
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

そ
の
社
会
性
を
め
ぐ
っ
て

、

』
／

川
　
　
直
　
　
美

は
じ
め
に

　
新
興
芸
術
派
と
よ
ば
れ
た
作
家
た
ち
の
中
で
も
、
久
野
豊
彦
は
そ
の
作
品
の

奇
妙
さ
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
彼
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
、
筋
を
追
う
こ
と

さ
え
困
難
な
ほ
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
諸
諺
に
満
ち
、
そ
の
筋
自
体
も
奇
想
天
外

な
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
文
芸
時
評
で
も
、
彼
の
作
品
の
わ
か
ら
な
さ
を
指
摘

す
る
も
の
が
賛
否
に
か
か
わ
ら
ず
多
い
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
久
野
は
、
「
第
二

の
レ
ェ
ニ
ン
」
（
昭
和
２
年
１
２
月
　
春
陽
堂
）
「
連
想
の
暴
風
」
一
昭
和
５
年
４

月
　
新
潮
杜
）
、
「
ボ
ー
ル
紙
の
皇
帝
万
歳
」
（
昭
和
５
年
７
月
　
春
陽
堂
）
と

相
次
い
で
作
品
集
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
彼
は
活
発
な
評
論
活
動
を
行

い
、
独
自
の
文
学
理
論
を
展
開
し
て
、
吉
行
エ
イ
ス
ケ
、
龍
胆
寺
雄
ら
と
並
ぶ

新
興
芸
術
派
の
中
心
人
物
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

　
昭
和
五
年
（
１
９
３
０
）
五
月
「
文
学
時
代
」
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
連

　
　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

想
の
暴
風
」
の
中
で
久
野
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
わ
れ
く
は
絶
え
ず
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
世
界
を
、
エ
ロ
テ
イ
ク
な
世
界
を
、

　
　
科
学
を
逆
立
さ
せ
た
世
界
を
、
そ
れ
ば
か
し
で
な
く
、
現
実
に
於
け
る

　
　
刻
々
に
変
化
す
る
杜
会
現
象
や
崎
型
的
な
社
会
経
済
生
活
か
ら
発
生
す
る

　
　
悲
劇
を
僕
は
、
連
想
の
暴
風
を
通
し
て
、
技
術
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
意

　
　
図
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
読
者
の
尖
鋭
な
脳
髄
を
座
標
軸
と
す
る
と
き
、
二

　
　
っ
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
世
界
を
強
力
を
も
っ
て
結
合
す
る
瞬
間
に
発

　
　
生
す
る
要
素
こ
そ
、
最
も
現
実
を
新
鮮
に
意
識
さ
せ
る
も
の
と
信
ず
る
の

　
　
だ
。

　
こ
こ
に
は
彼
の
主
張
す
る
文
学
理
論
が
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
る
。
彼
は
ナ
ン

セ
ン
ス
や
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
作
品
に
盛
り
込
み
、
独
特
の
表
現
技
術
を
駆
使

し
て
他
の
追
随
を
許
さ
な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
文
壇
で
の
彼
の
活
躍
は
昭
和
五
年
六
年
を
頂
点
と
し
、
そ
れ
以
後
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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作
の
数
は
激
減
し
、
や
が
て
他
の
多
く
の
新
興
芸
術
派
の
作
家
た
ち
と
共
に
忘

れ
ら
れ
て
い
く
。
時
代
の
仇
花
と
も
評
さ
れ
る
新
興
芸
術
派
の
中
に
あ
っ
て
、

彼
は
何
を
主
張
し
、
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論

で
は
、
昭
和
五
年
ま
で
の
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論
と
作
品
の
内
実
を
探
り
た
い
。

（
１
）
久
野
豊
彦
の
文
学
的
出
発

　
久
野
豊
彦
が
最
初
に
作
品
発
表
の
場
と
し
た
の
は
、
大
正
十
二
年
（
１
９
２

３
）
九
月
創
刊
の
同
人
誌
「
葡
萄
園
」
で
あ
る
が
、
「
新
潮
」
大
正
十
五
（
１

９
２
６
）
十
月
「
新
人
特
集
号
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
桃
色
の
象
牙
の
塔
」
が
文

壇
的
な
出
発
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
先
立
つ
同
年
六
月
、
「
小
説

構
成
の
断
想
」
（
「
虚
無
思
想
」
）
で
「
新
興
の
文
字
は
今
や
聴
覚
、
視
覚
の
共

同
作
用
を
要
求
し
だ
し
た
。
文
字
、
別
し
て
、
触
角
的
の
漢
字
が
い
か
に
、
絵

画
的
で
あ
る
か
！
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
久
野
の
作
品
に
は
文
字

の
大
き
さ
を
変
え
た
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
多
用
す
る
な
ど
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム

的
な
表
現
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）
「
Ｏ
饒
オ
ｐ
ｌ

　
声
が
嗅
れ
て
き
た
。
日
は
、
雪
と
火
災
に
、
と
っ
ぷ
り
、
暮
れ
て
ゆ
く
。

　
　
　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
、
市
内
の
七
大
銀
行
、
占
領
！
　
マ
ル

　
ク
ス
の
「
哲
学
の
貧
困
」
絶
版
！

　
号
外
が
途
上
で
、
突
発
的
に
叫
ん
だ
。
が
、
忽
ち
、
火
の
子
に
燃
え
て
し
ま

ニ
ハ

　
つ
た
ら
し
い
。

　
　
　
現
政
府
！
　
没
落
！
　
さ
う
は
、
後
が
続
か
な
か
つ
た
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
「
あ
る
転
形
期
の
労
働
者
」
大
正
１
５
・
４
「
三
田
文
学
」
）

（
２
）
裏
口
で
は
、
突
如
、
奇
声
的
号
令
、
発
し
た
。

　
　
　
○
．
勺

　
手
を
の
ば
す
。
膝
を
折
る
。
弾
力
的
に
、
援
返
る
。
ス
ェ
ー
デ
ン
式
体
操
。

　
覆
面
の
水
夫
が
や
り
だ
し
た
。

　
　
　
向
．
２

　
テ
ン
ポ
が
は
や
く
な
り
だ
し
た
。
呂
律
が
ま
は
ら
な
い
。
劇
し
い
筋
肉
体
操
。

　
足
も
と
が
狂
ひ
出
し
て
き
た
。

　
　
○
同
○
向
○
－

　
　
　
　
勺
２
勺
２
勺
オ

　
　
○
向
○
－
○
向

　
　
　
　
勺
２
勺
２
勺
２

　
水
夫
の
か
ら
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
、
暴
動
、
化
し
だ
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
「
ナ
タ
ア
シ
ア
夫
人
の
銀
煙
管
」
大
正
１
５
・
７
「
三
田
文
学
」
）

（
３
）
　
　
起
き
ろ
！
　
こ
れ
か
ら
モ
ス
ク
ワ
を
焼
き
払
う
ん
だ
。

　
マ
マ

　
肯
な
か
の
上
を
ど
や
し
っ
け
ら
れ
る
。
私
は
跳
び
上
が
っ
た
。
が
、
誰
が
い

　
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
づ
ぼ
ん
の
な
か
に
マ
ヤ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
雲
だ
。
詰
ま
つ

　
て
ゐ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
桃
色
の
象
牙
の
塔
」
大
正
１
５
・
！
０
「
新
潮
」

　
久
野
の
表
現
の
中
で
も
特
徴
的
な
も
の
を
い
く
つ
か
抜
き
出
し
た
。
「
あ
る

転
形
期
の
労
働
者
」
の
主
人
公
は
、
靴
製
造
工
場
の
労
働
者
だ
が
、
ス
ト
ラ
イ

キ
を
計
画
し
た
た
め
に
今
は
牢
獄
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
一
－
一
は
革
命
に
立

