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は
じ
め
に

　

明
治
四
一
年
七
月
、
約
五
年
間
に
わ
た
る
米
・
仏
外
遊
よ
り
帰
国
し
た
荷
風

は
、『
あ
め
り
か
物
語
』（
博
文
館
、
明
治
四
一
・
八
）
を
皮
切
り
に
、『
ふ
ら

ん
す
物
語
』（
同
、
明
治
四
二
・
三
、
出
版
直
後
に
発
禁
）、
帰
国
後
の
作
品
を

収
め
た
短
篇
集
『
歓
楽
』（
易
風
社
、
同
・
九
、
同
じ
く
出
版
直
後
に
発
禁
）、

『
歓
楽
』
所
収
の
作
品
を
一
部
入
れ
替
え
た
『
荷
風
集
』（
同
、
同
・
一
〇
）
と
、

立
て
続
け
に
単
行
本
を
上
梓
し
た
上
に
、
さ
ら
に
四
二
年
一
二
月
か
ら
は
、

『
東
京
朝
日
新
聞
』
紙
上
で
初
の
長
篇
『
冷
笑
』
の
連
載
を
開
始
（
翌
年
二
月

末
ま
で
、
全
七
八
回
）
す
る
な
ど
、
目
覚
ま
し
い
活
躍
ぶ
り
を
見
せ
る
。
外
遊

期
か
ら
本
国
に
送
る
か
た
ち
で
発
表
し
て
い
た
も
の
を
含
め
る
と
は
言
え
、
こ

の
執
筆
ペ
ー
ス
は
尋
常
で
は
な
く
、
質
・
量
と
も
に
非
常
に
豊
作
で
あ
っ
た
四

二
年
の
活
動
を
讃
え
、『
早
稲
田
文
学
』
誌
は
、
荷
風
に
「
推
讃
の
辞①
」
を
贈

る
。

如
上
の
小
説
壇
に
於
い
て
、
昨
一
年
の
間
、
新
に
吾
人
の
視
野
に
聳
え
た

る
も
の
は
、
短
篇
小
説
集
『
歓
楽
』
の
著
者
永
井
荷
風
氏
を
推
す
べ
し
。

其
の
作
、
糜
爛
せ
る
歓
楽
の
心
と
、
生
に
対
す
る
一
切
の
拘
束
を
呪
ふ
の

心
と
を
以
て
、
譬
へ
ば
木
犀
の
香
の
咽
ぶ
が
如
き
風
味
を
成
す
。
此
の
点

に
於
い
て
昨
年
小
説
壇
の
異
色
た
る
と
共
に
、
其
の
脚
の
切
な
る
現
実
よ

り
遊
離
せ
ざ
る
限
り
他
の
諸
家
と
基
音
を
共
に
す
る
新
芸
術
の
人
た
る
は

論
無
か
る
べ
し
。
吾
人
は
過
去
一
年
の
文
勲
に
対
す
る
推
讃
の
標
目
を
此

の
作
家
に
置
か
ん
と
す②
。

　

何
と
も
抽
象
的
な
物
言
い
で
あ
り
、
何
を
以
て
荷
風
が
「
推
讃
」
さ
れ
た
の

か
、
判
然
と
し
な
い
。「
荷
風
氏
が
自
然
主
義
者
に
よ
つ
て
推
讃
の
辞
を
贈
ら

れ
た
こ
と
」
を
「
ど
う
い
ふ
手
続
を
以
て
承
認
す
れ
ば
可
い
の
で
あ
る
か
」、

こ
の
「
矛
盾
は
、
啻
に
一
見
し
て
矛
盾
に
見
え
る
許
り
で
な
く
、
見
れ
ば
見
る
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程
何
処
迄
も
矛
盾
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
啄
木
が
語
る③
よ
う
に
、
こ
の
出
来

事
は
、
ま
さ
に
一
種
の
矛
盾
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
文
壇
に
お

い
て
物
議
を
醸
す
こ
と
と
な
る
。
毀
誉
褒
貶
入
り
乱
れ
る
か
た
ち
で
、
論
争
が

起
こ
る
の
で
あ
る
。
反
自
然
派
の
側
で
あ
る
阿
部
次
郎
と
、
自
然
主
義
側
で
あ

る
相
馬
御
風
と
の
間
で
主
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
の
論
争
の
争
点
を
乱
暴
に
要

約
す
れ
ば
、〝
自
然
主
義
側
が
荷
風
を
顕
彰
す
る
こ
と
の
是
非
〞
と
い
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
早
く
に
論
争
を
取
り
上
げ
た
吉
田
精
一
は
、「
所
詮
、
こ
の
問

題
は
自
然
派
対
反
自
然
派
の
党
派
的
争
ひ
に
終
始
し
た
観
が
あ
り
、
荷
風
は
そ

の
い
け
に
へ
と
な
つ
た
」
と
総
括
す
る④
。

　

多
く
の
文
学
論
争
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
根
本
的
に
は
確
か
に
単
な
る

「
党
派
的
争
ひ
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
不
毛
な
議
論
で
あ
る
と
い
う
印
象
も

拭
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
荷
風
を
論
じ
る
な
か
で
し
ば
し
ば
触
れ
ら
れ
る
際

も
、
本
論
争
は
軽
く
流
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る⑤
。

　

如
上
の
状
況
に
鑑
み
て
、
論
争
を
今
一
度
精
査
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿

の
企
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
、
雑
多
な
資
料
へ
の
ア
ク

セ
ス
が
簡
便
に
な
っ
た
今
日
、
当
時
の
自
然
主
義
を
め
ぐ
る
数
多
の
議
論
を
再

考
す
る
に
際
し
て
、
本
稿
を
そ
の
最
初
の
一
歩
と
し
た
い
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
論
争
に
関
わ
る
資
料
の
大
半
は
、
す
で
に
集
成
・
復
刻
さ

れ
て
い
る⑥
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
改
め
て
吟
味
す
る
と
と
も
に
、
調

査
の
過
程
で
見
つ
か
っ
た
い
く
つ
か
の
資
料
を
増
補
す
る
こ
と
で
、
議
論
の
再

整
理
を
試
み
る
。一

、
論
争
前
夜
・
荷
風
評
価
の
一
面

　

最
初
に
、
論
争
直
前
の
荷
風
評
価
を
一
瞥
し
て
お
く
。
荷
風
と
、
自
然
主
義

側
の
先
鋒
的
存
在
で
あ
っ
た
御
風
と
の
間
に
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
よ

く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
中
央
公
論
』
第
二
四
巻
第
一
一
号
（
明
治
四

二
・
一
一
）
に
は
、「
現
代
人
物
評
論
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
第
二
二
回
と
し

て
、「
永
井
荷
風
論
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
後
の
論
争
の

当
事
者
で
あ
る
御
風
は
云
う
。「
僕
は
永
井
君
の
作
を
、
お
先
走
り
し
て
賞
め

た
一
人
で
あ
る
」。
御
風
は
何
よ
り
、『
あ
め
り
か
物
語
』・『
ふ
ら
ん
す
物
語
』

を
高
く
評
価
す
る
。
後
者
に
至
っ
て
は
、「
原
稿
を
借
り
」
て
「
二
度
も
三
度

も
繰
り
返
し
て
読
ん
だ
」
と
い
う
。
問
題
は
そ
の
後
で
あ
っ
た
。「
監
獄
書
の

裏
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
四
〇
号
、
明
治
四
二
・
三
）・「
祝
盃
」（『
中
央
公

