
阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

二
六
〇

阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
〉

『
掃
情
と
表
現
』

か
ら

『
現
代
の
文
学
』
へ
１

水
　
　
上

勲

　
中
村
真
一
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
阿
部
知
二
は
昭
和
作
家
の
中
で
、
最
も
評
価
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

定
ま
っ
て
い
な
い
作
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
五
点

ば
か
り
を
挙
げ
、
そ
の
一
つ
一
っ
を
丁
寧
に
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
阿
部
知
二
の
文
学
者
と
し
て
の
評
価
を
困
難
に
し
て

い
る
も
の
に
、
戦
後
の
阿
部
知
二
の
「
左
傾
」
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
中
村
氏
も
そ
の
点
に
つ
き
、
阿
部
知
二
が
作
家
と
し
て
日
本
文
壇
特
有
の
美

学
を
打
破
し
、
日
本
の
小
説
を
更
新
す
る
よ
り
も
、
晩
年
に
お
い
て
は
「
寧
ろ
、

杜
会
的
正
義
の
実
現
と
い
う
よ
う
な
、
知
識
人
の
良
心
の
問
題
の
方
向
に
集
中

し
て
い
た
か
」
と
述
べ
、
そ
の
評
価
は
留
保
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
奥
野
健
男
氏
は
、
「
進
歩
派
陣
営
に
身
を
投
じ
、
社
会
革
命
を
説
き

は
じ
め
」
「
政
治
的
運
動
に
知
識
人
と
し
て
身
を
挺
し
た
」
阿
部
知
二
に
、
「
場

違
い
の
痛
々
し
い
感
じ
」
を
持
ち
、
「
そ
う
い
う
外
の
社
会
的
事
件
に
題
材
を

求
む
べ
き
で
は
な
く
、
内
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
だ
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
思
い
を
抱
き
続
け
た
、
と
言
う
。
阿
部
の
戦
後
に
対
す
る
こ
う
し
た
評
価
は
、

一
方
を
代
表
す
る
意
見
と
言
え
よ
う
。

　
確
か
に
、
昭
和
二
十
八
年
六
月
、
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件
の
特
別
弁
護
人
と
し

て
法
廷
に
お
い
て
莚
言
を
行
な
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
阿
部
知
二
は
実
に
め

ざ
ま
し
い
程
の
「
左
」
へ
の
転
換
を
と
げ
て
い
く
。
翌
年
の
日
本
文
化
人
会
議

議
長
就
任
と
、
中
国
訪
問
、
三
十
三
年
の
ソ
連
訪
問
、
翌
年
の
わ
だ
つ
み
の
会

理
事
長
就
任
、
そ
の
問
の
松
川
事
件
、
教
科
書
裁
判
、
Ａ
・
Ａ
作
家
会
議
等
々

へ
の
か
か
わ
り
、
そ
し
て
晩
年
の
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、
日
本
共
産
党
へ
の
接

近
と
、
そ
れ
は
よ
り
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
の
は
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り

で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
阿
部
知
二
は
戦
前
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
盛
ん
な
り
し



頃
に
は
、
明
白
に
反
対
側
に
あ
っ
て
、
芸
術
派
の
理
論
家
兼
実
作
者
と
し
て
、

文
壇
に
一
定
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
が
戦
後
、
逆
転
現
象
を
起
こ
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
戦
前
の
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
派
か
ら
戦
後
の
進
歩
派
へ
と

い
う
、
こ
う
し
た
軌
跡
を
辿
っ
た
文
学
者
は
、
他
に
あ
ま
り
類
例
を
み
な
い
。

　
阿
部
知
二
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
所
、
篠
田
一
士
氏
が
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
一

も
理
解
の
い
き
届
い
た
論
を
書
か
れ
て
い
る
。
氏
は
、
阿
部
知
二
の
現
実
参
加

の
姿
勢
を
認
め
つ
っ
、
そ
れ
と
文
学
作
晶
の
自
律
性
と
い
う
問
題
は
別
個
の
こ

と
だ
と
し
た
上
で
、
阿
部
の
現
実
参
加
、
市
民
運
動
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け

く
わ
し
い
正
確
な
記
録
が
必
要
な
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
今
日
ま
だ
何
程
の
こ
と
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、

確
か
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
ば
か
り
が
先
行
し

て
、
彼
の
「
左
傾
」
に
っ
い
て
の
客
観
的
、
研
究
的
な
分
析
は
ま
だ
殆
ど
な
さ

れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
阿
部
知
二
に
お
け
る
”
政
治
と
文
学
一
の
問

題
は
、
戦
後
に
お
け
る
一
文
学
者
の
特
異
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
も
っ
と
重
視
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
私
も
、
篠
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
正
確
な
記
録
を
望
む
も
の
だ
が
、
今
は

そ
の
準
備
も
な
く
、
力
量
も
不
足
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
拝
情
と
表
現
』
と

『
現
代
の
文
学
』
の
二
っ
の
戦
後
の
代
表
的
文
学
評
論
を
取
り
あ
げ
、
彼
の

「
左
傾
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
多
少
メ
ス
を
ふ
る
っ
て
み
た
い
。

　
そ
の
前
に
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
と
、
阿
部
知
二
に
こ
う
し
た
杜
会
参
加

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

の
姿
勢
が
明
瞭
に
な
り
だ
す
の
は
、
昭
和
二
十
五
年
夏
に
ペ
ン
ク
ラ
ブ
代
表
と

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
行
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
二
十
八
年
の
メ
ー

デ
ー
事
件
裁
判
に
か
か
わ
っ
て
一
層
深
化
し
て
い
っ
た
、
と
さ
れ
る
の
が
普
通

　
　
互

で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
阿
部
良
雄
氏
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
行
っ
て
、
日
本
の
貧
し
さ
を
痛

感
し
た
こ
と
、
「
本
人
自
身
が
、
日
本
の
あ
ま
り
に
貧
し
い
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
こ
れ
は
社
会
主
義
に
す
る
よ
り
仕

方
な
い
と
い
う
ふ
う
に
決
意
し
た
と
い
う
の
が
本
当
で
す
。
そ
の
辺
で
例
の

メ
ー
デ
ー
事
件
と
か
、
そ
う
い
う
き
っ
か
け
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
申
し

て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
」
と
、
講
演
筆
記
の
中
で
だ
が
、
明
瞭
に
述
べ

　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
あ
る
程
度
裏
付
け
も
あ
っ
て
、
ま
ず
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
旅
行
以
後
と
み
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
で
は
何
故
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
以
後
の
社
会
的
参
加
が
急
展

開
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
な
る
と
、
根
本
的
な
要
因
と
し
て
は
、
や
は
り
彼
の

過
去
の
戦
争
体
験
の
反
省
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、

彼
の
戦
後
の
文
学
活
動
の
す
べ
て
が
そ
こ
に
根
ざ
し
て
お
り
、
『
日
月
の
窓
』

や
『
捕
囚
』
に
お
い
て
も
、
く
り
か
え
し
そ
れ
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
、
と
も

言
い
え
よ
う
。
だ
が
、
彼
に
お
い
て
の
”
戦
争
体
験
”
の
全
体
像
を
と
ら
え
る

の
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
普
通
の
文
壇
的
作
家
よ
り
、
一
層
そ
れ