ち
上
が
っ
た
民
衆
の
群
れ
が
、
そ
の
牢
獄
の
隣
の
銀
行
を
襲
撃
す
る
様
を
描
い

て
い
る
場
面
で
あ
る
。
暴
動
を
報
じ
る
号
外
を
引
用
す
る
形
で
文
字
の
大
き
さ

を
変
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
高
揚
感
を
効
果
的
に
表
し
て
い
る
。
だ
が

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
」
の
目
覚
ま
し
い
動
き
を
知
ら
せ
る
号
外
が
燃
え
尽
き
た
途

端
、
「
後
が
続
か
な
か
っ
た
」
と
活
字
の
大
き
さ
が
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
よ
う

に
、
こ
の
革
命
に
対
す
る
作
者
の
視
線
は
極
め
て
皮
肉
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
久
野
の
革
命
に
対
す
る
批
判
は
、
革
命
成
功
の
後
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・

カ
ツ
フ
エ
」
に
集
ま
っ
た
人
々
の
欺
嚇
性
を
描
く
場
面
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
に

見
ら
れ
る
。

　
（
２
）
は
ナ
タ
ア
シ
ア
夫
人
に
唆
さ
れ
て
銀
行
強
盗
を
働
こ
う
と
す
る
水
夫

が
、
銀
行
の
扉
を
叩
く
場
面
で
あ
る
。
「
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
」
の
文
字
を
分
解
、
再
構

成
す
る
こ
と
で
、
な
か
な
か
開
け
ら
れ
な
い
扉
に
対
す
る
水
夫
の
苛
立
ち
が
表

現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
不
白
然
な
ま
で
に
短
く
区
切
ら
れ
た
文
章
、
水
夫
の
動

作
を
機
械
的
に
描
く
比
瞼
な
ど
に
、
久
野
の
文
章
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
こ

う
言
っ
た
視
覚
的
効
果
や
リ
ズ
ム
の
工
夫
に
加
え
て
、
一
３
）
が
マ
ヤ
コ
ウ
ス

キ
ー
の
詩
「
ズ
ボ
ン
を
は
い
た
雲
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
文
学
作

　
　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

品
を
も
じ
っ
た
言
い
回
し
や
、
「
愛
の
平
面
公
園
に
は
、
い
く
ら
だ
っ
て
、
迷

路
が
あ
り
ま
す
か
ら
」
（
「
ナ
タ
ア
シ
ア
夫
人
の
銀
煙
管
」
一
「
当
世
の
女
は
聖
ア

ン
ト
ニ
オ
の
食
物
食
べ
て
も
、
新
型
の
夜
会
服
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
、
結
構

上
手
に
、
生
き
て
ゆ
か
れ
る
の
だ
」
一
「
あ
る
転
形
期
の
労
働
者
」
）
な
ど
の
警

句
め
い
た
表
現
、
「
扉
の
堵
は
開
く
ど
こ
ろ
か
」
（
「
ナ
タ
ア
シ
ア
夫
人
の
銀
煙

管
」
）
＝
一
－
ナ
は
朱
に
交
は
れ
ば
、
一
番
、
赤
く
な
り
易
い
」
（
「
あ
る
転
形
期

の
労
働
者
」
）
の
よ
う
な
慣
用
句
の
も
じ
り
も
久
野
は
多
用
し
て
い
る
。

　
も
う
一
っ
一
１
）
の
場
面
の
後
、
暴
徒
と
化
し
た
群
集
が
牢
獄
に
入
り
込
み

女
囚
た
ち
を
襲
う
場
面
や
、
主
人
公
と
、
彼
を
革
命
運
動
に
誘
い
こ
ん
だ
「
赤

露
の
美
人
」
二
ー
ナ
と
の
情
事
の
場
面
な
ど
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
か
な
り
き
わ

ど
い
描
写
に
も
、
小
説
と
し
て
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

　
さ
ら
に
、
久
野
の
作
品
で
特
徴
的
な
の
は
大
胆
な
場
面
転
換
で
あ
る
。
「
ナ

タ
ア
シ
ア
夫
人
の
銀
煙
管
」
で
は
、
水
夫
が
銀
行
を
襲
い
、
さ
ら
に
そ
の
水
夫

か
ら
「
私
」
が
金
貨
を
奪
う
と
い
う
物
語
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
間
に
、

あ
た
か
も
映
画
の
カ
ッ
ト
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
目
ま
ぐ
る
し
く
挿
入
さ
れ
る
水
夫

と
ナ
タ
ア
シ
ア
夫
人
、
「
私
」
と
ナ
タ
ア
シ
ア
夫
人
の
会
話
に
よ
っ
て
、
実
は

二
人
と
も
が
彼
女
に
操
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
い

る
。
「
あ
る
転
形
期
の
労
働
者
」
で
も
、
主
人
公
が
牢
獄
か
ら
暴
動
を
眺
め
る

場
面
に
、
彼
が
二
－
ナ
を
回
想
す
る
場
面
が
繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
、
「
桃
色
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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象
牙
の
塔
」
で
も
、
主
人
公
で
あ
る
活
動
写
真
の
撮
影
技
師
が
映
す
映
画
の
場

面
が
、
ロ
シ
ァ
を
追
わ
れ
た
老
伯
爵
が
再
び
権
力
を
握
ろ
う
と
す
る
も
の
の
、

最
期
に
は
軽
気
球
で
逃
げ
出
し
て
い
く
と
い
う
物
語
に
挟
み
込
ま
れ
、
二
っ
の

物
語
が
同
時
進
行
す
る
構
成
が
取
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
カ
ッ
ト
バ
ッ
ク
や
物
語
の
並
列
と
い
っ
た
作
品
構
成
と
複
雑
な

表
現
や
凝
っ
た
言
い
廻
し
の
た
め
に
、
久
野
の
作
品
は
筋
の
捕
ら
え
に
く
い
、

風
変
わ
り
な
、
全
く
新
し
い
小
説
と
し
て
当
時
の
読
者
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た

よ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
い
ち
早
く
「
葡
萄
園
」
で
久
野
豊
彦
に
注
目
し
て
い
た
川
端
康
成
は
、
大
正

十
五
年
（
１
９
２
６
）
五
月
の
「
文
芸
時
代
」
の
座
談
会
で
も
「
言
葉
と
言
葉

の
リ
ズ
ム
ぢ
ゃ
な
い
、
心
象
に
心
象
が
積
重
っ
て
進
ん
で
行
く
、
さ
う
い
ふ
と

こ
ろ
の
リ
ズ
ム
が
ポ
ー
ル
、
モ
ヲ
ラ
ン
な
ん
か
よ
り
新
し
く
出
て
居
る
」
「
文

壇
で
久
野
氏
に
比
較
す
べ
き
作
家
は
居
な
い
の
で
す
よ
。
態
度
が
ね
。
」
と
高

く
評
価
し
て
い
る
。

　
ま
た
蔵
原
伸
二
郎
は
、
久
野
の
「
常
に
溌
刺
と
し
た
文
体
」
を
「
彼
の
理
知

的
な
機
械
主
義
の
勝
利
」
「
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
表
現
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
は

彼
以
外
に
、
日
本
に
は
一
人
も
い
な
い
の
だ
」
と
し
な
が
ら
、
「
と
て
も
面
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
の
だ
が
僕
に
は
解
つ
た
や
う
な
解
ら
ぬ
や
う
な
気
が
し
た
」
と
述
べ
て
お
り
、

表
現
の
面
白
さ
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
「
解
ら
な
い
」
久
野
作
品
と
い
う
評
が

早
く
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

　
そ
の
一
方
で
加
宮
貴
一
は
五
月
の
「
文
芸
時
代
」
で
は
久
野
を
「
論
文
は
非

常
に
感
心
す
る
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
桃
色
の
象
牙
の
塔
」
が
「
新
潮
」