論
』
第
二
四
巻
第
五
号
、
明
治
四
二
・
五
）・「
歓
楽
」（『
新
小
説
』
第
一
四
巻

第
七
号
、
明
治
四
二
・
七
）
の
辺
り
か
ら
、「
僕
が
荷
風
君
か
ら
受
け
る
印
象

が
、
妙
に
纏
ら
な
く
な
つ
た
や
う
な
気
が
し
出
し
た
。
今
迄
受
け
て
居
た
印
象

に
、
何
だ
か
溶
け
合
は
ぬ
も
の
が
入
つ
て
来
た
や
う
な
気
が
し
出
し
た
」。
続

い
て
「
帰
朝
者
の
日
記
」（『
中
央
公
論
』
第
二
四
巻
第
一
〇
号
、
明
治
四
二
・

一
〇
）
が
発
表
さ
れ
、「
い
よ
〳
〵
妙
に
な
つ
た
。
胸
で
ば
か
り
受
け
て
居
た

印
象
の
国
へ
、
頭
が
手
を
出
す
や
う
に
な
つ
た
。
そ
し
て
妙
に
苦
情
を
申
し
立
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て
た
い
や
う
な
手
つ
き
を
し
出
し
た
」

―
。

　

外
遊
生
活
を
描
い
た
『
あ
め
り
か
物
語
』・『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
か
ら
、
帰
国

後
の
生
活
を
描
い
た
諸
作
品
へ
。
御
風
は
そ
こ
に
あ
る
種
の
変
化
を
看
取
す
る
。

後
者
の
作
品
群
は
『
歓
楽
』・『
荷
風
集
』
に
収
め
ら
れ
、『
歓
楽
』
は
「
推
讃

の
辞
」
を
贈
ら
れ
た
書
で
あ
っ
た
。
雑
誌
と
し
て
は
顕
彰
す
る
が
、
一
友
人
と

し
て
は
違
和
感
を
表
明
す
る
、
と
い
っ
た
ね
じ
れ
が
、
こ
こ
に
は
う
か
が
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
御
風
の
こ
の
文
章
の
な
か
で
面
白
い
の
は
、「
胸
」
と
「
頭
」

と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。「
胸
」
と
い
う
の
は
ど
う
も
、「
情
緒
」
と
い
っ

た
意
で
あ
る
よ
う
だ
。「
頭
」
と
い
う
の
は
、
的
確
に
対
応
す
る
用
語
が
見
い

だ
せ
な
い
が
、「
日
本
を
論
ず
る
」
と
い
っ
た
、
一
種
の
文
明
論
的
な
理
路
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
情
緒
に
あ
ふ
れ
た
も
の
か
ら
文
明
論

的
な
も
の
へ
の
作
風
の
転
換
が
、
御
風
に
と
っ
て
「
近
作
に
慊
ら
ぬ
」
ゆ
え
ん

な
の
で
あ
る
。
荷
風
の
「
胸
の
世
界
」
に
ひ
そ
む
「
サ
ム
シ
ン
グ
」（
御
風
が

好
ん
だ
用
語
で
あ
る
）
を
希
求
す
る
こ
の
姿
勢
は
、
後
の
論
争
に
も
引
き
継
が

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る⑦
。

　

こ
の
人
物
評
の
な
か
で
、
荷
風
と
自
然
主
義
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
触
れ
る

者
も
い
た
。
守
田
有
秋
は
云
う
。「
自
分
は
氏
の
態
度
が
、
自
然
派
諸
家
の
態

度
と
愈
々
相
違
し
て
居
る
事
を
此
一
篇
〔「
歓
楽
」〕
に
依
て
想
察
す
る
」。「
蓋

し
氏
の
思
想
は
決
し
て
、
日
本
帝
国
に
於
け
る
自
然
主
義
者
と
し
て
、
自
然
主

義
を
抱
懐
す
る
と
云
ふ
や
う
な
、
其
様
の
曖
昧
な
も
の
で
は
な
い
」。
根
拠
は

不
明
で
あ
る
が
、
ど
う
も
「
態
度
」
の
「
相
違
」
が
境
界
線
と
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
（
作
家
の
「
態
度
」
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
は
、
論
争
に
お
い
て
軸
の
一

つ
と
な
る
）。

　
「
氏
は
、
無
解
決
に
満
足
し
て
居
る
人
と
は
思
は
れ
ぬ
。
若
し
無
解
決
に
安

住
し
て
停
る
事
が
出
来
る
な
ら
ば
、
何
も
其
の
祖
国
を
咀
ひ
、
其
の
社
会
を
罵

る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
成
程
氏
は
赤
旗
を
推
し
立
て
ゝ
、
現
代
と
争
ふ
人
で
は

あ
る
ま
い
が
、
有
る
現
代
社
会
の
も
の
を
否
定
す
る
態
度
は
、
解
決
を
有
し
、

理
想
を
有
す
る
思
想
家
に
し
て
、
現
代
社
会
に
換
ゆ
る
に
何
等
か
の
改
良
さ
れ

た
る
他
の
者
を
以
て
せ
ん
と
し
て
居
る
事
が
解
る
。
要
す
る
に
氏
は
明
か
に
自

然
主
義
者
で
は
な
い
。
然
し
「
歓
楽
」
に
収
め
た
諸
篇
の
中
に
は
自
然
派
の
作

品
も
混
つ
て
居
る
例
へ
ば
「
祝
盃
」「
牡
丹
の
客
」
等
の
如
き
、
其
れ
で
あ
る
」

―
。

　

い
わ
ゆ
る
〈
無
理
想
・
無
解
決
〉
で
は
な
く
、「
氏
は
明
か
に
自
然
主
義
者

で
は
な
い
」
が
、「
諸
篇
の
中
に
は
自
然
派
の
作
品
も
混
つ
て
居
る
」

―
短

編
集
『
歓
楽
』
に
ひ
そ
む
こ
う
し
た
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
、
あ
る
い
は
『
早
稲

田
文
学
』
を
し
て
、「
推
讃
の
辞
」
を
贈
る
に
至
ら
し
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
讃
辞
は
あ
ま
り
に
詩
的
か
つ
抽
象
的
で
あ
り
、

明
確
な
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
意
図
が
汲

み
取
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
疑
義
が
呈
さ
れ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
境
界
線
上

で
ゆ
ら
ぐ
荷
風
の
作
品
と
、
意
図
を
汲
み
取
り
か
ね
る
讃
辞
。
炎
上
の
条
件
は
、

〈
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十
分
に
整
っ
て
い
た
。

二
、
論
争
の
は
じ
ま
り

―
表
面
上
の
対
立

　

論
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
阿
部
で
あ
っ
た⑧
。「
自
然
主
義
と
十
分
の
聯
絡

を
附
す
る
こ
と
も
出
来
ず
に
之
と
反
対
し
た
傾
向
の
（
時
に
は
意
識
的
に
之
を

嘲
つ
て
ゐ
る
と
も
見
え
る
）
永
井
氏
の
小
説
を
推
讃
す
る
の
は
、
之
は
諸
氏
の

主
張
の
弛
緩
と
主
義
の
動
揺
と
を
示
す
る
も
の
で
あ
つ
て
宏
量
で
も
坦
懐
で
も

何
で
も
な
い
と
思
ふ
」。「
自
然
派
の
現
状
に
対
す
る
反
語
と
し
て
永
井
氏
の
小

説
を
受
取
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
で
可
い
。
正
面
か
ら
両
者
を
一
括
す
る
こ
と
は
、