は
複
雑
な
面
を
み
せ
て
お
り
、
単
純
に
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一



　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

後
の
知
識
人
文
学
者
と
し
て
の
軌
跡
を
辿
る
場
合
、
こ
の
戦
争
体
験
と
左
傾
の

両
者
を
一
体
化
し
て
み
る
視
点
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

二

　
『
拝
情
と
表
現
』
は
、
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
、
奈
良
の
養
徳
社
か
ら
刊
行

さ
れ
た
。
阿
部
知
二
の
戦
後
最
初
の
文
学
評
論
集
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
た
評
論

は
全
部
で
十
四
篇
、
『
新
潮
』
『
世
界
』
『
人
問
』
な
ど
の
他
、
様
々
な
雑
誌
に

発
表
さ
れ
た
も
の
を
集
め
て
い
る
が
、
中
で
最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
二
十
一

年
五
月
、
遅
い
も
の
は
二
十
三
年
六
月
発
表
で
あ
り
、
敗
戦
後
の
最
も
混
沌
と

し
て
い
た
時
期
に
お
け
る
阿
部
知
二
の
思
索
が
よ
く
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
時
期
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
阿
部
知
二
は
戦
時
中
に
疎
開
し
た
姫
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

に
あ
っ
て
、
な
か
な
か
上
京
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
『
拝
情
と

表
現
』
所
収
の
評
論
も
、
そ
の
大
部
分
は
姫
路
に
お
い
て
書
か
れ
た
（
も
ち
ろ

ん
、
実
際
に
は
色
々
な
場
所
で
執
筆
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
）
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
創
乍
方
面
で
は
、
や
は
り
こ
の
姫
路
時
代
に
、
の
ち
『
城
』
（
昭
・
２
４
・

８
）
に
収
録
さ
れ
た
短
篇
を
連
作
的
に
執
筆
し
て
お
り
、
こ
の
評
論
と
創
作
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

両
者
が
阿
部
知
二
の
戦
後
へ
の
出
発
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
（
た
だ
、
文

壇
的
な
意
味
で
は
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
の
「
黒
い
影
」
、
三
月
の
「
お
ぼ
ろ

夜
の
話
」
が
彼
の
戦
後
文
壇
へ
の
復
帰
作
と
な
っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二

　
ま
ず
最
初
に
、
中
で
最
も
早
く
発
表
さ
れ
た
評
論
、
「
現
代
人
」
を
取
り
あ

げ
た
い
。
二
十
一
年
五
月
『
新
潮
』
の
巻
頭
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
す
ぐ

あ
と
の
六
月
号
「
阿
部
知
二
氏
は
語
る
」
（
談
話
筆
記
）
で
は
、
「
苦
心
さ
ん
た

ん
の
結
晶
」
で
、
四
月
号
に
問
に
あ
わ
ず
、
一
月
遅
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
い
、

創
作
面
で
も
評
論
で
も
「
書
か
う
と
思
つ
て
も
何
も
出
て
来
ぬ
。
完
全
な
文
学

失
調
さ
。
」
と
、
か
な
り
自
潮
的
に
語
っ
て
い
る
。
敗
戦
と
い
う
現
実
に
直
面

し
て
、
た
だ
ち
に
自
分
の
文
学
的
姿
勢
を
積
極
的
に
立
て
直
す
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
彼
の
苦
衷
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

　
さ
て
、
そ
の
苦
衷
を
、
我
々
は
「
現
代
人
」
の
中
に
端
的
に
み
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
、
奇
矯
な
感
じ
さ
え
受
け
る
、
「
ゲ
ェ
テ

と
狂
犬
」
と
い
う
比
瞼
的
な
話
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
「
数
年
以
来
私

は
日
本
や
中
国
の
い
く
つ
か
の
と
こ
ろ
で
、
青
年
や
学
生
に
向
っ
て
、
『
ゲ
ェ

テ
と
狂
犬
』
と
で
も
名
づ
く
べ
き
他
愛
の
な
い
比
瞭
謂
を
し
て
き
た
。
　
　
君

が
ゲ
ェ
テ
だ
っ
た
と
し
て
み
た
ま
え
。
そ
し
て
或
は
瞑
想
し
な
が
ら
野
を
歩
い

て
い
る
と
し
て
み
た
ま
え
。
君
の
頭
の
な
か
に
は
、
い
ま
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
の

構
想
が
生
れ
て
あ
ふ
れ
て
来
て
い
る
の
だ
が
、
も
し
こ
の
と
き
一
匹
の
狂
犬
が

お
ど
り
出
し
て
噛
み
っ
い
て
来
た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
『
フ
ア
ウ

ス
ト
』
も
そ
れ
を
創
造
し
っ
っ
あ
っ
た
ゲ
ェ
テ
の
生
命
も
立
ち
ど
こ
ろ
に
滅
び

て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
は
つ
い
に
狂
犬
の
牙
に
対
し
て
無
力
で
あ
り
、
故
に
劣
る

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」



　
筆
者
に
よ
れ
ば
、
「
太
古
こ
の
か
た
の
人
問
の
不
幸
と
苦
悩
と
は
、
こ
の
二

っ
の
世
界
の
相
剋
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
思
想
家
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

決
定
的
な
解
案
を
有
つ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
」
「
思
想
は
無
力
で
あ

る
。
考
え
う
る
こ
と
は
、
『
自
分
は
そ
の
い
ず
れ
を
愛
す
る
か
』
と
い
う
こ
と
、

　
　
そ
し
て
パ
ス
カ
ル
風
に
い
え
ば
、
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
の
世
界
と
犬
の
牙
の

そ
れ
と
の
、
『
い
ず
れ
に
賭
け
る
か
』
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
、
極
端
な
二
者
択
一
主
義
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い

る
深
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
こ
れ
こ
そ
阿
部
知
二
の
戦
争
体
験
が
も
た
ら
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
圧
倒
的
に
「
狂
犬
」
の
牙
が
強
く
、
い
か

な
る
す
ぐ
れ
た
文
化
・
教
養
も
そ
の
前
に
は
ま
っ
た
く
無
力
に
踏
み
に
じ
ら
れ

て
し
ま
う
し
か
な
い
現
実
　
　
彼
は
戦
争
中
、
い
や
と
い
う
程
、
至
る
所
で

（
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、
徴
用
さ
れ
た
ジ
ャ
ワ
、
敗
戦
問
近
か
の
中
国
上
海

で
）
そ
れ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
自
由
主
義
的
立
場
に
あ
っ
た
知
識
人
と

し
て
、
そ
れ
の
無
力
さ
の
み
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
痛

切
な
思
い
が
こ
う
し
た
極
限
的
な
比
瞼
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
ゲ
エ
テ
と
狂
犬
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
言
い
よ
う

の
な
い
暗
さ
に
満
ち
た
、
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
提
起
で
あ
る
。
ど
こ
に

も
救
い
は
な
い
。
し
か
し
、
阿
部
知
二
は
そ
れ
を
よ
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
方
向
に

む
か
っ
て
掘
り
下
げ
て
い
く
訳
で
は
な
い
。
「
狂
犬
」
の
牙
の
前
に
無
力
だ
と

し
な
が
ら
も
、
彼
は
や
は
り
そ
の
無
力
さ
に
賭
け
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

