は
人
間
の
孤
独
と
か
、
部
分
的
生
活

領
域
の
自
立
化
と
い
う
仮
象
の
も
と
に
、
全
体
が

有
機
的
、
力
動
的
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
資
本
主

義
杜
会
の
あ
り
方
に
根
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
学
を
め
ぐ
る
逆
説
的
な

問
題
状
況
の
中
で
、
改
め
て
、
あ
く
ま
で
文
学
固

有
の
次
元
に
即
し
つ
つ
、
そ
の
評
価
基
準
を
再
建

し
よ
う
と
す
る
時
、
（
い
わ
ば
第
一
節
と
第
二
節

で
扱
っ
た
問
題
を
こ
こ
で
再
び
綜
合
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
）
何
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う

か
。
こ
こ
で
、
お
そ
ら
く
、
わ
た
し
た
ち
は
改
め

て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
に
ぷ
つ
か
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
は
ひ
と

つ
の
困
難
に
逢
着
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
私
は

こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
を
ル
カ
ー
チ
が
用

い
た
意
味
で
使
用
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
従

来
の
わ
が
国
の
文
学
史
に
お
け
る
使
用
の
し
か
た

と
は
余
程
異
な
っ
て
お
り
、
か
か
る
わ
が
国
に
お

け
る
使
用
の
し
か
た
に
制
約
さ
れ
て
か
、
ル
カ
ー

チ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
概
念
そ
の
も
の
が
正
し
く
理
解

さ
れ
な
い
ま
ま
で
、
ル
カ
ー
チ
が
論
じ
ら
れ
て
き

た
り
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
た
め
、
ま
ず
こ
れ

ら
の
所
か
ら
整
理
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
稿
を
改

め
て
論
ず
べ
き
性
格
の
も
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
は
、
全
体
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た

以
上
、
そ
れ
を
文
学
固
有
の
範
騰
の
問
題
と
し
て

と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て
、
リ

ア
リ
ズ
ム
が
問
題
だ
と
い
う
、
問
題
提
起
だ
け
に

と
ど
め
て
、
具
体
的
に
は
他
日
を
期
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
０
・
１
０
・
３
１
）

　
《
あ
と
が
き
》
　
本
稿
は
さ
る
十
月
九
日
、
日

　
本
文
学
協
会
第
二
十
五
回
大
会
の
第
一
日
目
に

　
お
こ
な
わ
れ
た
総
会
の
席
上
で
、
「
今
日
に
お

　
け
る
文
学
研
究
の
間
題
点
」
と
い
う
統
一
テ
ー

　
マ
の
も
と
に
、
益
田
勝
実
、
伊
豆
利
彦
両
氏
と

　
と
も
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形
で
お
こ
な
っ
た
報

　
告
を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
「
同
志

一
四
〇

社
国
文
学
」
に
の
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、
総
会
で
の
報
告
時
間
が
き
わ
め
て
限

ら
れ
て
い
た
た
め
、
十
分
に
論
旨
を
展
開
で
ぎ

な
か
っ
た
の
で
、
た
ま
た
ま
総
会
の
議
長
で
あ

っ
た
広
川
勝
美
氏
の
好
意
あ
る
お
す
す
め
も
あ

っ
て
、
こ
う
い
う
形
で
こ
こ
に
発
表
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
同
時
に
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
前
号
に
の
せ
て
い
た
だ
い
た
「
安
永
論
」

の
付
記
で
記
し
て
お
い
た
こ
と
に
対
す
る
責
任

を
い
く
ら
か
で
も
果
た
す
こ
と
が
で
ぎ
た
の
で

は
な
い
か
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
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