従
来
の
無
暗
に
包
括
的
な
遣
り
方
を
極
端
に
し
て
自
然
主
義
を
現
代
主
義
又
は

最
広
義
の
浪
漫
主
義
と
同
義
語
に
し
な
け
れ
ば
、
約
言
す
れ
ば
自
然
主
義
の
特

殊
の
意
義
を
破
壊
し
て
了
は
な
け
れ
ば
出
来
さ
う
に
も
思
は
れ
な
い
」。

　
「
自
然
派
の
現
状
」
と
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
反
自
然
派
の
圏
域
に

お
い
て
し
ば
し
ば
云
わ
れ
る
、〝
衰
退
〞
を
意
味
す
る
よ
う
だ
。
落
ち
目
で
あ

る
の
を
糊
塗
す
る
よ
う
に
、「
正
面
か
ら
両
者
を
一
括
す
る
」
こ
と
が
問
題
視

さ
れ
る
。「
自
然
主
義
の
主
張
者
は
是
等
の
反
対
要
素
〔「
現
代
の
神
秘
的
理
想

的
若
く
は
情
感
的
（
狭
義
に
云
ふ
）
傾
向
」〕
を
明
確
に
意
識
し
て
敢
て
之
と

対
抗
す
可
き
で
あ
る
、
徒
ら
に
一
切
を
併
呑
し
て
何
で
も
新
し
い
も
の
は
自
然

主
義
で
御
座
い
と
云
ふ
様
な
顔
を
す
る
の
は
狡
猾
に
非
ず
む
ば
不
聡
明
で
あ

る
」。
つ
ま
り
、
一
種
の
〝
雑
な
囲
い
込
み
〞
が
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
規

制
的
勢
力
と
し
て
雑
然
た
る
現
代
的
諸
傾
向
の
中
に
一
種
の
統
一
（
少
く
と
も

態
度
の
点
に
於
て
）
を
作
ら
む
と
す
る
」
こ
と
が
、
阿
部
が
考
え
る
理
想
の

〈
自
然
主
義
〉
像
で
あ
っ
た
。

　

阿
部
が
要
請
し
た
の
は
、〈
自
然
主
義
〉
側
の
「
真
正
」
な
「
態
度
」
や

「
立
場
」
の
表
明
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。「
何
も
早
稲
田
文
学
で
永
井
氏
を
推

讃
す
る
の
を
悪
い
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
唯
人
格
全
体
と
し
て
諸
氏
の
真
正
の

立
場
を
反
省
若
く
は
明
示
し
て
貰
ひ
た
い
の
で
あ
る
」。「
私
は
一
日
も
早
く
之

〔「
思
想
上
人
格
上
の
根
底
を
有
す
る
理
想
的
の
党
派
」〕
が
成
立
つ
て
思
想
上

に
花
々
し
く
鎬
を
削
る
様
に
な
ら
む
こ
と
を
希
望
す
る
。
天
弦
氏
が
自
然
派
の

花
形
で
孤
島
氏
が
非
自
然
派
の
チ
ヤ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
様
な
滑
稽
な
（
私
は
敢

て
滑
稽
と
云
ふ
）
色
別
は
最
早
無
用
有
害
で
あ
る
。
私
は
現
文
壇
に
於
け
る
著

る
し
き
対
立
の
一
と
し
て
花
袋
泡
鳴
諸
氏
の
自
然
主
義
と
敏
先
生
荷
風
氏
等
の

享
楽
主
義
と
の
矛
盾
を
問
題
と
し
て
提
出
す
る
」。

　
「
色
別
」
を
超
え
て
、「
思
想
上
人
格
上
の
根
底
を
有
す
る
理
想
的
の
党
派
」

へ

―
こ
れ
が
阿
部
の
描
く
文
壇
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
後
の
論
に
も
繋
が

る
、
彼
の
主
張
の
骨
子
で
あ
っ
た
。

　

阿
部
の
論
か
ら
一
週
間
後
に
、
御
風
は
論
戦
を
仕
掛
け
る⑨
。「
第
一
に
此
問

題
の
中
心
点
は
、
永
井
荷
風
氏
の
作
風
は
如
何
な
る
根
柢
に
立
つ
て
居
る
も
の

か
と
云
ふ
事
で
あ
る
」。「
根
柢
」
と
い
う
、
阿
部
と
同
様
の
語
を
用
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
議
題
が
共
有
さ
れ
て
る
の
か
と
思
い
き
や
、
彼
は
変
化
球
を
投
ず

〈
自
然
主
義
〉
の
主
体
性
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る
。「
全
然
自
然
主
義
と
傾
向
を
異
に
し
た
作
家
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
て
居

る
荷
風
氏
は
そ
の
出
発
点
に
於
て
は
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
で
あ
つ
た
事
を
忘
れ
て
貰
ひ

た
く
は
な
い
」、「
出
発
点
に
於
て
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
で
あ
つ
た
永
井
荷
風
氏
は
、
四

年
の
洋
行
の
後
に
な
つ
て
、
全
然
別
な
人
に
な
つ
た
か
。
少
な
く
と
も
全
然
頭

の
別
な
人
と
な
つ
た
か
」、「
洋
行
土
産
と
し
て
第
一
に
「
あ
め
り
か
物
語
」
を

頂
戴
し
た
吾
々
は
、
打
た
れ
て
も
叩
か
れ
て
も
矢
張
「
ノ
ー
」
と
叫
ぶ
外
は
な

い
」

―
こ
う
し
た
遡
行
的
な
論
法
は
、「
包
括
的
な
遣
り
方
」
だ
と
い
う
阿

部
の
批
判
に
対
す
る
反
論
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
自
体
が
ま
さ
に
「
包
括
的

な
遣
り
方
」
で
あ
り
、
脆
弱
な
論
理
で
あ
る
感
は
否
め
な
い
。

　

続
い
て
、
御
風
は
阿
部
の
云
う
「
矛
盾
」
に
反
駁
す
る
。「
吾
々
は
思
ふ
。

荷
風
氏
は
決
し
て
〳
〵
単
純
な
る
享
楽
主
義
の
人
で
は
な
い
。
荷
風
氏
は
単
純

な
る
享
楽
主
義
の
人
た
る
べ
く
、
頭
脳
の
あ
ま
り
に
冷
や
か
な
る
人
で
あ
る
」。

「
次
郎
君
の
如
き
人
が
、
荷
風
氏
を
以
て
単
純
な
る
享
楽
主
義
の
人
と
す
る
の

は
、
ま
だ
好
く
わ
が
国
の
自
然
主
義
の
本
質
が
呑
み
込
め
て
居
な
い
の
で
あ
ら

う
」。「
荷
風
氏
に
し
ろ
泡
鳴
氏
に
し
ろ
、
到
底
単
純
な
歓
楽
の
人
、
単
純
な
耽

溺
の
人
と
な
り
得
る
人
々
で
は
な
い
。
彼
等
に
は
覚
め
た
る
意
識
が
あ
る
。
我

を
も
突
き
放
し
て
、
現
実
の
底
の
底
ま
で
も
、
観
極
め
ず
ん
ば
止
ま
ぬ
と
云
ふ

冷
明
な
意
識
が
あ
る
」。

　