　
そ
れ
を
現
代
文
明
の
こ
と
と
し
て
、
彼
が
主
張
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ソ

連
の
よ
う
な
行
動
的
な
新
文
明
の
力
強
さ
に
圧
倒
さ
れ
が
ち
な
、
旧
文
明
の
持

っ
伝
統
的
人
間
主
義
の
擁
護
で
あ
る
。
孔
子
が
、
ブ
レ
イ
ク
が
、
ゴ
ー
ル
ズ

ワ
ー
ジ
イ
が
慕
わ
し
い
故
人
と
し
て
引
用
さ
れ
、
近
年
の
日
本
が
旧
い
文
明
の

持
つ
「
ゆ
と
り
あ
る
快
楽
」
を
失
い
、
烈
し
い
努
力
主
義
に
陥
っ
た
こ
と
に
、

悲
劇
の
原
因
を
み
る
。
一
」
う
し
た
近
代
日
本
の
精
神
主
義
へ
の
批
判
は
、
戦
前

か
ら
阿
部
知
二
に
は
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
旧
文
明
の
持
つ
伝
統
、
秩
序
へ
の
憧
れ
、
普

遍
的
人
問
性
へ
の
信
頼
と
い
っ
た
も
の
は
、
こ
こ
で
は
今
一
つ
説
得
力
を
も
た

ず
、
弱
々
し
い
感
じ
し
か
与
え
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
評
論
の
最
後
で
語
ら
れ
て

い
る
文
学
論
の
部
分
を
み
れ
ば
、
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
彼
は
、
文
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
「
等
身
の
像
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

想
像
力
に
よ
っ
て
「
巨
像
」
を
作
っ
て
き
た
歴
史
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、

「
し
か
し
文
学
の
方
法
は
旧
時
代
的
な
も
の
だ
と
見
ら
れ
て
も
致
し
方
は
な
い
。

作
家
は
、
あ
る
き
慣
れ
た
人
生
の
道
路
で
深
い
霧
に
つ
つ
ま
れ
て
迷
児
に
な
つ

た
よ
う
な
形
で
、
人
問
の
像
を
霧
の
中
に
結
ぶ
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
霧
の

作
用
に
よ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
見
る
像
は
事
実
よ
り
巨
大
な
も
の
と
な
っ
た
り
、

事
実
よ
り
美
し
い
も
の
と
な
っ
た
り
、
ま
た
は
象
徴
的
暗
示
的
な
も
の
に
な
っ

た
り
す
る
と
い
う
不
思
議
な
こ
と
を
成
し
と
げ
る
場
合
が
あ
ろ
う
。
同
時
に
ブ

ロ
ッ
ケ
ン
の
幻
の
よ
う
な
も
の
を
造
り
あ
げ
て
、
却
っ
て
人
生
を
混
惑
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
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阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

よ
う
な
こ
と
も
な
い
と
い
へ
な
い
。
」
と
言
う
。
従
っ
て
、
「
文
学
的
方
法
が
、

来
る
べ
き
世
界
で
の
理
想
的
現
代
人
の
像
を
一
歩
先
ん
じ
て
、
よ
り
明
瞭
に
、

世
の
中
に
呈
示
し
う
る
力
を
有
っ
て
い
る
と
云
い
切
る
こ
と
も
っ
っ
し
ま
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
不
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
に
は
、
依
然
と
し
て
、
阿
部
知
二
の
芸
術
主
義
的
立
場
が
貫
か
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
見
ら
れ
る
と
お
り
、
悲
観
的
、
消
極
的
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

文
学
芸
術
を
も
っ
て
積
極
的
な
社
会
参
加
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
っ
た
認
識
は

ど
こ
に
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
彼
と
す
れ
ば
、
本
来
芸
術
と
い
う
も
の
の
性
格

と
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
の
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
芸
術
観
に
た
っ
た
上
で
、
彼
は
言
う
。
「
た
だ
一
つ
分
か
つ
て
い

る
こ
と
は
、
可
能
か
否
か
を
問
う
こ
と
な
く
善
意
を
以
て
そ
の
よ
う
な
現
代
人

の
創
生
に
参
加
し
よ
う
と
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
」

　
彼
の
結
論
は
こ
れ
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
る
べ
き

も
の
は
、
戦
後
社
会
へ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
戦
争
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

よ
っ
て
受
け
た
深
い
傷
ゆ
え
の
た
ゆ
た
い
、
現
代
的
行
動
主
義
へ
の
懐
疑
、
滅

び
ゆ
く
も
の
へ
の
哀
惜
の
思
い
、
無
力
で
不
安
定
な
芸
術
に
対
す
る
、
そ
れ
故

の
擁
護
と
い
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
戦
後
と
い
う
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
な
解
放
感
に
濫
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
か
そ
け
き
も
の

二
六
四

で
し
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
そ
れ
と
深
く
関
わ
る
評
論
と
し
て
、
取
り
あ
げ
て
お
く
べ
き
な
の
が
、
全
体

の
題
名
に
も
と
ら
れ
た
「
秤
情
と
表
現
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
「
現
代
人
」

の
す
ぐ
あ
と
、
二
十
一
年
六
月
、
『
人
問
』
に
発
表
さ
れ
た
。
（
原
題
「
掃
情
的

表
現
」
）

　
こ
こ
で
彼
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
日
本
文
学
の
前
近
代
性
の
象
徴
と
し
て

し
ば
し
ば
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
掃
情
性
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
文
芸
に
お
け
る

思
想
性
や
知
性
と
い
う
も
の
は
、
掃
情
性
を
断
ち
切
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
う

ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
民
族
の
伝
統
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
た
や
す
く
払
拭
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

　
「
す
ぐ
れ
た
拝
情
心
の
中
に
は
積
極
的
な
は
げ
し
い
意
志
が
内
包
さ
れ
て
い

る
。
；
日
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
最
高
の
も
の
究
極
の
も
の
へ
一
気
に
肉
迫
し
よ

う
と
す
る
精
気
で
あ
る
。
（
中
略
）
自
然
へ
の
瞑
合
、
恋
愛
の
悦
惚
、
ま
た
は

死
へ
の
飛
躍
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
に
は
、
弱
々
し
い
精
神
の
為
し
う
る
と
こ
ろ

だ
と
云
い
得
ぬ
場
合
が
あ
ま
り
に
多
い
。
」
「
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
し
て
も
ト
ル
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
モ
オ
シ
ヨ
ン

イ
に
し
て
も
、
彼
ら
の
『
情
緒
が
考
え
た
』
の
で
あ
る
。
思
想
的
な
思
想
で

は
な
い
。
そ
れ
は
小
説
に
於
い
て
い
え
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
、

人
生
論
や
芸
術
論
に
し
て
も
、
そ
れ
は
情
緒
的
思
考
の
所
産
で
あ
る
、
と
い
っ

て
も
誰
も
反
対
で
き
ぬ
だ
ろ
う
。
　
　
現
在
の
わ
が
作
家
を
取
つ
て
み
て
も
、

か
す
か
で
は
あ
ろ
う
が
、
志
賀
直
哉
は
情
緒
で
考
え
る
力
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ



れ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
我
々
が
拝
情
と
挟
別
す
る
必
要
は
な
い
。
一
中
略
）
問

題
は
、
む
し
ろ
そ
の
拝
情
心
が
弱
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
思
考
す
る
力