に
連
載
さ
れ
た
翌
月
の
「
三
田
文
学
」
十
一
月
号
で
は

　
　
　
流
行
と
な
る
と
、
年
甲
斐
も
な
く
釜
底
帽
を
被
つ
て
銀
座
を
歩
く
人
が

　
　
出
て
来
る
や
う
に
、
久
野
豊
彦
は
い
・
、
と
二
、
三
人
の
人
が
云
ふ
と
解

　
　
っ
て
も
解
ら
な
く
て
も
、
い
・
と
思
ふ
顔
を
し
て
い
な
け
れ
ば
体
裁
の
悪

　
　
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
僕
も
同
じ
「
三
田
」
か
ら
紹
介
さ
れ
た
久
野
君
の

　
　
こ
と
で
は
あ
り
、
せ
い
ぐ
提
灯
も
持
ち
た
い
の
だ
が
、
お
差
か
し
な
が

　
　
ら
、
正
直
云
ふ
と
解
ら
な
い
。
（
中
略
）
せ
い
ぜ
い
褒
め
れ
ば
、
（
中
略
）

　
　
実
に
う
ま
く
「
ソ
ビ
ェ
ー
ト
・
ロ
シ
ア
の
万
物
と
そ
の
空
気
の
色
と
理
論

　
　
の
述
語
」
と
云
ふ
題
を
出
さ
れ
て
一
篇
の
小
説
を
構
成
し
た
手
際
に
は
感

　
　
心
す
る
。

　
と
述
べ
て
久
野
の
特
異
な
表
現
に
反
発
す
る
と
同
時
に
、
内
容
的
な
深
み
が

な
く
、
「
空
気
」
や
「
述
語
」
な
ど
の
表
面
に
終
始
し
て
い
る
、
と
批
判
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
宇
野
浩
二
の
「
丁
寧
に
読
ん
だ
ら
分
り
ま
す
。
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
つ
た
ら
な
ア
ん
だ
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
と
も
共
通
す
る

だ
ろ
う
。
そ
の
表
現
の
目
新
し
さ
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
表
面

的
な
新
奇
さ
を
追
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
当
時
の
久
野
に
対
す

る
批
評
の
中
心
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
次
に
、
久
野
の
作
品
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
見
て
お
き



た
い
。
彼
の
作
品
に
は
、
先
の
「
あ
る
転
形
期
の
労
働
者
」
で
も
触
れ
た
が
、

「
桃
色
の
象
牙
の
塔
」
に
登
場
す
る
ロ
シ
ア
の
労
働
者
た
ち
が
、
無
知
で
私
利

私
欲
に
の
み
執
着
す
る
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
り
、
「
ボ
ー
ル
紙
の
皇
帝

　
＠

万
歳
」
で
は
ロ
シ
ア
革
命
以
後
の
ソ
連
を
「
十
年
の
時
間
の
徒
労
」
と
表
現
す

る
な
ど
、
共
産
主
義
、
こ
と
に
ロ
シ
ア
革
命
に
対
す
る
批
判
が
度
々
登
場
す
る
。

そ
れ
は
、
後
に
ダ
グ
ラ
ス
経
済
学
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
陣
営
を
強

く
批
判
す
る
彼
の
姿
勢
に
っ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
が
、
「
桃
色
の
象
牙
の
塔
」

の
老
伯
爵
の
よ
う
に
権
力
に
固
執
す
る
人
物
や
ナ
タ
ア
シ
ア
夫
人
の
よ
う
な
金

銭
欲
に
取
り
つ
か
れ
た
人
問
に
も
容
赦
の
な
い
目
が
注
が
れ
て
い
る
し
、
水
夫

と
「
私
」
が
躍
起
に
な
っ
て
開
け
よ
う
と
し
て
い
る
金
庫
の
中
が
、
実
は
銀
行

の
破
産
に
よ
っ
て
空
で
あ
る
こ
と
の
皮
肉
さ
な
ど
、
批
判
は
共
産
主
義
社
会
に

対
し
て
だ
け
と
は
云
え
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
大

正
十
五
年
（
１
９
２
６
）
五
月
に
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
「
物
質
の

門
」
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
生
活
し
て
い
た
叔
父
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
妻
を
伴

っ
て
帰
国
す
る
の
を
迎
え
よ
う
と
す
る
一
家
の
物
語
が
、
朝
鮮
併
合
を
祝
う
世

間
の
お
祭
り
騒
ぎ
の
中
で
描
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
久
野
は
「
鎖
国
主
義

の
悪
風
」
に
よ
っ
て
「
日
本
人
の
寸
法
ば
か
り
念
頭
に
し
て
」
作
ら
れ
た
我
が

家
の
門
を
取
り
こ
わ
そ
う
と
す
る
祖
父
に
、
「
朝
鮮
を
横
領
し
て
、
門
ど
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
も
の
か
」
生
言
わ
せ
た
り
、
ロ
シ
ア
人
宣
教
師
に
「
今
日
の
日
本

は
、
も
う
、
断
じ
て
許
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
韓
国
を
奪
っ
て
し

　
　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

ま
つ
た
の
で
す
」
と
言
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
植
民
地
政
策
を
は
っ
き

り
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
主
人
公
が
「
か
の
薄
命
な
安
重
根
」
を
思
っ
て

「
い
ま
の
地
球
で
は
、
生
命
が
け
の
物
々
交
換
が
、
何
よ
り
、
高
値
」
だ
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
全
世
界
に
そ
の
よ
う
な
状
況
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
思

い
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
久
野
の
視
点
は
共
産
主
義
に
対
す
る
批
判
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
、
個
人
の
幸
福
を
簡
単
に
踏
み
潰
す
社
会
状
況
そ
の
も
の
へ

む
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
内
容
に
関
し
て
は
、
本
質
を
深
く
と

ら
え
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
に
書
か
れ
る
吉
行
エ
イ
ス
ケ
の
い
わ
ゆ
る
「
上
海
五
部
作
」
と
比
較
し
て
も

明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
久
野
の
作
品
は
そ
の
社
会
観
ば
か
り
で
な
く
、
エ
ロ
テ

ィ
シ
ズ
ム
を
ち
り
ば
め
た
作
品
展
開
で
も
吉
行
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

と
に
「
あ
る
転
形
期
の
労
働
者
」
の
二
ー
ナ
の
造
形
は
「
上
海
五
部
作
」
に
登

場
す
る
シ
イ
・
フ
ァ
ン
・
ユ
ウ
と
か
な
り
の
点
で
類
似
す
る
も
の
が
あ
り
興
味

深
い
。
内
容
的
な
深
さ
と
い
う
点
で
は
、
問
題
を
残
す
も
の
の
、
こ
の
時
期
の

作
品
と
し
て
は
あ
る
程
度
の
評
価
は
与
え
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
付
け

加
え
れ
ば
、
表
現
の
特
異
さ
、
機
械
主
義
、
そ
し
て
内
容
的
浅
さ
へ
の
批
判
と

い
っ
た
久
野
の
作
品
に
対
す
る
批
評
は
、
昭
和
五
年
（
１
９
３
０
）
以
降
の
新

興
芸
術
派
に
対
す
る
批
評
の
要
素
を
既
に
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
久
野
自
身
は
そ
う
言
っ
た
批
判
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

の
だ
ろ
う
か
。

　
「
文
芸
公
論
」
の
大
正
十
六
年
（
１
９
２
７
）
新
年
号
「
文
学
の
必
然
的
推

移
」
で
久
野
は
ま
ず
、
「
芸
術
に
、
こ
れ
ま
で
附
与
さ
れ
て
ゐ
た
永
遠
性
の
特

権
は
、
い
ま
や
、
剥
奪
さ
れ
ん
と
し
て
ゐ
ま
す
」
と
し
て
、
文
学
の
普
遍
性
を

否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
内
的
要
素
に
即
し
て
、
外
的
要
素
も
、
こ
れ
ま
た
、
革
命
的
な
鋭
い
形
態