阿
部
が
云
う
「
矛
盾
」
を
解
消
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
共
通
項
的
な
概
念
は
、

「
覚
め
た
る
意
識
」・「
冷
明
な
意
識
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
矛
盾
」
を

突
き
つ
け
る
者
と
、
そ
れ
に
反
駁
す
る
者
。
し
か
し
両
者
は
、
実
は
見
か
け
ほ

ど
に
は
対
立
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
御
風
が
提
示
し

た
こ
れ
ら
の
共
通
項
的
概
念
は
、
阿
部
が
云
う
「
思
想
上
人
格
上
の
根
底
」
と

い
う
概
念
の
、
一
つ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
出
来
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
仮
定
す
れ
ば
、
両
者
が
見
据
え
る
、
来
た
る
べ
き
文
壇
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
実
は
類
似
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
次
郎
君
等
の
議
論
は
兎
角
形
式
的
に
な
り
過
ぎ
る
。
表
面
的
に
な
り
過
ぎ

る
」、「
吾
々
若
い
者
は
」「
徒
ら
に
勢
力
争
の
や
う
な
ケ
チ
な
真
似
を
し
て
居

る
時
代
で
は
な
い
」。
こ
れ
は
あ
る
意
味
正
し
い
主
張
で
あ
る
。
両
者
の
対
立

は
ま
さ
に
「
形
式
的
」・「
表
面
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
荷
風
を
「
享
楽
主
義
」

の
側
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
よ
う
と
す
る
阿
部
に
反
論
す
る
＝「
勢
力
争
」
を
す

る
（
＝
荷
風
を
い
わ
ば
〝
奪
い
合
う
〞）
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、「
享
楽
主
義
」
や
「
歓
楽
」
の
彼
岸
に
あ
る
「
覚
め
た
る
意
識
」・

「
冷
明
な
意
識
」
を
見
据
え
る
こ
と
こ
そ
が
真
に
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

阿
部
の
云
う
「
思
想
上
人
格
上
の
根
底
」
と
い
う
理
念
と
、
通
じ
合
う
可
能
性

が
あ
る
。
初
戦
で
は
噛
み
合
う
と
も
噛
み
合
わ
な
い
と
も
言
え
な
い
こ
の
論
争

は
、
で
は
い
か
に
し
て
延
焼
し
て
い
っ
た
の
か
。

三
、
叩
か
れ
る
讃
辞

　

阿
部
と
御
風
の
再
度
の
応
酬
を
見
る
前
に
、
資
料
の
補
足
も
兼
ね
て
、
周
辺

〈
自
然
主
義
〉
の
主
体
性
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の
意
見
を
見
て
お
こ
う
。
管
見
の
限
り
い
ち
早
く
反
応
し
た
の
は
、
太
田
水
穂

で
あ
る⑩
。
曰
く
、
讃
辞
が
「
漠
然
」
と
し
て
お
り
、「
荷
風
氏
の
鑑
賞
的
談
理
、

趣
味
的
批
判
の
一
側
面
を
見
る
も
、
之
れ
は
無
論
自
然
主
義
に
於
け
る
主
智
的

傾
向
と
も
異
り
懐
疑
或
は
告
白
の
形
と
も
相
違
す
」
る
。
両
者
の
「
相
違
」
に

力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
阿
部
側
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
吾
人

は
永
井
氏
に
推
讃
の
辞
を
呈
す
る
を
不
当
と
せ
ず
、
た
だ
そ
の
推
讃
す
べ
き
点

の
飽
く
迄
も
公
正
な
ら
む
こ
と
を
欲
す
る
も
の
、
強
い
て
格
段
な
る
思
想
参
列

の
中
に
牽
繋
せ
し
め
む
と
す
る
の
要
を
見
ず
と
思
惟
す
」
と
い
う
の
も
、
阿
部

の
主
張
に
近
し
い
。

　

反
自
然
派
の
牙
城
と
も
言
え
る
『
新
小
説
』
の
時
評
は
、「
次
郎
君
の
説
の

如
く
自
然
主
義
と
は
大
い
に
反
対
し
た
傾
向
を
持
つ
て
る
し
折
々
は
痛
罵
を
さ

へ
彼
等
に
浴
せ
か
け
る
荷
風
君
に
「
推
讃
の
辞
」
を
捧
げ
る
な
ど
は
本
気
の
沙

汰
と
は
思
へ
な
い
」
と
難
ず
る⑪
。「
荷
風
君
よ
、
彼
等
が
少
し
頭
角
を
出
し
か

け
る
新
文
士
に
飴
を
嘗
め
さ
せ
る
慣
用
手
段
に
油
断
為
た
ま
ふ
勿
れ
だ
」。

　

味
方
側
と
言
っ
て
も
よ
い
徳
田
秋
江
す
ら
も
、
讃
辞
の
一
件
に
難
を
示
す⑫
。

「
兎
角
早
稲
田
文
学
派
に
は
、
巧
者
に
目
前
を
更
へ
、
新
ら
し
い
も
の
を
取
入

れ
て
行
か
う
〳
〵
と
す
る
態
度
が
著
し
く
目
に
立
つ
の
を
嘲
つ
た
の
か
も
知
れ

ぬ
。
そ
れ
な
ら
ば
早
稲
田
文
学
派
が
何
と
言
は
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
言
ふ
処

が
な
い
で
も
な
い
」。「
早
稲
田
文
学
派
は
、
最
も
怜
悧
で
あ
つ
て
、
同
時
に
最

も
馬
鹿
で
あ
る
と
思
ふ
」。「
早
稲
田
文
学
派
が
新
ら
し
い
も
の
を
取
入
れ
る
に

何
の
仔
細
も
な
い
。
が
、
私
の
希
望
を
此
処
で
言
は
し
む
れ
ば
、
同
じ
新
ら
し

い
も
の
を
取
入
れ
る
に
し
て
も
、
今
少
し
く
眼
敏
く
し
た
ら
何
う
で
あ
ら
う
か

と
思
ふ
」。
彼
ら
は
「
あ
ま
り
に
脇
眼
を
振
り
過
ぎ
る
」。

　

同
様
の
批
判
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。「「
早
稲
田
文
学
」
で
、
自
然
派
で
も
な

い
永
井
荷
風
に
推
讃
の
辞
を
捧
げ
た
の
は
、
朝
日
の
一
評
家
が
い
つ
た
如
く
明

か
に
自
然
派
の
降
伏
で
あ
る
」。「
本
当
に
ヱ
ラ
イ
と
思
つ
た
為
め
か
、
味
方
に

引
入
れ
た
い
為
め
か
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
味
方
に
引
込
み
た
い
為
め
で
あ
る
、

そ
れ
が
自
然
派
の
策
略
だ
」。「
自
然
派
」
は
「
如
何
に
も
陰
険
で
策
略
を
好
み
、

コ
セ
〳
〵
し
て
居
て
人
の
顏
色
を
読
む
こ
と
が
上
手
だ
、
自
分
等
よ
り
も
ヱ
ラ

イ
者
に
は
御
世
辞
を
使
つ
て
仲
間
に
引
込
む
事
は
彼
等
の
慣
手
段
だ
、
早
稲
田

文
学
は
此
慣
手
段
を
実
行
し
た
も
の
で
あ
る⑬
」。

　