を
得
る
と
こ
ろ
ま
で
に
育
た
な
か
つ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
」

　
一
見
、
明
解
な
主
張
の
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
も
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

戦
争
中
の
経
験
な
の
で
あ
る
。
中
国
に
い
た
時
に
話
を
し
た
こ
と
の
あ
る
ド
イ

ツ
人
と
の
対
話
が
印
象
深
く
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
阿
部
知
二
が
そ
こ
で
ド

イ
ツ
人
に
説
明
の
た
め
に
も
ち
だ
し
た
の
が
、
『
葉
隠
』
だ
っ
た
。
国
際
的
に

通
用
す
る
日
本
と
い
う
も
の
の
表
現
の
不
可
能
性
、
そ
の
大
き
な
壁
の
前
に
幾

度
か
味
あ
わ
さ
れ
た
絶
望
感
、
こ
れ
も
阿
部
知
二
が
戦
争
に
お
い
て
、
し
た
た

か
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
経
験
か
ら
の
主
張
な
の
で

あ
る
。
日
本
文
学
の
国
際
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
彼
は
か
え
っ
て
外
国
人
に
わ

か
り
に
く
い
秤
情
的
伝
統
を
活
か
す
こ
と
の
重
要
性
を
言
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
阿
部
知
二
の
特
異
と
も
い
え
る
戦
争
体
験
Ｈ
国
際
体
験
か
ら

生
れ
た
主
張
は
、
発
表
当
時
、
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
初
出

に
は
な
い
追
記
が
刊
行
本
に
は
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
く
ら
い
、
誤
解
・
誤
読
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
と
い
う
時
に
書
か
れ
た
こ
の
二
つ

の
評
論
は
、
阿
部
の
戦
争
体
験
の
傷
の
深
さ
を
物
語
る
。
芸
術
の
無
力
さ
の
痛

烈
な
認
識
と
、
し
か
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
自
己

表
現
の
必
要
性
、
そ
の
た
め
に
は
拝
情
的
伝
統
は
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

は
な
い
と
い
っ
た
主
張
、
こ
う
し
た
論
理
が
相
当
屈
折
し
な
が
ら
そ
こ
に
展
開

さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
阿
部
知
二
が
戦
後
の
民
主
革
命
と
い
っ

た
大
き
な
変
動
に
対
し
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
同
調
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
批
判
的
で
あ
っ
た
、
と
私
に
は
思
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
拝
情
と
表
現
」
よ
り
ち
ょ
う
ど
二
年
後
の
「
偉
大
な
る
私
生
児
」
一
昭
・
２
３

・
６
「
小
説
界
」
一
は
、
比
較
文
学
的
観
点
か
ら
し
て
も
、
こ
の
中
で
も
も
っ

と
も
読
み
応
え
の
あ
る
一
編
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
小
説
の
巨
峰
た
る
「
パ
ル
ム

の
僧
院
」
「
戦
争
と
平
和
」
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
」
の
三
作
品
と
も
、
主
人
公

が
私
生
児
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
自
由
性
と
罪
の
意
識
を
明
る
み
に
引

き
出
し
、
一
方
、
志
賀
直
哉
「
暗
夜
行
路
」
の
時
任
謙
作
を
そ
れ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
小
説
の
主
人
公
達
と
比
較
し
て
い
く
。
阿
部
は
、
謙
作
が
決
し
て
他
の
三

人
に
劣
ら
ず
、
自
由
へ
の
希
求
を
貫
い
て
い
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
小
説
の
主
人
公
達
に
比
し
て
行
動
力
に
は
劣
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
複
雑
な
内
面
ド
ラ
マ
の
起
伏
を
無
限
に
示
す
こ
の
謙
作
を
、
私
達
日
本
人
は
、

む
し
ろ
誇
と
思
っ
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
志
賀
文
学
へ
の
高
い
評
価
は
、
先
の
拝
情
的
伝
統
の
評
価
と
明
ら

か
に
っ
な
が
る
も
の
だ
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
引
用
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の

上
で
の
彼
の
戦
後
改
革
へ
の
批
判
で
あ
る
。

　
「
社
会
は
今
民
主
革
命
と
い
う
事
で
、
大
き
く
変
革
し
て
居
る
と
人
は
言
い
、
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阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

ま
た
変
革
し
っ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
史
実
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
人
問
の
個
我

マ
マに

す
で
に
解
放
さ
れ
た
、
と
い
う
声
ま
で
が
、
い
ま
ひ
び
い
て
居
る
。
そ
し
て
、

謙
作
の
金
し
ば
り
め
く
不
自
由
さ
で
は
な
く
、
ま
こ
と
に
自
由
奔
放
な
男
や
女

が
、
自
由
奔
放
に
そ
の
本
能
に
生
き
る
と
い
う
肉
体
的
と
呼
ば
れ
る
小
説
が
、

続
々
と
作
ら
れ
て
、
世
の
中
が
そ
れ
を
喜
ん
で
迎
え
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は

む
し
ろ
謙
作
の
『
不
自
由
』
に
真
実
を
感
じ
る
。
今
私
達
の
前
に
踊
つ
て
い
る

自
由
は
、
『
個
我
』
の
そ
れ
で
は
な
く
、
『
個
体
』
の
そ
れ
だ
、
と
し
か
感
じ
ら

れ
な
い
。
自
由
以
前
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
踏
み
固
め
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
は
、
全
く
怪
し
い
。
」

　
こ
う
し
た
、
反
時
代
的
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
気
分
は
、
こ
の
『
拝
情
と
表

現
』
全
体
を
覆
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
阿
部
知
二
は
徹
底
し
た
ペ
シ
、
、
・
ス
ト
で

は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
し
て
悲
観
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
で
も
、
何

処
か
に
救
い
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

　
「
二
十
世
紀
文
学
」
（
昭
・
２
０
・
５
「
人
問
」
）
に
お
い
て
も
、
ジ
ョ
イ
ス
、

プ
ル
ー
ス
ト
、
ジ
イ
ド
、
ロ
レ
ン
ス
、
ハ
ク
ス
レ
イ
か
ら
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ

ま
で
を
取
り
あ
げ
て
は
、
い
ず
れ
も
絶
望
や
悲
観
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
と
い
っ
て
、
む
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
や
ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
の
文
学
に
確
固
た
る
規

準
が
あ
る
訳
で
も
な
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
も
は
や
今
日
で
は
思
想
体
系
た

り
え
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
た

ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
認
め
っ
っ
、
最
後
に
は
次
の
よ
う
に
希
望
を
語
っ
て

二
六
六

い
る
。

　
「
人
間
の
歴
史
は
後
に
引
返
し
て
行
く
こ
と
は
出
来
ぬ
も
の
だ
か
ら
、
と
に

か
く
こ
の
方
舟
は
、
雑
然
た
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
る
も
の
を
満
載
し
て
、
そ

の
盛
観
（
？
）
は
こ
の
世
紀
の
誇
で
あ
り
同
時
に
恥
で
あ
る
と
自
認
し
な
が
ら
、

荒
い
浪
の
洪
水
の
上
を
、
　
　
逃
亡
の
岸
に
も
、
集
合
体
的
機
械
化
の
岸
に
も
、

ま
た
は
完
全
商
業
化
の
岸
に
も
着
け
ず
に
、
前
に
向
っ
て
流
さ
れ
て
行
く
ほ
か

は
な
い
。
（
中
略
）
破
滅
の
淵
に
乗
り
入
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
表
情
と
態
度