　
　
を
示
し
、
色
彩
、
様
式
は
烈
し
く
ラ
ヂ
カ
ル
な
も
の
に
な
つ
て
来
て
ゐ
ま

　
　
す
。
正
に
、
現
代
芸
術
の
解
体
こ
そ
は
、
必
然
的
推
移
と
言
は
ね
ば
な
り

　
　
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
と
に
か
く
、
現
代
芸
術
は
暴
風
的
だ
。
芸
術
家
の
思

　
　
想
内
容
は
、
い
ま
や
、
身
内
に
停
滞
し
な
く
な
つ
た
。
外
面
へ
、
著
る
し

　
　
く
、
社
会
性
を
負
ん
で
突
貫
し
て
ゐ
る
。

　
と
述
べ
、
「
資
本
主
義
の
こ
の
断
末
魔
」
で
あ
る
現
在
に
対
応
で
き
る
表
現

形
態
と
社
会
性
と
が
、
文
学
に
も
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
「
桃
色
の
象
牙
の
塔
」
の
舞
台
を
ロ
シ
ア
に
お
い
た
こ
と
を
浅
薄

で
あ
る
と
難
じ
た
批
判
に
対
し
て
、
「
た
と
へ
、
搾
取
関
係
の
な
い
『
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
国
家
』
に
も
支
配
階
級
の
持
続
さ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
「
従
つ
て
、

自
余
の
も
の
は
一
切
、
被
圧
迫
階
級
だ
。
」
と
述
べ
、
社
会
主
義
体
制
の
中
で

も
続
く
権
力
闘
争
を
視
点
と
す
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
社
会
の
現
在
を
逆
説
的

に
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
を
舞
台
に
選
ん
だ
の
も
現
代
社
会
を
描

く
一
つ
の
切
り
口
で
あ
る
と
説
明
し
て
、
社
会
状
況
へ
の
積
極
的
態
度
を
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
姿
勢
は
、

　
　
僕
は
も
し
出
来
得
る
な
ら
、
あ
り
得
る
こ
と
を
あ
り
得
な
い
よ
う
に
、
書

　
　
く
こ
と
を
自
分
の
文
学
的
立
場
と
し
た
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
表
は
れ
た

　
　
も
の
は
第
三
の
も
の
で
あ
る
。
尤
も
時
代
の
推
移
に
よ
つ
て
内
容
律
も
変

　
　
化
す
る
、
そ
の
内
容
律
の
変
化
に
応
じ
て
現
代
文
学
も
亦
社
会
問
題
へ
著

　
　
し
く
接
近
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
接
近
す
る
も
の
な
ら
ば
、

　
　
従
つ
て
社
会
改
造
方
策
へ
も
関
与
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
４
年
５
月
「
文
芸
都
市
」
合
評
会
）

　
と
い
う
よ
う
に
、
次
第
に
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
文
学
の
必
然
的
推
移
」
の
中

で
久
野
が
、
「
桃
色
の
象
牙
の
塔
」
の
舞
台
が
ロ
シ
ア
で
あ
る
必
然
性
を
説
明

し
た
後
で
、
「
か
・
る
是
非
の
論
を
越
へ
て
、
客
体
的
外
象
は
主
観
に
対
す
る

単
な
る
刺
激
的
材
料
で
あ
れ
ば
い
・
」
「
外
的
要
素
は
、
内
的
要
素
に
関
連
し

な
が
ら
も
、
こ
の
分
野
に
於
て
こ
そ
、
芸
術
は
現
実
的
に
独
立
の
任
務
を
占
め

る
も
の
」
と
、
形
式
を
あ
く
ま
で
重
要
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、

社
会
状
況
を
描
く
た
め
に
ロ
シ
ア
を
舞
台
と
す
る
こ
と
に
必
然
性
は
あ
っ
て
も
、

芸
術
と
し
て
の
「
任
務
」
は
あ
く
ま
で
も
表
現
形
式
に
あ
り
、
「
何
を
書
く
か
」

よ
り
「
ど
の
よ
う
に
」
の
方
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
評
論
の
中
で
久
野
の
述
べ
て
い
る
内
容
は
、
二
年
前
の
「
小
説
構
成
の

断
想
」
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
文
字
の
視
覚
的
効
果
、
現
実
社
会
に
適
し
た



ス
ピ
ー
ド
の
あ
る
「
機
械
化
さ
れ
た
」
文
体
、
絵
画
や
音
楽
な
ど
他
の
芸
術
と

の
総
合
化
が
彼
の
主
張
す
る
形
式
性
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
強
調
さ
れ
る
。
だ

が
、
こ
こ
で
は
形
式
の
内
容
に
対
す
る
優
位
性
が
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ

形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
芸
術
の
普
遍
性
を
否
定
し
た
彼
の
論
は
、
そ
れ
自
体
「
ラ
ヂ
カ
ル
」
な
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
代
社
会
を
表
現
す
る
た
め
に

は
、
外
象
は
「
単
な
る
刺
激
的
材
料
で
あ
れ
ば
い
い
」
と
す
る
限
定
は
、
明
ら

か
に
そ
れ
ま
で
の
文
学
と
異
な
る
主
張
を
含
ん
で
い
る
。
た
だ
、
彼
の
論
で
は

彼
自
身
が
描
く
社
会
状
況
そ
の
も
の
も
、
作
晶
の
中
で
は
あ
く
ま
で
素
材
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
実
は
そ
こ
に
こ
そ
彼
が
表
現
し
よ
う
と

す
る
現
代
社
会
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
文
学
が
社
会
改
造
方
策
に
接
近
す
る
、

と
い
う
よ
う
に
積
極
的
に
社
会
状
況
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
彼
の
論
と
、

内
容
を
素
材
と
し
て
限
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
の
間
に
は
、
微
妙
な
差
異
が

み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
作
品
と
文
学
的
主
張
と
が
乖
離
し
て
い
く
可
能

性
さ
え
、
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
新
興
芸
術
派
と
し
て
の
久
野
豊
彦

　
昭
和
五
年
（
１
９
３
０
一
一
月
、
「
文
学
時
代
」
で
大
宅
壮
一
は
「
一
九
二

八
年
か
ら
一
九
二
九
年
に
か
け
て
拾
頭
し
た
新
し
い
作
家
の
中
で
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
派
以
外
の
人
々
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
で
あ
る
と
し
、

　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

そ
の
例
と
し
て
龍
謄
寺
雄
や
檜
崎
勤
ら
と
と
も
に
久
野
豊
彦
の
名
を
上
げ
て
い

る
。
大
宅
は
、
彼
等
の
特
性
と
し
て
、
「
意
識
的
な
、
積
極
的
な
現
実
逃
避
」
、

「
快
適
な
テ
ン
ポ
」
、
従
来
の
文
学
様
式
に
対
す
る
「
破
壊
性
」
を
上
げ
、
い
わ

ゆ
る
「
エ
ロ
ナ
ン
」
文
学
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
は
一
月
の

新
興
芸
術
派
倶
楽
部
第
一
回
総
会
を
契
機
に
、
新
興
芸
術
派
批
判
と
し
て
ま
と

ま
り
、
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。

　
例
え
ば
、
麻
生
義
は
新
興
芸
術
派
を
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
機
械
文
化
、
ナ
ン

セ
ン
ス
に
分
類
し
た
上
で
彼
等
の
関
心
が
現
実
の
表
層
に
留
ま
り
、
思
想
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