以
上
を
見
る
に
、
讃
辞
の
贈
呈
に
対
し
て
、
文
壇
は
概
ね
批
判
的
で
あ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
安
倍
能
成
は
、
一
際
注
目
す
べ
き
発
言
を
し

て
い
る⑭
。「
自
分
は
次
郎
氏
の
説
に
賛
す
る
者
で
あ
る
が
、
尚
ほ
こ
の
上
の
論

究
を
経
て
、
自
然
主
義
と
い
ふ
も
の
ゝ
本
体
の
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望

む
」、「
例
へ
ば
相
馬
氏
の
い
ふ
如
く
自
然
主
義
を
以
て
単
に
態
度
の
上
の
こ
と

な
り
と
す
る
が
如
き
は
、
頗
る
軽
断
に
過
ぎ
る
と
思
ふ
」、「
自
然
主
義
の
内
容

か
ら
規
定
せ
ら
れ
て
こ
そ
、
自
然
主
義
に
通
じ
た
態
度
と
い
ふ
も
の
も
問
題
に

な
る
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」。

　
「
態
度
」
の
手
前
で
「
内
容
」
を
「
規
定
」
す
る
＝「
自
然
主
義
と
い
ふ
も

〈
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義
〉
の
主
体
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の
ゝ
本
体
の
明
ら
か
に
」
す
る
こ
と
を
、
安
部
は
提
案
す
る
。
こ
の
提
案
は
、

他
の
論
に
比
べ
れ
ば
、
よ
り
高
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

論
説
を
目
に
し
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
阿
部
の
第
二
の
論
は
、
ま

さ
に
こ
う
し
た
次
元
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
「
ど
う
も
次
郎
氏
等
に
は
、
常
に
偏
見
が
附
き
纏
う
て
、
自
然
派
と
云
へ
ば
、

何
が
な
し
に
批
難
し
て
見
た
い
、
ど
こ
か
に
欠
点
が
あ
れ
ば
よ
い
と
求
め
詫
び

る
態
度
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
こ
の
「
自
ら
知
ら
ざ
る
自
然
主
義
者
」
な
ど

は
尤
も
よ
く
こ
れ
を
証
す
る
。
苦
々
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
本
間
久
雄
の
一
言⑮

が
、
阿
部
に
反
論
を
決
行
さ
せ
る
引
き
金
と
な
り
、
御
風
と
の
間
に
、
二
度
目

の
応
酬
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

四
、
阿
部
の
反
論

―
〈
自
然
主
義
〉
の
自
己
規
定

　

阿
部
の
反
論
が
な
さ
れ
た
の
は
、
御
風
の
論
か
ら
一
月
ほ
ど
を
経
て
の
こ
と

で
あ
っ
た⑯
。

　
「
僕
の
批
難
す
る
は
動
揺
す
る
思
想
と
趣
味
と
を
持
ち
乍
ら
其
動
揺
を
意
識

す
る
能
は
ざ
る
者
を
若
く
は
意
識
せ
ざ
る
真
似
す
る
「
自
ら
知
ら
ざ
る
自
然
主

義
者
」
で
あ
る
。
内
に
決
定
せ
る
態
度
な
く
し
て
外
に
決
定
せ
る
態
度
あ
る
が

如
く
に
装
ふ
「
自
然
主
義
誇
張
者
」
で
あ
る
」。

　
「
動
揺
」
と
い
う
の
は
、
抽
象
的
な
物
言
い
で
も
っ
て
荷
風
を
讃
辞
す
る
と

い
っ
た
、
自
然
主
義
側
の
迷
走
ぶ
り
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
揺
を
意
識
で

き
な
い
、
も
し
く
は
意
識
し
な
い
真
似
を
す
る
者
が
、「
自
ら
知
ら
ざ
る
自
然

主
義
者
」
で
あ
る
（
意
識
で
き
な
い
こ
と
と
意
識
し
な
い
振
り
を
す
る
こ
と
と

の
間
に
は
、
何
か
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
気
が
す
る
が
、
こ
こ
で
は
措
い
て
お

く
）。
と
も
か
く
、
自
意
識
の
欠
如
が
言
挙
げ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
内
に
決
定
せ
る
態
度
な
く
し
て
外
に
決
定
せ
る
態
度
あ
る
が
如
く
に
装
ふ
」

こ
と
、
つ
ま
り
主
体
性
の
欠
如
（
の
偽
装
）
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

阿
部
は
喩
え
る
。
彼
ら
は
「
行
詰
ま
り
の
鉄
の
扉
を
力
任
せ
に
叩
く
勇
気
な

く
し
て
迂
路
々
々
逃
道
を
求
む
る
「
新
を
猟
る
人
」
で
あ
る
」
と
。「
決
定
」

と
い
う
語
の
意
味
は
、
お
そ
ら
く
〝
自
己
規
定
〞
と
い
っ
た
意
で
あ
ろ
う
。
自

己
規
定
を
「
内
」
で
行
う
か
「
外
」
に
ゆ
だ
ね
る
（
ふ
り
を
す
る
）
か
、
そ
の

差
異
が
重
要
な
の
で
あ
る
。「
内
に
決
定
せ
る
態
度
」＝
内
省
的
な
自
己
規
定
を

欠
い
た
ま
ま
、「
外
に
決
定
せ
る
態
度
あ
る
が
如
く
に
装
ふ
」＝
外
部
に
そ
の
規

定
を
ゆ
だ
ね
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
は
、「
誇
張
」
で
あ
り
、「
逃
道
を
求
む
る
」

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
、
と
。

　

と
こ
ろ
で
、
阿
部
の
こ
の
論
の
な
か
で
難
し
い
の
は
、「
而
し
て
僕
は
我
国

自
然
主
義
の
主
張
と
永
井
氏
近
時
の
作
風
と
は
矛
盾
す
る
と
思
ひ
、
自
然
主
義

者
と
自
称
し
乍
ら
永
井
氏
の
近
作
を
推
讃
す
る
者
は
「
自
ら
知
ら
ざ
る
者
」
だ

と
思
つ
た
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
如
上
の
自
己
規
定
の
こ
と

を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
見
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
〝
荷
風
の
作
風
は
自

然
主
義
的
で
は
な
い
〞
と
い
っ
た
コ
ン
ス
タ
テ
ィ
ブ
な
主
張
な
の
か
、
は
た
ま

〈
自
然
主
義
〉
の
主
体
性
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た
、〝
自
然
主
義
の
連
中
の
「
態
度
」
と
は
異
な
り
、
荷
風
の
作
風
に
は
自
己

規
定
が
含
ま
れ
る
〞
と
い
っ
た
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
意
味
に
ま
で
拡
大
解

釈
し
て
よ
い
も
の
な
の
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
判
断
が
つ
き
か
ね
る
。
仮
に
後
者

だ
と
し
て
、
荷
風
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
阿
部
の
評
価
が
正
当
な
も
の
な
の
か

ど
う
か
も
、
こ
こ
で
は
判
断
を
下
し
え
な
い
。
が
、
と
も
か
く
、「
意
識
」
と

「
決
定
」
に
お
い
て
、
阿
部
は
両
者
の
間
に
「
矛
盾
」
を
見
て
取
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。「
思
想
界
の
調
子
を
明
か
に
す
る
為
め
」・「
自
然
主
義
其
物
の

主
張
を
純
粋
に
す
る
為
め
」
に
提
示
さ
れ
た
、〈
自
然
主
義
〉
側
の
自
己
規
定

を
め
ぐ
る
こ
の
「
批
難
」
は
、
阿
部
の
最
初
の
論
に
も
そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ

る
、
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

併
せ
て
見
て
お
き
た
い
の
は
、
阿
部
が
「
永
井
氏
の
近
作
を
享
楽
主
義
だ
と

云
つ
た
理
由
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
要
す
る
に
現
代
的
享
楽
主
義
の
根
底
に

呻
く
も
の
は
自
然
主
義
の
場
合
と
等
し
く
「
悩
め
る
現
代
の
心
」
で
あ
る
。
唯

享
楽
主
義
は
現
実
よ
り
浮
か
ば
ん
と
し
自
然
主
義
は
其
底
に
沈
ま
む
と
す
る
、

彼
は
美
の
為
に
真
を
求
め
此
は
真
の
為
に
真
を
求
め
る
。
従
つ
て
「
現
実
」、

「
真
」、「
有
の
儘
」
等
に
対
す
る
解
釈
及
態
度
に
於
い
て
著
し
い
対
照
が
あ
る
、

一
言
に
し
て
云
へ
ば
両
者
は
出
発
点
に
於
て
同
一
で
も
行
か
む
と
す
る
方
向
に

大
な
る
矛
盾
が
あ
る
。
自
然
主
義
の
道
を
主
張
す
る
者
が
享
楽
主
義
の
道
を
行

む
と
す
る
者
を
推
讃
す
る
は
依
然
と
し
て
「
動
揺
せ
る
自
然
主
義
者
」
で
あ
る
、

「
自
ら
知
ら
ざ
る
自
然
主
義
者
」
で
あ
る
」。

　

自
然
主
義
と
享
楽
主
義
の
、
同
一
性
（
＝「
出
発
点
」）
と
差
異
（
＝「
行
か

む
と
す
る
方
向
」）。
彼
の
考
え
で
は
そ
も
そ
も
、「「
覚
め
た
る
観
照
的
意
識
」

を
有
す
る
事
も
享
楽
主
義
の
人
た
る
を
妨
げ
な
い
」。「
か
う
云
つ
て
来
る
と
相

馬
君
の
論
拠
は
凡
て
あ
の
儘
で
は
通
用
し
な
く
な
つ
て
来
る
。
自
然
主
義
に
格0

段
な

0

0

「
悲
痛
」「
観
照
的
意
識
」
を
持
つ
て
来
な
け
れ
ば
永
井
氏
が
自
然
主
義

だ
と
云
ふ
議
論
は
成
立
な
く
な
る
。
併
し
相
馬
君
は
其
処
迄
立
入
ら
ず
に
「
悲

痛
」「
痛
切
」「
生
命
の
響
」
覚
め
た
る
「
観
照
的
意
識
」「
冷
明
」「
冷
た
い

〳
〵
」「
深
い
〳
〵
」
と
云
つ
た
様
な
自
然
主
義
的
な
言
葉
の
響
で
満
足
し
て

ゐ
る
や
う
で
あ
る
」。「
言
葉
の
響
丈
で
問
題
が
決
つ
た
様
に
考
へ
て
ゐ
る
点
に

於
て
は
最
も
形
式
的
で
あ
る
」。

　
「
言
葉
の
響
」（
＝
イ
メ
ー
ジ
？
）
に
「
満
足
」
せ
ず
、「
区
別
す
べ
き
物
を

区
別
し
比
較
す
べ
き
物
を
比
較
」
せ
よ

―
こ
の
主
張
自
体
が
し
か
し
、
幾
分

「
形
式
的
」
な
も
の
で
あ
ろ
う
。「
区
別
」
も
「
比
較
」
も
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
以
上
、
そ
の
「
響
」
か
ら
完
全
に
自
由
で
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
享
楽
主
義
」
で
も
「
観
照
的
意
識
」
で
も
何
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、
結
局
は

論
者
ご
と
の
定
義
を
め
ぐ
る
争
論
な
の
で
あ
り
、「
形
式
的
」
に
解
決
で
き
る

類
の
も
の
で
は
な
く
、
阿
部
も
ま
た
泥
沼
に
は
ま
り
込
ん
で
い
る⑰
。

　

贅
肉
が
多
く
、
や
や
冗
長
な
感
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
〈
自
然
主
義
〉
の
自

己
規
定
と
い
う
、
論
争
の
可
能
性
の
中
心
を
示
し
得
た
阿
部
の
論
に
、
御
風
は

い
か
に
応
答
し
え
た
の
か
。

〈
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五
、
御
風
の
応
答
／
未
遂
と
、
そ
の
後

　

御
風
は
云
う⑱
。「
第
一
に
付
け
加
へ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
吾
々
が
荷

風
君
に
推
讃
の
辞
を
贈
つ
た
の
は
、
荷
風
君
を
単
に
自
然
主
義
者
と
限
つ
て
し

ま
つ
た
上
の
事
で
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
る
」。「
付
け
加
へ
て
置
」
く
と
断
ら
れ

て
い
る
と
お
り
、
後
出
し
と
い
う
感
は
否
め
な
い
（
論
争
と
い
う
も
の
自
体
が
、

こ
う
し
た
後
出
し
が
ま
か
り
通
る
空
間
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
）。「
全
然
自
然

主
義
と
傾
向
を
異
に
し
た
作
家
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
て
居
る
荷
風
氏
は
そ
の

出
発
点
に
於
て
は
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
で
あ
つ
た
事
を
忘
れ
て
貰
ひ
た
く
は
な
い
」、

「
荷
風
氏
は
決
し
て
〳
〵
単
純
な
る
享
楽
主
義
の
人
で
は
な
い
」
と
い
う
先
の

言
と
、
完
全
に
矛
盾
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
々
齟
齬
を
き
た
し
て

い
る
と
い
う
感
じ
は
否
め
な
い
。

　
「
吾
々
が
永
井
荷
風
君
を
推
讃
し
た
理
由
は
、
何
も
か
も
自
分
等
の
拵
へ
た

型
の
中
に
嵌
め
て
し
ま
ふ
と
云
ふ
や
う
な
偏
狭
な
横
着
な
考
へ
か
ら
で
は
更
に

な
く
し
て
、
吾
々
の
生
活
と
調
子
を
同
じ
く
す
る
サ
ム
シ
ン
グ
を
永
井
荷
風
君

の
作
物
中
に
見
出
し
て
、
そ
れ
を
推
讃
し
た
の
で
あ
る
。
見
出
し
た
も
の
は
矢

張
り
自
己
で
あ
る
。
主
義
で
は
な
い
。
他
を
自
己
中
に
包
容
し
や
う
と
す
る
の

で
は
な
く
、
他
の
中
に
自
己
の
プ

マ

マ

ラ
イ
テ
イ
を
見
出
さ
う
と
す
る
の
が
吾
々
の

態
度
で
あ
る
」。

　
「
主
義
」
に
基
づ
い
た
「
推
讃
」
で
は
な
く
、「
吾
々
の
生
活
と
調
子
を
同
じ

く
す
る
サ
ム
シ
ン
グ
」＝「
自
己
」
を
荷
風
の
「
作
物
中
に
見
出
し
て
、
そ
れ
を

推
讃
し
た
」。
他
者
を
自
己
に
投
影
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
を
他
者
に
投
影

す
る

―
先
に
見
た
阿
部
の
論
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
は
反
論
に
な
っ
て
い
な
い
。