生
言
葉
と
を
も
つ
て
、
そ
れ
を
迎
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ
が
人

問
ら
し
く
立
派
な
威
厳
を
も
っ
も
の
だ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
世
紀
の
文
学
の
意

味
も
、
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

　
彼
に
お
い
て
は
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
こ
の
よ
う
に
い
つ
も

裏
表
の
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
ど
ち
ら
に
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
、
と
い

え
ば
、
こ
の
場
合
は
や
は
り
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
方
で
あ
る
。
戦
後
し
ば
ら

く
の
問
、
彼
が
姫
路
に
あ
っ
て
動
か
な
か
っ
た
の
も
、
一
つ
に
は
こ
う
し
た
戦

後
世
相
へ
の
違
和
感
や
、
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
今
の
私
に
は
、
こ
う
し
た
阿
部
の
思
索
を
戦
後
文
学
全
体
の
動
き
の

中
に
位
置
づ
け
て
評
価
す
る
だ
け
の
準
備
は
な
い
。
た
だ
、
お
お
ま
か
に
い
っ

て
、
「
戦
後
」
に
お
け
る
進
歩
主
義
、
ア
メ
リ
カ
化
、
封
建
的
日
本
の
排
撃
、

一
」
う
し
た
動
き
が
圧
倒
的
な
中
で
は
、
特
に
時
代
に
敏
感
な
青
年
層
に
は
歓
迎

さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。



　
し
か
し
、
明
ら
か
に
戦
後
と
い
う
時
代
が
終
焉
し
た
現
在
、
ふ
り
か
え
っ
て

み
て
、
こ
う
し
た
阿
部
知
二
の
評
論
に
、
「
戦
後
」
を
相
対
化
し
て
み
る
視
点

を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
何
よ
り
、
文
学
者
と
し
て
の
戦
争
責
任
と
い

う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
『
拝
情
と
表
現
』
は
阿
部
自
身
の
直
接

体
験
を
踏
ま
え
て
の
、
痛
切
な
発
言
と
見
ら
れ
る
だ
け
に
、
重
み
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
後
、
阿
部
知
二
は
や
が
て
進
歩
主
義
陣
営
に
移
行
し
、
「
進

歩
的
文
化
人
」
の
代
表
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
体
彼
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
た
の
か
、
『
現
代
の
文
学
』
と
こ
の
『
仔
情
と
表
現
』
を
比
較
し

な
が
ら
、
次
に
考
察
し
て
み
た
い
。

三

　
『
現
代
の
文
学
』
は
、
約
四
年
後
の
昭
和
二
十
九
年
三
月
、
新
潮
社
か
ら

「
一
時
問
文
庫
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
初
出
は
、
前
年
の

四
月
か
ら
二
十
九
年
二
月
ま
で
、
『
新
潮
』
に
十
一
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ

て
い
る
。
序
を
含
め
て
、
全
十
章
か
ら
な
り
、
各
章
に
は
「
意
志
に
つ
い
て
」

「
個
人
主
義
に
っ
い
て
」
「
知
性
に
っ
い
て
」
な
ど
の
表
題
が
つ
い
て
い
る
。
一

つ
一
つ
は
独
立
し
て
い
る
も
の
の
、
運
載
中
の
約
一
年
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
『
拝
情
と
表
現
』
以
来
の
彼
の
文
学
観
を
す
べ
て
こ
こ
に
叩
き
込

み
、
戦
後
に
お
け
る
そ
の
「
左
翼
」
的
姿
勢
を
確
立
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。

特
に
読
者
が
圧
倒
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
の
縦
横
無
尽
と
い
っ
て
い
い
、
古

　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

今
東
西
に
わ
た
る
文
学
作
品
の
引
用
（
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
英
文
学
、
そ
し

て
近
現
代
の
小
説
中
心
だ
が
）
の
多
さ
、
そ
の
博
覧
強
記
、
勉
強
ぶ
り
の
す
ご

さ
、
し
か
も
そ
れ
が
雑
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
比
較
文
学
的
視

点
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
。
西
欧
文
学
の
歴
史
や
現
状
に
触
れ

た
あ
と
に
は
、
必
ず
日
本
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
が
問
い
直
さ
れ
、
単

に
学
問
的
客
観
的
な
（
そ
う
い
う
面
で
も
十
分
評
価
で
き
よ
う
が
一
議
論
に
と

ど
ま
ら
ず
、
現
に
生
き
て
活
躍
し
て
い
る
現
役
作
家
と
し
て
の
生
な
声
が
感
じ

ら
れ
も
す
る
。
；
日
に
言
っ
て
、
ま
こ
と
に
力
作
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
る
。

　
さ
て
し
か
し
、
そ
れ
と
共
に
、
こ
の
『
現
代
の
文
学
』
に
お
い
て
は
、
阿
部

知
二
は
明
瞭
に
、
そ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
立
場
か
ら
杜
会
主
義
的
立
場
へ
の

移
行
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
『
拝
情
と
表
現
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
姿
勢

が
こ
こ
に
は
新
し
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
文
学
評
論
と
、
翌
年
の
『
歴
史
の

な
か
へ
』
（
昭
・
３
０
・
６
　
大
月
書
店
）
の
二
冊
こ
そ
は
、
前
者
は
文
学
論
、

後
者
は
杜
会
評
論
を
集
め
た
も
の
、
と
い
う
違
い
は
あ
れ
、
阿
部
知
二
の
こ
の

前
後
に
お
け
る
「
左
傾
」
を
、
最
も
よ
く
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
（
小
説
で
は

『
花
と
鎖
』
昭
・
２
９
・
１
２
、
『
人
工
庭
園
』
昭
・
３
０
・
６
、
『
青
い
森
』
昭
・
３
１

・
９
な
ど
が
こ
の
時
期
の
代
表
作
で
あ
る
。
）

　
『
歴
史
の
な
か
へ
』
に
収
録
さ
れ
た
杜
会
評
論
は
、
二
十
八
年
、
九
年
に
ほ

ぼ
集
中
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
『
現
代
の
文
学
』
と
重
な
り
合
う
。
彼
の
「
左
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傾
」
を
知
る
う
え
で
は
、
前
者
の
方
が
重
要
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
後
者
に
っ
い
て
だ
け
、
取
り
あ
げ
た
い
。
前
者
に
っ
い
て
は
、
『
良
心
的
兵

役
拒
否
の
思
想
』
な
ど
と
共
に
、
別
に
扱
う
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
確
か
に
『
丹
情
と
表
現
』
と
『
現
代
の
文
学
』
で
は
か
な
り
論
点
に

差
異
が
み
ら
れ
る
が
、
ど
の
程
度
食
い
違
っ
て
い
る
か
、
一
例
を
あ
げ
て
示
し

て
お
き
た
い
。
『
現
代
の
文
学
』
に
「
伝
統
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
が
あ
る
。

『
秤
情
と
表
現
』
に
お
い
て
も
、
伝
統
の
問
題
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、