欠
け
て
い
る
と
し
て
い
る
し
、
加
藤
武
雄
は
ス
ピ
ー
ド
、
感
覚
性
、
享
楽
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
要
素
と
し
、
同
じ
様
に
思
想
性
の
な
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
新
興
芸
術
派
へ
の
批
判
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
既
に
久
野

に
与
え
ら
れ
て
い
た
批
評
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
に
つ
い
て
川
端
康
成
は
「
新
興
芸
術
派
は
マ
ル
ク
ス
文
学

が
理
論
が
先
で
理
論
に
基
づ
い
た
作
品
を
作
る
の
に
反
し
て
、
作
品
を
生
ん
で

後
理
論
が
成
立
つ
や
う
だ
」
「
こ
の
一
派
の
中
に
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
エ
ロ
テ

イ
シ
ズ
ム
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
ど
の
一
っ
の
要
素
を
含
ん
だ
作
品
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
単
に
作
品
の
中
の
一
要
素
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
文
学
、
又
は
エ
ロ
テ
イ
ツ
ク
派
な
ど
と
称
す
る
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ

＠
る
」
と
文
学
理
論
の
先
走
り
す
る
状
況
に
反
発
す
る
と
と
も
に
、
興
味
本
意
に

新
興
芸
術
派
を
取
り
上
げ
る
風
潮
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
川
端
の
反
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久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

発
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
興
芸
術
派
は
さ
ら
に
一
面
的
、
興
味
本
意
に
取
り
上

げ
ら
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
そ
の
一
面
だ
け
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
状

況
に
な
っ
て
い
く
。

　
久
野
豊
彦
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
四
年
（
１
９
２
９
）

十
二
月
の
「
近
代
生
活
」
で
川
端
康
成
が
吉
行
エ
イ
ス
ケ
や
槍
崎
勤
ら
と
並
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
「
い
ず
れ
も
さ
う
力
作
は
な
か
っ
た
が
注
目
す
べ
き
で
あ
る
」
と
評
し
、

「
新
潮
」
十
二
月
号
で
も
平
林
初
之
輔
が
「
ダ
グ
ラ
ス
の
信
用
経
済
と
新
文
学

と
を
有
機
的
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
」
久
野
豊
彦
に
も
「
一
つ
の
席
が
与
へ

　
　
ゆ

ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
四
年
の
久
野
は
新
進
作
家
と
し
て
の
地

歩
を
固
め
て
い
く
の
だ
が
、
他
方
、
久
野
の
作
品
を
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
中
し

に
論
じ
る
批
評
も
多
く
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
四
年
八
月
の
「
文
学
時
代
」
で

「
新
進
十
五
作
家
論
」
と
い
う
特
集
に
槍
崎
勤
が
「
テ
イ
ブ
ル
・
エ
ロ
ェ
イ
ス

ト
．
久
野
」
と
題
し
た
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
槍
崎
は
「
ち
や
ん
と

鉄
筋
で
組
み
立
て
ら
れ
た
堅
実
さ
」
の
あ
る
構
成
と
「
精
巧
な
、
細
綴
な
、
奇

想
天
外
な
、
そ
し
て
奔
放
な
色
彩
」
と
久
野
の
作
品
を
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
、

久
野
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
「
実
行
的
」
な
も
の
で
な
く
「
奔
放
な
空
想
」
だ

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
強
調
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
昭
和
四
年
に
入
っ
て
久
野
が
活
発
な
創
作
活
動
を
開
始
す
る
背
景
に

は
、
中
村
武
羅
夫
が
「
原
稿
用
紙
十
枚
く
ら
ゐ
の
小
短
編
で
、
新
ら
し
い
感
覚

や
、
新
ら
し
い
風
刺
や
、
新
ら
し
い
ペ
エ
ソ
ス
を
盛
り
、
縦
横
に
機
知
を
駆
使
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し
た
、
全
然
新
様
式
の
芸
術
を
生
み
出
し
て
見
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
側
の
要
求
が
あ
り
、
そ
れ
に
久
野
の
作
風
が
一
致
し
た
こ
と

も
問
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
中
村
は
「
新
潮
」
十
二
月
号
で
「
こ
の
作
家
独

特
の
芸
術
境
地
　
　
一
種
の
粘
り
あ
る
表
現
と
、
底
力
の
あ
る
諏
刺
味
と
、
新

時
代
的
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
は
、
文
壇
的
に
も
つ
と
注
意
も
さ
れ
・
ば
、
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
て
も
い
い
と
思
ふ
」
と
久
野
豊
彦
の
特
性
を
表
現
形
式
と
風
刺
、
そ
し
て
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
置
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
久
豊
の
主
張
す
る
杜
会
性
が

「
風
刺
」
と
し
か
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
風
刺
の
み
が
要
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
れ
以
後
も
中
村
は
、
久
野
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
つ
い
て
槍
崎
勤
と
比
較
し
て
「
も
つ
と
実
感
的
で
生
々
し
い
」
「
生
の
感
じ
」

と
述
べ
る
な
ど
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
作
家
と
し
て
の
久
野
を
積
極
的
に
評
価
し

て
い
る
。
ま
た
「
近
代
生
活
」
の
同
人
で
あ
る
龍
膳
寺
雄
も
「
氏
の
作
品
は
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

世
文
学
に
於
け
る
ナ
ン
セ
ン
ス
の
先
駆
」
「
エ
ロ
チ
ツ
ク
作
家
の
面
目
躍
如
」
、

「
久
野
君
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
は
僕
た
ち
よ
り
も
セ
キ
ジ
ュ
ア
ル
だ
ね
」
と
い
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

同
じ
く
同
人
の
檜
崎
も
「
我
々
の
も
の
に
は
実
感
味
が
な
い
ね
」
と
応
じ
て
い

る
。
後
の
昭
和
六
年
八
月
に
「
近
代
生
活
」
の
特
集
「
解
剖
蔓
上
の
わ
が
久
野

　
＠

豊
彦
」
が
「
何
が
彼
を
エ
ロ
テ
イ
ス
ト
に
さ
せ
た
か
」
と
い
う
章
を
設
け
て
い

る
こ
と
を
見
て
も
、
川
端
の
反
発
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
久
野
豊
彦
も
ま
た
そ
の

直
接
的
で
「
生
々
し
い
」
描
写
に
特
徴
の
あ
る
、
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
作
家
」

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
「
近
代
生
活
」
の
同
人



た
ち
、
っ
ま
り
新
興
芸
術
派
と
呼
ば
れ
る
作
家
た
ち
自
身
が
、
そ
れ
に
追
随
し

て
い
た
こ
と
も
否
め
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
久
野
豊
彦
自
身
は
、
自
ら
の
文
学
の
中
で
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
ど

う
位
置
付
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
新
潮
」
五
年
三
月
の
「
谷
崎
潤
一
郎
氏

の
工
ロ
チ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
で
彼
は
「
芸
術
の
特
殊
機
能
は
人
を
喫
驚
さ
せ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
「
人
を
驚
か
す
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
表
現
さ

れ
て
い
る
材
料
の
正
否
は
敢
て
問
題
視
す
べ
き
で
な
い
」
と
あ
く
ま
で
素
材
に

過
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
ざ
ら
に
、
エ
ロ
テ
ィ
ク
な
現
実

は
落
ち
て
ゐ
ま
す
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
最
早
こ
れ
ら
の
エ
ロ
テ
ィ
ク
な
現
実
か

ら
新
鮮
な
魅
力
を
感
ず
る
筈
も
な
い
の
で
す
」
と
し
て
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
あ

く
ま
で
材
料
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

ば
か
り
で
な
く
、
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
に
対
し
て
も
、
二
般
に
向
け
ら
れ
て
ゐ

る
非
難
は
、
甚
だ
非
文
学
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
真
の
ナ
ン
セ
ン
ス
の
意
義
が