阿
部
が
「
批
難
」
し
た
の
は
、「
内
に
決
定
せ
る
態
度
な
く
し
て
外
に
決
定
せ

る
態
度
あ
る
が
如
く
に
装
ふ
」
こ
と
で
あ
り
、
御
風
が
こ
こ
で
強
弁
し
て
い
る
、

ま
さ
に
〝
自
己
規
定
を
他
者
に
ゆ
だ
ね
る
ふ
り
を
す
る
〞
よ
う
な
姿
勢
だ
っ
た
。

論
争
の
決
着
点
は
見
え
つ
つ
あ
る
。「
次
郎
君
は
思
想
上
の
懐
疑
家
、
吾
々
は

思
想
上
の
懐
疑
を
通
り
越
し
て
現
実
の
上
の
懐
疑
者
と
な
つ
て
居
る
者
で
あ

る
」、「
吾
々
に
は
次
郎
君
の
や
う
に
何
物
を
も
一
定
の
型
の
中
に
観
る
と
云
ふ

事
は
、
到
底
出
来
な
い
」、「
次
郎
君
が
如
何
に
永
井
荷
風
君
の
作
物
を
享
楽
主

義
の
も
の
と
し
や
う
と
し
て
も
、
吾
々
に
は
永
井
荷
風
君
の
作
物
に
吾
々
に
触

れ
る
要
素
の
あ
る
限
り
、
推
讃
に
値
す
る
」、「
吾
々
は
初
め
か
ら
永
井
荷
風
君

を
自
然
主
義
の
人
と
し
て
推
讃
し
た
の
で
は
な
い
。
永
井
荷
風
君
の
作
物
の
複

雑
な
味
の
中
か
ら
、
吾
々
と
合
す
る
契
点
の
あ
る
事
を
認
め
て
、
そ
れ
を
推
讃

し
た
に
過
ぎ
ぬ
」

―
贅
言
を
尽
く
し
て
い
る
が
、「
内
に
決
定
せ
る
態
度
な

く
し
て
外
に
決
定
せ
る
態
度
あ
る
が
如
く
に
装
ふ
」
と
い
う
阿
部
の
「
批
難
」

に
、
十
全
に
応
答
で
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。「
吾
々
は
此
上
次
郎
君
に
向

つ
て
云
ふ
べ
き
事
が
な
い
。
諸
君
は
諸
君
で
勝
手
に
定
め
て
見
る
が
好
い
」
と
、

論
破
を
諦
め
た
か
の
よ
う
な
捨
て
台
詞
に
よ
っ
て
、
論
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　

御
風
の
反
論
（
に
な
ら
ぬ
反
論
）
に
、
阿
部
が
再
度
応
じ
た
様
子
は
な
い
。

〈
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こ
れ
以
上
の
議
論
は
無
用
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
か
。「
内
」（
自
己
）
か
「
外
」

（
他
者
）
か
。〈
自
然
主
義
〉
の
「
態
度
」
を
「
決
定
」
す
る
場
＝
主
体
性
の
在

処
と
い
う
、
煮
詰
め
て
い
け
ば

―
少
な
く
と
も
党
派
的
な
争
い
と
し
て
は
片

付
け
ら
れ
な
い
程
度
に
は

―
有
意
義
で
あ
ろ
う
こ
の
論
点
は
、
結
局
煮
詰
め

ら
れ
な
い
ま
ま
、
論
争
は
打
ち
切
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
後
日
談
と
し
て
、
再
度
周
囲
の
意
見
も
見
て
お
こ
う
。
新
進
気
鋭

の
美
術
評
論
家
で
あ
っ
た
黒
田
鵬
心⑲
は
、「
御
風
君
は
次
郎
君
の
単
純
を
嗤
つ

て
ゐ
る
が
、
僕
か
ら
見
る
と
御
風
君
は
ま
だ
次
郎
君
の
云
ふ
真
意
が
わ
か
つ
て

居
な
い
ら
し
い
」
と
、〝〈
自
然
主
義
〉
の
主
体
性
〞
と
い
う
、
こ
の
論
争
の
ク

リ
テ
ィ
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
に
思
い
至
っ
た
か
の
よ
う
な
口
振
り
で
あ
る
が
、

「
御
風
君
の
答
ふ
る
所
は
、
荷
風
君
は
自
然
主
義
者
な
り
と
云
ふ
の
で
は
な
く

て
は
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
其
の
時
に
御
風
君
等
の
主
義
は
、
主
義
と
し
て
真
面

目
の
も
の
と
云
は
れ
る
の
だ
」
と
、
こ
こ
ま
で
散
々
見
て
き
た
、〝
囲
い
込
み
〞

と
い
う
最
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
（
か
つ
党
派
的
）
な
次
元
に
議
論
を
落
着
さ
せ
て

い
る
。

　

本
間
の
再
び
の
言
及⑳
は
、
や
は
り
御
風
を
擁
護
す
る
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
吾
々
か
ら
云
ふ
と
、
荷
風
氏
は
「
現
実
か
ら
飛
び
離
れ
」
や
う
と
す
る
態
度

が
特
に
著
し
く
な
い
限
り
は
、
何
も
同
氏
を
以
て
自
然
主
義
で
は
な
く
享
楽
主

義
の
人
と
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
早
稲
田
文
学
者
が
彼
れ
を
推
讃
し
た

の
に
何
等
の
矛
盾
も
不
思
議
も
な
い
」。
こ
こ
で
も
や
は
り
、〈
自
然
主
義
〉
の

主
体
性
と
い
う
、
重
要
な
論
点
が
拾
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

年
が
明
け
て
四
四
年
、
昨
年
を
総
括
す
る
な
か
で
、
論
争
及
び
荷
風
の
文
業

は
、
目
玉
の
一
つ
と
な
る
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
評
は
云
う㉑
。「
一
た

び
「
早
稲
田
文
学
」
か
ら
推
讃
の
辞
を
贈
ら
れ
て
問
題
を
惹
起
し
、
二
た
び
長

篇
『
冷
笑
』
を
公
に
し
て
問
題
の
種
と
な
つ
た
」（『
冷
笑
』
の
連
載
は
四
二
年

一
二
月
か
ら
翌
年
二
月
末
日
ま
で
）。「
問
題
の
中
心
は
要
す
る
に
彼
の
芸
術
が

享
楽
主
義
の
芸
術
で
あ
る
か
否
か
に
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
上
で
、
論
争
と

『
冷
笑
』
は
、
あ
る
面
に
お
い
て
有
機
的
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
語
ら