そ
こ
で
「
伝
統
」
が
意
味
す
る
も
の
は
、
ひ
た
す
ら
進
歩
を
追
っ
か
け
る
新
文

明
国
家
（
米
ソ
）
に
対
す
る
ア
ン
チ
ニ
ア
ー
ゼ
と
し
て
の
、
旧
文
明
の
持
つ
歴

史
的
に
洗
練
さ
れ
た
人
問
主
義
、
モ
ラ
リ
ズ
ム
、
宗
教
性
と
い
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
反
現
代
性
と
い
う
特
色
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
「
伝
統
に
つ
い
て
」
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
日
本
の
伝
統
と

い
う
も
の
は
、
二
つ
の
困
難
を
伴
っ
て
い
る
。
一
つ
は
政
治
的
に
使
わ
れ
て
き

た
こ
と
で
、
す
く
な
く
と
も
今
日
ま
で
、
日
本
で
は
「
伝
統
」
は
支
配
者
が
絶

対
主
義
的
権
威
を
ふ
り
か
ざ
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
一
っ
の
困
難
は
、

明
治
維
新
に
よ
る
断
絶
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
伝
統
の
保
存
と

そ
の
超
克
と
い
う
課
題
が
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
、
文
学
者
に
お
い
て
も
、
若
い
う

ち
は
外
国
崇
拝
、
年
を
と
る
と
日
本
回
帰
と
い
っ
た
現
象
が
起
き
る
。
そ
れ
と

共
に
、
多
く
は
創
造
力
を
失
い
、
た
だ
の
鑑
賞
家
に
な
っ
て
し
ま
う
。
筆
者
は

自
分
と
す
れ
ば
、
「
人
問
と
社
会
と
を
い
き
い
き
と
歴
史
の
流
れ
に
沿
っ
て
前
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進
さ
せ
る
生
命
に
み
ち
た
原
動
力
」
を
、
「
伝
統
」
の
真
の
意
味
と
考
え
た
い

の
で
、
こ
う
し
た
日
本
的
伝
統
主
義
に
は
不
満
で
あ
る
と
言
う
。
作
家
達
の
日

本
回
帰
、
伝
統
回
帰
と
い
う
の
現
象
に
つ
い
て
も
、
た
だ
審
美
的
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
「
古
い
亡
霊
が
支
配
す
る
社
会
と
講
和
し
妥
協
し
ま
た
は
降
伏
し

た
」
も
の
で
は
な
い
か
、
と
手
厳
し
く
批
判
す
る
。

　
両
者
を
比
べ
て
み
て
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
後
者
に
お
け
る
強
い
社

会
的
性
格
で
あ
ろ
う
。
前
者
と
で
は
、
伝
統
の
捉
え
方
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
新
文
明
の
行
動
主
義
と
旧
文
明
の
伝
統
主
義
と
い
う
対
立
で
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
の
が
、
こ
こ
で
は
支
配
者
と
民
衆
と
い
う
階
級
的
立
場
か
ら
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
根
底
に
あ
る
阿
部
知
二
の
「
伝
統
」
に
対
す
る
理
想
．

希
望
と
い
う
も
の
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
現
実
的

と
は
い
え
る
も
の
の
、
や
は
り
常
識
的
で
あ
る
。
戦
前
か
ら
の
マ
ル
キ
ス
ト
に

と
っ
て
は
、
こ
れ
は
ご
く
当
た
り
前
の
論
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
阿
部

と
す
れ
ば
、
確
か
に
考
え
は
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
一
つ
、
こ
れ
は
特
に
「
伝
統
」
問
題
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
『
現
代
の

文
学
』
全
体
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
、
こ
こ
に
は
比
較
文
学
的

な
視
点
が
貫
か
れ
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
西
欧
文
学
・
芸
術
に
っ
い
て
の
彼
の

考
え
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
日
本
近
代
の
文
化
．
文
学
に

っ
い
て
は
、
考
察
が
よ
り
一
層
精
綴
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
殆
ど
の
場
合
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
手
厳
し
い
評
価
が
く
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
近
代
日
本
の



社
会
と
文
化
に
た
い
す
る
、
彼
の
複
雑
な
分
析
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

；
日
に
し
て
言
え
ば
、
近
代
日
本
の
内
部
に
、
前
近
代
的
な
も
の
、
近
代
的
な

も
の
、
超
近
代
的
な
も
の
を
、
同
時
に
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
く

る
混
乱
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
太
宰
治
の
場
合
を
と
っ
て
み
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
封
建
的
残
津
は
ま
だ
根
を
お
ろ
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
個

我
は
前
近
代
の
暗
い
厭
世
に
入
り
こ
み
や
す
か
っ
た
。
明
治
以
来
の
そ
う
い
う

事
情
は
ま
だ
引
き
つ
づ
い
て
い
た
。
ま
た
一
方
で
、
外
国
の
文
学
は
、
そ
の
近

代
の
下
降
期
の
個
人
の
困
惑
と
頽
廃
と
を
教
え
て
く
れ
、
そ
の
後
期
近
代
の
厭

世
を
注
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
　
　
例
に
よ
っ
て
時
代
錯
誤
的

な
憂
悶
の
上
に
、
さ
ら
に
、
も
は
や
個
人
主
義
的
世
界
観
を
否
定
す
る
マ
ル
キ

シ
ズ
ム
の
思
想
の
洗
礼
を
も
、
人
々
は
多
か
れ
少
か
れ
受
け
て
い
た
。
個
人
は

三
重
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
空
気
か
ら
出
た
典
型
的
な
作
家
は

太
宰
治
だ
っ
た
。
」
（
個
人
主
義
に
っ
い
て
）

　
む
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
社
会
的
、
思
想
的
批
評
で
あ
っ
て
、
内
在
的
批
評
と
は

い
え
な
い
が
、
近
代
日
本
の
持
つ
「
三
重
苦
」
の
指
摘
は
明
解
で
あ
る
。
こ
う

し
た
認
識
に
立
ち
っ
っ
、
阿
部
知
二
が
力
を
入
れ
て
批
判
す
る
の
は
、
日
本
の

近
代
作
家
が
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
芸
術
主
義
、
心
理
主
義
に
対
し
て
で
あ
る
。

彼
は
現
代
文
学
の
二
大
問
題
と
し
て
、
心
理
主
義
と
杜
会
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
あ

げ
、
西
欧
で
は
例
え
ば
ジ
ヨ
イ
ス
に
し
て
も
、
両
方
に
ま
た
が
っ
た
存
在
と
言

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
〈
戦
後
〉

い
得
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
社
会
感
覚
の
方
は
忘
れ
去
ら
れ
が
ち
で
、
心
理

的
文
学
は
き
わ
め
て
情
緒
的
で
し
か
な
く
、
「
人
心
の
か
げ
り
曇
り
を
美
し
く

あ
わ
れ
に
描
こ
う
」
と
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
と
言
う
。
（
心
理
に
っ
い
て
）

　
彼
自
身
が
体
験
し
た
第
一
次
大
戦
後
の
新
心
理
主
義
文
学
に
つ
い
て
も
、
そ

の
方
法
と
し
て
の
「
意
識
の
流
れ
」
は
、
我
国
の
拝
情
文
学
に
た
や
す
く
消
化

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
強
い
抵
抗
感
が
な
く
、
そ
こ
で
知
性
が
強
化
さ

れ
る
こ
と
も
な
く
、
新
文
学
の
基
盤
を
築
く
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
し
、