理
解
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
の
非
難
は
、
文
学
に
、
こ
れ
ま
で
、
過
分

な
内
容
主
義
が
主
張
さ
れ
、
深
刻
な
文
学
で
な
け
れ
ば
文
学
と
し
て
と
る
に
足

ら
ざ
る
文
学
の
ご
と
く
思
惟
さ
れ
て
き
た
一
種
の
風
習
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

（
中
略
）
要
す
る
に
、
読
者
に
、
瞬
間
の
現
実
を
新
鮮
に
意
識
さ
せ
る
た
め
の

手
段
で
あ
る
と
見
る
べ
き
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
文
学
の
目
的
は
「
最
早
、
何

を
意
識
さ
せ
る
か
が
問
題
で
は
な
く
、
い
か
に
、
意
識
さ
せ
る
か
」
に
あ
る
と

　
　
　
＠

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
先
に
「
文
学
の
必
然
的
推
移
」
で
見
た
、
形
式
の
内
容

　
　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

に
対
す
る
優
位
性
が
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
た
、
内
容
否
定
の
論
が
展
開
さ
れ
、

「
何
を
」
で
は
な
く
「
い
か
に
」
と
い
う
点
に
彼
の
関
心
が
集
中
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　
「
新
潮
」
六
月
の
「
新
興
芸
術
派
批
判
会
」
で
久
野
は
「
文
学
の
特
殊
機
能

と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
一
口
に
云
へ
ば
、
文

学
的
技
術
で
あ
る
と
思
ふ
。
如
何
に
感
じ
さ
せ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
根
本
の
問

題
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
新
し
い
角
度
か
ら
感
じ
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
に

根
本
の
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
ふ
」
と
自
ら
の
創
作
態
度
を
技
術
と
い

う
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
学
の
は
じ
め
の
出
発
点
は

「
思
想
の
美
」
で
あ
っ
た
が
、
文
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
「
技
術
の
美
」
へ
到
達

す
る
と
し
て
い
る
。
同
じ
六
月
、
「
近
代
文
学
」
の
「
既
成
芸
術
派
検
討
座
談

会
」
で
も
、
「
僕
は
今
日
の
文
学
の
中
に
色
々
な
思
想
を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
は

古
典
的
理
想
だ
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
、
文
学
の
中
か
ら
思
想
性
を
排
除
し
よ
う

と
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
作
者
の
思
想
的
態
度
の
そ
れ
自
ら
の
価
値
は
、
決
し
て
、
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芸
術
自
ら
の
価
値
で
は
な
い
」
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
昭
和

五
年
に
入
る
と
、
久
野
の
内
容
否
定
は
、
文
学
を
、
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
性

に
よ
っ
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
発
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。

　
文
学
の
背
景
に
あ
る
思
想
性
で
は
な
く
、
文
学
そ
の
も
の
の
価
値
を
問
題
に

す
る
べ
き
だ
、
と
す
る
彼
の
論
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
や
既
成
文

学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
「
芸
術
こ
れ
自
体
に
対
し
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久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

て
は
、
何
等
の
危
倶
の
念
も
抱
か
れ
ず
、
芸
術
な
る
一
個
の
機
械
が
、
生
活
に

遊
離
し
な
い
、
末
梢
神
経
的
な
ら
ざ
る
、
即
ち
、
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
た
人
問

の
生
活
を
織
り
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
偉
大
な
る
芸
術
で
あ
る

か
の
ご
と
く
思
惟
し
て
ゐ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
僕
は
、
紗
な
か
ら
ず
、
却
っ
て
、
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僕
は
危
倶
の
念
を
抱
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
」
と
述
べ
る
と
き
、
彼
の
念

頭
に
は
当
然
既
成
文
学
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
は
ず
だ
。

だ
が
、
既
に
早
い
時
期
に
文
学
の
普
遍
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
た
彼
が

「
新
興
芸
術
派
の
ご
と
き
は
、
明
ら
か
に
小
説
に
不
安
を
持
っ
グ
ル
ー
プ
と
い

　
　
　
　
　
　
ゆ

は
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
時
、
彼
の
文
学
へ
の
疑
問
、
あ
る
い
は
文
学
に
対

し
、
か
つ
て
の
文
学
者
の
よ
う
に
は
全
面
的
に
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
な
い
苛
立
ち

は
、
当
時
の
作
家
た
ち
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
「
技

術
的
に
文
学
は
進
行
し
つ
つ
あ
る
、
だ
か
ら
し
ょ
っ
中
過
去
の
文
学
は
材
料
に
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な
り
つ
つ
あ
る
」
と
自
ら
も
含
め
て
文
学
の
普
遍
性
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
文

学
の
機
能
を
現
代
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
く
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
、
久
野
は
社
会
状
況
と
文
学
を
ど
の
よ
う
に
関
わ
ら

せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
評
論
の
中
で
、
久
野
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
に
対
す

る
積
極
的
批
判
を
繰
り
返
す
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
微
妙
な
揺
れ
が
読
み
取
れ
る
。

彼
は
ま
ず
「
文
学
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
社
会
改
造
に
貢
献
す
る
能
力
を
持
し
て

　
　
ゆ

ゐ
る
か
」
と
問
い
か
け
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
「
そ
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
社
会

改
造
方
策
が
、
彼
等
の
文
学
的
技
術
と
同
じ
く
、
こ
れ
ま
た
十
九
世
紀
的
で
あ
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る
」
と
断
定
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
新
芸
術
派
の
文
学
は
、
何
等
の
社
会
改
造

方
策
に
は
依
拠
し
て
い
な
い
し
、
純
粋
文
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
依
拠
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

理
由
は
、
な
い
の
だ
」
と
し
て
、
自
ら
の
立
場
の
違
い
を
説
明
す
る
。
文
学
は

あ
く
ま
で
も
現
代
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
久
野
の
主
張
か
ら
す
れ

ば
、
ご
く
当
然
だ
と
言
え
る
が
、
久
野
は
そ
こ
に
「
今
日
、
真
に
、
社
会
機
構

を
変
革
し
得
る
も
の
は
、
最
早
、
思
想
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
に
付
随
し
た
文

学
で
も
な
く
、
た
だ
変
革
し
得
べ
き
も
の
は
、
工
学
あ
る
の
み
」
と
す
る
ダ
グ

ラ
ス
経
済
学
を
援
用
す
る
。
「
自
由
主
義
に
立
つ
経
済
学
者
の
最
後
の
溜
り
場
」

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
あ
る
「
神
秘
主
義
」
、
「
前
社
会
学
的
経
済
観
に
過
ぎ
な
い
」
と
批
判
さ
れ
、

「
近
代
文
学
」
の
同
人
た
ち
さ
え
、
現
代
に
対
し
て
「
は
っ
き
り
し
た
反
映
を

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
よ
ナ
に
、
ダ
グ
ラ
ス
経
済
学
は
久
野
が
盛

ん
に
引
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
効
性
を
も
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
だ

が
、
久
野
は
明
確
な
理
論
的
根
拠
を
持
つ
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
に
対
抗
す
る
為

に
、
自
ら
の
社
会
状
況
に
対
す
る
態
度
の
根
拠
と
し
て
、
ダ
グ
ラ
ス
経
済
学
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
久
野
は
「
新
興
芸
術
派
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
全
然
異

な
つ
た
新
時
代
の
政
治
的
側
面
や
経
済
的
側
面
や
ま
た
は
哲
学
的
側
面
を
有
し

て
ゐ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
新
興
芸
術
派
こ
そ
、
そ
の
将
来
に
於
て
、

新
ら
し
い
経
済
的
側
面
か
ら
の
新
時
代
計
画
を
展
開
さ
せ
る
可
能
性
が
充
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

準
備
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
」
と
新
興
芸
術
派
が
社
会
的
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と