伊
藤
整
の
小
説
の
変
貌
ぶ
り
に
、
そ
の
例
証
を
求
め
て
い
る
。
（
知
性
に
つ
い

て
）　

総
じ
て
、
社
会
主
義
（
特
に
中
国
の
そ
れ
で
あ
る
点
が
注
意
さ
れ
る
）
に
理

想
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
見
、
文
学
的
に
も
、
そ
の
観
点
か
ら
社
会
性
・
個

性
・
知
性
・
構
想
力
・
倫
理
な
ど
を
求
め
て
い
る
が
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い

た
こ
う
し
た
文
学
論
が
、
は
っ
き
り
社
会
主
義
と
結
び
っ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
戦
後
文
学
で
も
、
野
問
宏
や
安
部
公
房
が
杜
会
的
か
つ
心
理
主
義
的
作

家
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
『
仔
情
と
表
現
』
に

は
確
か
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
中
で
最
も
力
の
こ
も
っ
た
論
と
し
て
、
「
想
像
力
に
つ
い
て
」

を
と
り
あ
け
て
、
内
容
を
探
っ
て
み
よ
う
。
想
像
力
と
い
う
も
の
　
　
こ
れ
は

確
か
に
日
本
文
学
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
阿
部
の
論
に
も
力
が
入
る
。
想
像
力
と
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九



　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

も
の
を
、
彼
は
三
っ
に
分
け
て
説
明
す
る
。
一
っ
は
「
詩
的
心
象
」
で
あ
り
、

今
一
っ
は
「
相
反
し
混
乱
す
る
心
象
の
群
を
強
力
に
結
び
っ
け
て
秩
序
を
あ
た

え
る
力
」
（
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
）
で
あ
る
。
最
後
の
も
の
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ー
的

な
想
像
力
、
即
ち
想
象
力
に
よ
っ
て
同
胞
の
苦
悩
や
喜
び
を
自
分
自
身
の
も
の

と
す
る
「
倫
理
的
な
世
界
」
が
あ
る
。
英
文
学
に
お
い
て
は
特
に
想
像
力
に
富

ん
で
い
た
、
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
英
文
学
で
は
そ
れ

も
衰
退
気
味
で
あ
る
。
殊
に
、
第
三
の
意
味
で
の
想
像
力
に
欠
け
て
い
る
と
さ

れ
、
そ
れ
は
市
民
社
会
の
モ
ラ
ル
が
破
綻
し
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
原
因
が

あ
る
、
と
言
う
。

　
日
本
の
場
合
は
ど
う
か
。
意
志
、
個
人
の
意
識
、
知
性
な
ど
と
同
様
、
そ
れ

は
き
わ
め
て
微
弱
で
し
か
な
か
っ
た
。
漱
石
の
『
文
学
論
』
に
も
、
横
光
利
一

の
『
純
粋
小
説
論
』
に
も
「
想
像
力
」
と
い
う
言
葉
は
な
く
、
大
正
時
代
に
か

な
り
花
ひ
ら
い
た
谷
崎
、
豊
島
、
佐
藤
、
芥
川
な
ど
の
作
品
も
、
所
詮
は
美
し

い
ア
ラ
ベ
ス
ク
に
終
わ
っ
た
。
私
小
説
作
家
の
中
に
は
想
像
力
に
富
ん
だ
者
も

い
た
が
、
大
き
く
成
長
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
新
感
覚
派
や
新
興
芸
術
派
は
、

戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
影
響
を
受
け
、
「
想
像
力
の
更
新
ま
た
は
甦
り
」
を

図
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
か
え
っ
て
通
俗
小
説
に
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
。

　
『
現
代
の
文
学
』
を
貫
い
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
、
近
代
日
本
文
学
に
つ
い

て
の
こ
う
し
た
否
定
的
な
見
方
は
、
概
説
的
、
図
式
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
〇

面
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
想
像
力
に
欠
け
る
と
も
い
え
る
が
、
大
き
な
文
明
批
評

と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
う
な
づ
け
る
所
も
多
い
。

　
こ
う
し
て
彼
は
、
想
像
力
が
一
方
で
「
睡
り
、
幻
覚
、
潜
在
意
識
」
な
ど
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
「
心
の
深
淵
の
中
の
秘
密
事
」
に
深
く
関
わ
る
こ
と
を
認
め

つ
つ
、
他
方
、
シ
ェ
リ
ー
的
な
、
社
会
と
の
関
係
、
政
治
生
活
と
関
わ
る
想
像

力
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
社
会
主
義
者
と
し
て
の
彼
の
面
目
が
よ
く
う

か
が
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
想
像
力
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、

こ
れ
か
ら
あ
と
の
部
分
な
の
で
あ
る
。

　
Ｃ
・
Ｄ
・
ル
イ
ス
の
『
詩
的
心
象
』
は
、
彼
が
こ
の
章
を
書
く
に
あ
た
っ
て

参
照
し
た
も
の
の
中
で
も
最
も
重
要
な
書
物
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
死
と
甦
り
」

と
い
う
、
そ
の
後
阿
部
知
二
に
と
っ
て
は
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
近
い
重
み
を
持

つ
こ
と
に
な
る
、
啓
示
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
『
老
水
夫
行
』
や
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
『
海
辺
の
墓
』
の
分
析

の
中
に
表
わ
れ
て
く
る
の
だ
が
、
阿
部
知
二
は
自
分
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う

に
言
う
。
「
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
内
部
の
井
戸
に
、
自
己
を
滅

却
し
て
仮
死
の
ご
と
く
な
っ
て
沈
降
し
て
行
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
き
わ
ま
る

と
こ
ろ
に
、
新
た
な
生
の
世
界
、
し
か
も
同
胞
と
と
も
に
集
合
的
に
生
き
る
世

界
、
と
い
う
巨
大
な
地
下
流
に
掘
り
当
て
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
教
訓

を
、
古
来
の
す
ぐ
れ
た
詩
心
の
啓
示
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
受
取
る
か
ど
う
か

は
、
も
は
や
信
念
の
問
題
で
あ
る
。
」



　
い
さ
さ
か
持
っ
て
廻
っ
た
言
い
方
だ
が
、
小
林
多
喜
二
の
例
を
引
い
て
、
そ

れ
も
ま
た
「
死
と
甦
り
」
を
示
す
も
の
か
と
彼
は
言
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る

「
集
合
的
体
験
」
を
杜
会
主
義
に
か
な
り
近
づ
け
て
捉
え
て
い
る
。
必
ず
し
も

杜
会
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
結
び
っ
か
な
い
一
む
し
ろ
き
わ
め
て
宗
教
的
で
あ

る
一
こ
の
想
像
力
は
、
最
晩
年
ま
で
彼
を
捉
え
続
け
、
未
完
に
終
わ
っ
た
小
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
捕
囚
』
の
中
で
、
大
き
く
羽
ば
た
く
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　
『
現
代
の
文
学
』
は
こ
の
よ
ろ
に
、
一
方
で
は
彼
の
社
会
主
義
思
想
へ
の
急

接
近
を
物
語
り
、
文
明
批
評
的
視
野
で
の
近
代
日
本
批
判
を
展
開
し
つ
つ
、
ま

た
「
死
と
甦
り
」
と
い
う
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
彼
に
も
た
ら
し
た
。
『
仔
情
と

表
現
』
と
『
現
代
の
文
学
』
と
は
、
互
い
に
重
な
る
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分

と
を
持
ち
、
曲
折
し
な
が
ら
も
、
な
お
一
貫
し
た
阿
部
知
二
の
戦
後
の
歩
み
を

刻
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
私
の
意
見
を
言
え
ば
、
敗
戦
直
後
の
『
拝
情
と
表

現
』
を
重
視
し
た
い
。
そ
こ
で
の
、
戦
争
体
験
か
ら
直
接
生
れ
た
彼
の
苦
衷
と

い
う
も
の
は
、
の
ち
、
杜
会
主
義
的
立
場
に
移
行
し
て
か
ら
も
、
そ
の
根
底
に

は
流
れ
続
け
て
お
り
、
杜
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
納
り
切
れ
ぬ
、
複
雑
な
陰

影
を
彼
の
文
学
に
与
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
阿
部
知
二
の
戦
後
の
文
学
論
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
訳
で
は
な
い
。

晩
年
の
「
内
面
と
外
面
と
の
村
立
」
に
お
い
て
は
、
『
現
代
の
文
学
』
を
さ
ら

に
一
歩
乗
り
越
え
た
よ
う
な
、
新
し
い
展
開
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

阿
部
知
二
に
お
け
る
晩
熟
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
別
に
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
く
戦
後
》

注
¢
　
中
村
真
一
郎
「
阿
部
知
二
の
小
説
の
問
題
」
一
『
拝
情
と
行
動
ｉ
昭
和
の
作
家
　
阿

　
部
知
二
』
　
姫
路
文
学
館
　
平
・
５
・
９
）

　
　
奥
野
健
男
「
阿
部
知
二
　
文
学
と
人
」
一
同
右
）

　
　
篠
田
一
士
「
解
説
」
（
『
阿
部
知
二
全
集
』
第
１
２
巻
　
河
出
書
房
新
杜
一

　
小
田
切
秀
雄
「
解
説
」
一
『
阿
部
知
二
全
集
』
第
ｎ
巻
同
右
一
参
照
。

　
　
阿
部
良
雄
「
父
と
昭
和
文
学
」
（
『
昭
和
文
学
研
究
』
第
２
１
集
）

　
　
『
歴
史
の
な
か
へ
』
の
「
ま
え
が
き
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
少
し
長
い
が
、

　
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「
振
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
戦
争
の
前
か
ら
、
ず
っ
と
長
い
間
、
私
は
人
間
と
杜
会

　
と
に
つ
い
て
の
傍
観
者
で
あ
り
、
…
－
戦
争
に
は
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
恐
怖
と

　
嫌
悪
と
を
感
じ
、
（
し
か
も
そ
れ
に
対
し
て
抵
抗
も
し
な
い
と
い
う
罪
を
お
か
し
、

　
そ
れ
ゆ
え
に
一
そ
れ
は
私
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
っ
よ
め
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
戦
後
二
年

　
目
に
、
『
二
十
世
紀
の
文
学
』
と
い
う
こ
と
を
あ
る
雑
誌
に
書
き
、
…
…
そ
こ
で
も

　
文
学
は
文
学
の
姿
勢
を
持
て
は
い
い
の
だ
、
　
　
な
と
と
い
っ
て
、
あ
る
進
歩
的
な

　
学
者
か
ら
、
『
の
ん
き
』
な
こ
と
を
い
う
と
笑
わ
れ
た
記
憶
も
あ
る
。
：
・
…
ふ
と
し

　
た
こ
と
で
、
敗
戦
後
五
年
目
　
　
昭
和
二
十
五
年
に
、
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
に
ち
ょ
っ
と
行

　
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
も
、
も
ち
ろ
ん
傍
観
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ

　
ろ
か
ら
、
い
わ
ば
私
の
皮
膚
に
、
歴
史
と
い
う
も
の
の
空
気
が
、
し
ら
ず
し
ら
ず
に

　
し
み
入
り
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
」

ま
た
、
「
序
」
と
し
て
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
紀
行
』
の
「
帰
国
」
か
ら
引
用
さ
れ
た
文
章

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
か
ら
帰
国
し
て
す
ぐ
に
左

傾
し
た
訳
で
は
な
い
。
帰
国
後
の
様
々
な
文
章
類
を
み
て
も
、
特
に
杜
会
主
義
的
な

も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
２
６
年
７
月
の
『
新
潮
』
の
大
岡
昇
平
と
の
対
談
「
文
学

問
答
」
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
。
）
と
も
あ
れ
、
ま
ず
阿
部
の
ヨ
ー

　
ロ
ツ
パ
体
験
が
持
っ
た
意
味
と
、
帰
国
後
の
日
本
の
情
勢
の
緊
迫
が
彼
に
与
え
た
も

二
七
一
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阿
部
知
二
に
お
け
る
《
戦
後
》

の
を
、
確
実
に
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
彼
の
左
傾
は
時
間
を
か
け
て
、
ひ
じ

ょ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
て
い
っ
た
。

　
上
京
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
か
ら
帰
国
後
の
昭
和
２
５
年
ｕ
月
頃
で
あ
る
。
敗
戦

以
来
、
約
五
年
経
過
し
て
い
た
。

　
敗
戦
直
後
の
２
１
年
、
２
２
年
に
は
、
上
海
も
の
の
「
緑
衣
」
や
、
ジ
ャ
ワ
も
の
の

「
死
の
花
」
な
ど
の
作
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
無
視
で
き
な
い
。

　
福
原
麟
太
郎
も
そ
の
点
を
重
く
見
て
、
「
著
者
が
日
本
文
学
に
対
し
て
革
命
的
な

警
告
を
与
え
て
い
る
」
と
言
う
。
（
「
日
本
読
書
新
聞
」
昭
．
２
９
．
５
．
１
７
）

　
こ
の
「
死
と
甦
り
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
後
も
あ
ち
こ
ち
で
触
れ
ら
れ
て

い
る
が
、
特
に
重
要
な
の
は
晩
年
の
も
の
で
あ
る
。
「
死
と
よ
み
が
え
り
」
（
昭
．
４
２

・
６
『
風
景
』
）
や
、
「
生
命
の
問
題
と
芸
術
」
（
昭
・
４
６
・
６
『
文
化
評
論
』
）
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
と
『
捕
囚
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
榎
林
哲
氏
が

『
捕
囚
』
「
解
題
」
の
中
で
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
氏
は
入
院
中
の
衰
弱
の

ひ
ど
い
と
き
に
も
書
物
を
手
か
ら
離
さ
ず
、
と
く
に
聖
書
は
っ
ね
に
枕
も
と
に
置
か

れ
て
、
く
り
返
し
読
ま
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
氏
は
文
学
の
契
機
と
し
て
人
類
の
う

ち
に
深
く
根
ざ
し
た
『
死
と
よ
み
が
え
り
－
の
観
念
を
お
も
く
見
て
い
た
人
で
あ
る

が
、
こ
う
し
て
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
人
間
の
生
と
死
と
の
問
題

が
痛
切
に
感
じ
ら
れ
、
西
欧
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
一
本
の
支
柱
で
あ
る
聖
書
を
あ
ら

た
め
て
読
み
返
す
心
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」

二
七
二
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