と
そ
の
優
位
性
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
、
「
尤
も
、
今
日
で
は
、
文
学
が
重
要

な
内
容
を
持
つ
と
難
も
、
何
も
そ
の
内
容
が
社
会
問
題
、
杜
会
改
造
方
策
に
依

拠
し
な
く
て
も
い
い
と
い
ふ
説
を
成
す
も
の
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
仮
り
に
も
、

文
学
が
杜
会
的
に
飛
躍
し
、
玩
実
の
生
活
に
直
面
す
る
以
上
、
こ
の
崎
型
的
な

社
会
経
済
生
活
を
対
象
と
し
て
、
新
し
い
社
会
改
造
方
策
に
依
拠
し
て
、
文
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

的
飛
躍
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
論
を
展
開
す
る
時
、
依
拠
す
べ
き
杜
会
方

策
は
ダ
グ
ラ
ス
経
済
学
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
こ
の
論
は
先
に
述
べ
た
よ
う

な
文
学
の
思
想
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
彼
自
身
の
論
と
明
ら
か
に
矛
盾
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
根
底
に
は
思
想
優
先
の
文
学
を
否
定
す
る
た
め
に
、

さ
ら
に
別
の
思
想
に
よ
っ
て
理
論
武
装
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
久
野

の
置
か
れ
た
立
場
の
不
安
定
さ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
杜
会
性
を
自
身
の
文

学
の
根
拠
に
し
よ
う
と
す
る
久
野
の
執
着
と
、
文
学
を
あ
く
ま
で
限
定
し
よ
う

と
す
る
も
う
一
つ
の
久
野
の
主
張
と
の
裂
け
目
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
久
野
の
文
学
理
論
に
対
し
て
、
尾
崎
士
郎
は
昭
和
五
年
五
月
の

「
新
潮
」
座
談
会
で
「
今
頻
に
ダ
グ
ラ
ス
を
引
張
り
出
し
て
そ
れ
が
た
め
に
ダ

グ
ラ
ス
派
と
か
何
と
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
意
味
も

な
い
こ
と
だ
と
思
ふ
。
一
中
略
）
ダ
グ
ラ
ス
と
久
野
豊
彦
の
芸
術
と
は
関
係
な

い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
嘉
村
磯
多
も
、
「
氏
の
強
調
す
る
技
術
が

箇
々
の
作
品
に
特
別
に
手
際
良
く
磨
用
さ
れ
て
ゐ
る
と
も
思
へ
な
い
。
技
術

　
　
け
れ
ど
も
、
氏
の
根
本
的
な
素
質
が
、
一
中
略
一
普
遍
性
に
乏
し
い
、
非

　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

技
術
的
な
も
の
で
は
な
い
か
Ｌ
と
久
野
の
作
品
と
理
論
と
の
問
の
距
離
に
疑
問

を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　
事
実
、
ダ
グ
ラ
ス
経
済
学
を
駆
使
し
て
評
論
を
発
表
す
る
一
方
で
書
か
れ
た

久
野
の
小
説
か
ら
は
、
次
第
に
杜
会
性
が
希
薄
に
な
っ
て
い
く
。
「
彼
と
彼
女
」

一
昭
和
５
年
－
月
「
近
代
文
学
」
一
で
は
「
女
子
植
民
大
学
」
の
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト

ラ
イ
キ
が
描
か
れ
、
「
ス
ト
ラ
イ
キ
も
ま
た
、
世
界
革
命
の
断
片
の
一
つ
で
は

な
い
で
せ
う
か
？
」
と
言
っ
た
文
章
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
「
ス
ト
ラ
イ
キ
の

直
接
の
原
因
は
さ
し
て
、
あ
た
し
た
ち
に
は
、
関
係
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
」

と
い
い
、
そ
の
原
因
が
実
は
「
簿
記
の
教
師
と
女
舎
監
と
の
恋
愛
自
殺
事
件
」

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
言
っ
た
言
葉
を
ち

り
ば
め
な
が
ら
も
社
会
機
構
に
対
す
る
視
点
は
な
く
、
飢
え
た
女
性
た
ち
の
滑

稽
で
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
に
終
始
し
て
い
る
。
「
モ
ダ
ア
ン
な
栗
の
イ
ガ
」

一
昭
和
５
年
６
月
『
芸
術
派
ヴ
ァ
ラ
ェ
テ
エ
赤
櫨
杜
所
収
一
も
、
シ
ン
ク
レ

ァ
に
対
す
る
批
判
が
語
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
「
シ
ン
ク
レ
ア
は
吾
輩
こ
そ

ア
メ
リ
カ
随
一
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
だ
と
云
は
ん
ば
か
し
の
態
度
で
」
あ
り

な
が
ら
彼
の
弟
子
が
「
百
万
長
者
の
息
子
ば
か
り
」
だ
と
い
っ
た
次
元
の
も
の

で
、
作
品
の
主
眼
は
某
国
の
記
者
Ｅ
女
史
が
足
を
組
み
直
す
と
き
、
シ
ミ
ー
ズ

か
ら
か
い
ま
見
え
た
「
栗
の
イ
ガ
」
の
モ
ダ
ン
さ
に
あ
る
。

　
ま
た
、
久
野
の
表
現
に
対
し
て
は
「
特
異
性
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
余
り
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

だ
け
の
特
異
性
で
、
多
少
の
共
通
性
が
な
い
と
困
る
」
「
一
関
心
し
て
い
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
　
　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

－
引
用
者
注
－
）
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
中
の
少
数
の
分
子
だ
と
思
ふ
な
」
と

い
っ
た
批
判
の
一
方
で
「
久
野
氏
は
も
つ
と
分
ら
な
い
作
品
を
書
い
て
も
い
・

や
う
に
思
ふ
。
僕
は
も
つ
と
凄
ま
じ
い
氏
の
所
謂
「
連
想
の
暴
風
」
に
吹
き
倒

　
　
　
　
　
ゆ

さ
れ
て
み
た
い
」
と
い
っ
た
期
待
が
出
て
く
る
。
表
現
の
過
激
さ
だ
け
に
久
野

の
作
品
の
面
白
さ
を
見
る
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
要
求
は
当
然
の
こ
と

だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
か
ら
は
特
異
な
表
現
と
奇
妙
な
ス
ト
ー
リ
ー
、
そ
し
て
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
側
面
だ
け
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
る
と
い
う
方
向
し
か

生
み
出
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
「
こ
れ
以
上
発
展
す
る
と
読
者
か
ら
見
放
さ
れ
ち

や
う
（
中
略
）
こ
れ
以
上
発
展
さ
れ
る
と
読
者
は
ポ
カ
ン
と
す
る
外
な
く
な
る
。

非
常
に
文
学
に
精
進
し
よ
う
と
云
ふ
特
殊
文
学
青
年
は
別
と
し
て
普
通
の
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
を
取
り
巻
い
て
い
る
人
達
に
と
っ
て
は
ね
」
「
久
野
豊
彦
も
堀
辰

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

雄
も
引
返
し
て
来
る
」
と
龍
膳
寺
雄
が
予
測
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
し
か
生
ま

れ
な
い
。
社
会
性
が
希
薄
に
な
っ
た
だ
け
、
そ
の
表
現
形
式
に
読
者
の
目
が
い

き
、
そ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
事
態
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
文
学
と

は
い
か
に
意
識
さ
せ
る
か
だ
、
と
言
う
一
方
で
社
会
的
に
飛
躍
す
る
こ
と
が
文

学
的
な
飛
躍
だ
、
と
も
主
張
し
て
い
た
久
野
に
と
っ
て
、
皮
肉
な
状
態
で
あ
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
久
野
の
文
学
的
危
機

が
見
ら
れ
る
の
だ
。

　
昭
和
六
年
に
は
い
る
と
「
久
野
豊
彦
の
こ
の
頃
の
落
ち
つ
き
よ
う
は
ど
う
で

　
ゆ

す
か
」
「
か
つ
て
新
興
芸
術
派
の
社
会
的
な
位
置
に
つ
い
て
経
済
学
的
根
拠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
エ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

よ
つ
て
マ
ル
ク
ス
派
と
論
戦
し
た
久
野
豊
彦
氏
の
沈
黙
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。

　
や
が
て
浅
原
六
朗
ら
と
「
新
社
会
派
」
を
提
唱
し
た
久
野
は
、
再
び
作
品
と

社
会
性
と
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
実
践
と
し
て
書
か
れ
た
「
不

景
気
と
失
業
」
（
昭
和
７
年
６
月
「
新
潮
」
）
は
尾
崎
士
郎
か
ら
「
極
め
て
間
に

合
わ
せ
の
」
作
品
と
い
う
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
尾
崎
は
「
作
者
は

『
新
社
会
派
』
の
主
張
を
具
体
化
さ
う
と
す
る
要
求
に
拘
泥
し
て
、
自
分
流
儀

に
よ
つ
て
現
実
を
と
ら
へ
る
角
度
を
見
失
つ
て
」
い
て
、
現
代
日
本
の
経
済
状

況
に
触
れ
て
い
る
部
分
も
「
常
識
的
に
帰
納
し
得
る
範
囲
を
出
て
は
ゐ
な
い
」

「
要
す
る
に
作
者
は
『
新
社
会
派
』
の
荘
乎
た
る
言
説
に
囚
は
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
に
特
有
な
詩
人
的
特
質
を
何
れ
か
へ
外
そ
ら
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
」
と
、
「
新
社
会
派
」
と
い
う
「
文
学
理
論
と
し
て
の
内
容
を
い
さ
さ

か
も
含
ん
で
は
ゐ
な
い
」
理
論
に
自
己
の
文
学
を
引
き
っ
け
よ
う
と
す
る
久
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
態
度
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
久
野
は
、
同
じ
く
「
新
社
会
派
」

の
実
践
と
し
て
書
い
た
「
人
生
特
急
」
の
発
禁
の
後
、
短
編
を
二
作
発
表
し
た

だ
け
で
、
文
壇
的
に
沈
黙
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

今
日
か
ら
見
て
、
久
野
の
主
張
す
る
文
学
は
必
ず
し
も
無
内
容
で
的
外
れ
と

ば
か
り
い
い
切
れ
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
含
む
従
来
の
文
学
に
よ
っ
て

信
じ
ら
れ
て
い
た
、
文
学
の
普
遍
性
、
あ
る
い
は
全
て
の
読
者
に
共
通
す
る
時



代
認
知
、
と
い
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
信
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
代
が
昭
和
初

期
で
あ
り
、
久
野
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
く
社
会
状
況
に
彼
な
り
の
誠

実
さ
で
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
よ
る
社
会

変
革
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
た
時
代
、
純
粋
文
学
を
主
張
し
な
が
ら
思
想
性
を

全
否
定
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
、
久
野
豊
彦
の
悪
戦
苦
闘
す

る
姿
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

注¢　　　　＠¢＠　＠０
嶋
田
厚
氏
「
久
野
豊
彦
と
新
感
覚
派
」
一
昭
和
４
９
・
１
「
文
学
」
一
に
既
に
指
摘
が

あ
る

「
驚
異
・
久
野
氏
の
表
現
に
つ
い
て
」
昭
和
３
・
３
「
三
田
文
学
」

大
正
１
５
・
ｕ
「
新
潮
合
評
会
」

昭
和
２
・
８
「
文
芸
公
論
」

以
下
の
五
作
を
さ
す
。

「
張
作
森
の
死
ぬ
ま
で
」
一
昭
和
３
・
ｕ
「
創
作
時
代
」
一

「
大
総
統
戴
冠
式
」
一
昭
和
４
・
３
「
創
作
時
代
」
一

「
地
図
に
出
て
く
る
男
女
」
一
昭
和
４
・
５
「
三
田
文
学
」
）

「
蜘
嚥
寺
附
近
」
一
昭
和
４
・
１
２
「
近
代
生
活
」
）

「
ヨ
一
包
昌
璃
麗
の
愛
」
一
昭
和
６
・
１
０
「
文
学
時
代
」
一

「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
以
上
の
も
の
」
昭
和
５
・
５
「
新
潮
」

「
文
壇
現
状
論
」
昭
和
５
・
６
「
文
学
時
代
」

「
新
興
芸
術
派
の
作
晶
」
昭
和
５
・
６
「
文
学
時
代
」

「
昭
和
４
年
の
文
壇
・
劇
壇
・
映
画
壇
」

「
昭
和
４
年
の
文
壇
の
概
観
」

「
三
月
の
創
作
を
機
縁
と
し
て
」
一
昭
和
４
・
１
４
「
新
潮
」
一
な
お
、
こ
の
発
言
は

　
　
久
野
豊
彦
の
文
学
理
論

＠＠＠＠＠＠＠＠ゆ＠ゆゆ＠＠ゆゆ＠ゆ＠＠ゆゆ＠ゆ 久
野
の
「
薔
薇
の
花
の
つ
い
た
寝
台
」
に
触
れ
て
の
も
の
。

「
活
躍
し
た
作
家
と
そ
の
主
な
る
作
晶
」

「
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
文
学
及
び
生
活
の
批
判
座
談
会
」
昭
和
５
・
２
「
新
潮
」

「
文
芸
時
評
」
昭
和
５
・
４
「
新
潮
」

＠
に
同
じ

昭
和
６
・
８
「
近
代
生
活
」

　
「
新
芸
術
へ
の
非
難
に
対
し
て
」
昭
和
５
・
６
「
近
代
生
活
」

　
「
文
芸
時
評
」
昭
和
５
・
５
「
近
代
生
活
」

　
「
文
芸
時
評
」
昭
和
５
・
７
「
近
代
生
活
」

＠
に
同
じ

　
「
既
成
芸
術
派
検
討
座
談
会
」
昭
和
５
・
６
「
近
代
文
学
」

＠
に
同
じ

＠
に
同
じ

宮
島
新
三
郎
「
新
興
芸
術
派
批
判
」
昭
和
５
・
９
「
新
潮
」

勝
本
英
治
「
久
野
豊
彦
氏
の
徒
労
」
昭
和
６
・
２
「
三
田
文
学
」

吉
行
エ
イ
ス
ケ
「
解
剖
台
の
上
の
わ
が
久
野
豊
彦
」
昭
和
６
・
８
「
近
代
生
活
」

＠
に
同
じ

　
「
新
興
芸
術
派
は
果
た
し
て
無
内
容
で
あ
る
か
」
昭
和
５
・
８
「
近
代
生
活
」

　
「
久
野
さ
ん
の
印
象
」
昭
和
６
・
４
「
新
潮
」

　
中
村
武
羅
夫
　
昭
和
５
・
５
「
新
潮
」
座
談
会

大
宅
壮
一
　
＠
に
同
じ

木
村
庄
三
郎
「
六
月
の
創
作
評
」
昭
和
５
・
７
「
三
田
文
学
」

　
「
文
壇
の
現
状
を
論
ず
」
昭
和
６
・
９
「
近
代
生
活
」

　
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
「
そ
の
後
の
新
興
芸
術
派
」
昭
和
６
・
３
「
近
代
生
活
」

吉
行
エ
イ
ス
ケ
「
芸
術
派
の
赤
字
に
つ
い
て
、
そ
の
他
」
昭
和
６
・
１
２
「
近
代
生

活
」　

「
文
芸
時
評
」
昭
和
７
・
７
「
新
潮
」

一
二
七
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