れ
る
。
荷
風
の
「
芸
術
上
の
主
張
が
自
然
主
義
に
あ
る
か
享
楽
主
義
に
あ
る
か

は
、
文
壇
の
将
来
に
少
な
か
ら
ぬ
関
係
を
有
す
る
事
は
無
論
で
あ
る
。
殊
に
現

在
の
文
芸
界
に
於
け
る
主
潮
を
成
し
て
居
る
自
然
主
義
派
に
動
揺
を
与
へ
て
、

新
た
に
文
壇
的
勢
力
を
得
や
う
と
す
る
一
派
の
野
心
家
等
に
と
り
て
は
、
実
に

非
常
な
重
大
問
題
で
あ
る
」。
吉
田
精
一
が
云
う
よ
う
な
、
党
派
的
な
争
い
の

道
具
と
し
て
の
荷
風
。「「
早
稲
田
文
学
」
の
推
讃
の
辞
に
対
し
て
文
壇
の
一
隅

に
一
度
反
抗
の
声
の
挙
げ
ら
る
ゝ
や
、
騒
然
と
し
て
雷
同
附
和
の
声
が
起
つ

た
」
時
、「
茶
人
式
な
冷
笑
皮
肉
を
事
と
し
て
、
面
白
可
笑
し
く
そ
の
日
〳
〵

を
送
つ
て
居
る
一
種
の
消
極
的
な
快
楽
主
義
者
を
主
人
公
と
し
た
『
冷
笑
』
の

一
篇
が
出
た
」（
単
行
本
は
同
年
五
月
に
刊
行
）。
そ
れ
は
奇
し
く
も
、
論
争
が

終
息
す
る
時
期
と
、
ほ
ぼ
軌
を
一
に
し
て
い
た
。

　

本
作
を
見
て
、
そ
れ
を
「
讃
へ
る
も
の
、
駁
す
る
者
、「
そ
ら
見
た
事
か
」

〈
自
然
主
義
〉
の
主
体
性
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と
云
ふ
者
、
相
寄
り
相
集
り
、
作
品
の
佳
否
を
投
り
除
け
て
騒
ぎ
立
て
た
。
そ

こ
で
愈
々
『
冷
笑
』
は
快
楽
主
義
の
小
説
で
、
永
井
荷
風
は
快
楽
派
の
小
説
家

と
云
ふ
事
に
相
場
が
定
り
か
け
、
中
に
は
ム
キ
に
な
つ
て
そ
の
主
義
を
危
険
呼

ば
ゝ
り
を
し
た
新
聞
な
ど
も
あ
つ
た㉒
」。

　
「
所
が
意
外
に
も
、「
三
田
文
学
」
の
『
紅
茶
の
後
』
で
作
者
自
身
が
、『
冷

笑
』
は
決
し
て
享
楽
主
義
を
主
張
す
る
為
め
の
小
説
な
ど
で
は
な
い
、
寧
ろ
享

楽
主
義
的
な
一
個
の
人
物
が
時
代
生
活
の
圧
迫
の
為
め
に
そ
の
欲
す
る
所
を
満

た
し
得
ず
し
て
、
や
む
を
得
ず
一
種
の
茶
人
式
な
冷
笑
家
に
な
り
下
り
行
く
悲

し
き
事
実
を
描
か
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
明
し
た
」。

　

荷
風
は
実
際
に
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
享
楽
主
義
を
の
み
歌
つ
た
も
の
で

は
な
い
。
寧
ろ
享
楽
主
義
の
主
人
公
が
、
風
土
の
空
気
に
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
、

川
柳
式
の
あ
き
ら
め

0

0

0

0

と
生
悟
り
に
入
ら
う
と
す
る
苦
悶
と
悲
哀
と
を
語
ら
う
と

し
た
も
の
で
あ
る㉓
」。

　

周
囲
の
野
次
馬
的
な
見
方
を
、
作
者
自
ら
の
解
説
に
よ
っ
て
訂
正
す
る
こ
と

で
、「
折
角
定
り
か
け
た
永
井
荷
風
の
創
作
の
態
度
が
、
又
ぞ
ろ
曖
昧
な
も
の

に
な
つ
て
了
つ
た
。
さ
ぞ
又
騒
ぎ
が
起
る
だ
ら
う
と
思
ひ
の
外
、
一
向
そ
れ
に

対
し
て
は
誰
も
何
と
も
云
は
な
か
つ
た
。
か
く
の
如
く
し
て
永
井
荷
風
を
中
心

と
し
て
起
つ
た
問
題
は
、
い
ま
だ
に
明
確
な
解
決
が
出
来
て
居
ら
ぬ
」

―
周

囲
が
あ
れ
こ
れ
取
り
沙
汰
し
た
荷
風
の
「
創
作
の
態
度
」
は
、
結
局
実
定
さ
れ

ず
、
論
争
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
が
再
浮
上
す
る
こ
と
も
な
く
、
事
態

は
粛
々
と
沈
静
化
し
た
。

お
わ
り
に

　
「
内
に
決
定
せ
る
態
度
な
く
し
て
外
に
決
定
せ
る
態
度
あ
る
が
如
く
に
装
ふ
」

＝〝
自
己
の
規
定
を
外
部
に
ゆ
だ
ね
る
〞
姿
勢
と
い
う
、
阿
部
が
「
批
難
」
し

た
点
に
つ
い
て
、
御
風
は
応
答
し
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
争
は
、「
主

義
」
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
党
派
的
な
争
い
に
終
始
し
て
い
る
と
い
っ
た
感
覚
を
、

わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
し
ま
う
。
論
争
を
眺
め
る
周
囲
の
者
も
、
そ
の
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
に
到
達
し
え
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
側
面
に
照
ら
せ
ば
、
本

論
争
は
、
研
究
史
に
お
い
て
、
軽
く
流
さ
れ
る
べ
く
し
て
流
さ
れ
た
論
争
で

あ
っ
た
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

遺
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
例
え
ば
、
御
風
と
い
う
、
こ
の
時
代
の
文
学
論
を

見
て
い
た
ら
必
ず
目
に
す
る
批
評
家
は
、
こ
れ
ま
で
熱
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
反
自
然
派
の
面
々
に
関
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
一
般

論
と
し
て
、
時
評
の
類
と
い
う
の
は
、
然
る
べ
き
題
名
が
付
さ
れ
た
評
論
の
類

に
比
べ
て
、
後
の
時
代
に
残
り
に
く
い
（
単
行
本
や
、
全
集
の
類
に
収
め
ら
れ

る
こ
と
が
少
な
い
）。
今
日
で
は
散
逸
し
て
し
ま
い
、
原
誌
（
紙
）
を
確
認
で

き
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
地
道
に
収
集
し
、
例
え
ば
〝
御
風

の
〈
自
然
主
義
論
〉〞
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
体
系
立
て
て
論
じ
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
然
主
義
文
学
に
関
す
る
研
究
は
、
蓄

〈
自
然
主
義
〉
の
主
体
性
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積
の
層
が
厚
い
。
が
、
本
論
争
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
忘
れ
ら
れ
た
文

脈
や
、
見
逃
さ
れ
て
き
た
同
時
代
の
論
点
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
少
な
か

ら
ず
遺
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
（
再
）
発
見
す
る
こ
と
を
今
後

の
課
題
と
し
つ
つ
、
筆
を
擱
く
次
第
で
あ
る
。

注①　

明
治
四
一
年
の
二
月
号
か
ら
始
ま
っ
た
顕
彰
で
あ
り
、
初
回
は
小
説
・
演
劇
・
絵

画
の
部
門
に
分
か
れ
て
い
た
（
第
二
回
以
降
、
評
論
・
詩
な
ど
の
部
門
が
追
加
）。

第
一
回
の
小
説
部
門
で
田
山
花
袋
「
蒲
団
」
が
受
賞
。
第
二
回
は
島
崎
藤
村
『
春
』

と
正
宗
白
鳥
「
何
処
へ
」
で
あ
っ
た
。

②　

早
稲
田
文
学
記
者
「
推
讃
の
辞
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
五
一
号
、
明
治
四
三
・

二
）、
二
〜
三
頁

③　

石
川
啄
木
「
時
代
閉
塞
の
現
状
（
強
権
、
純
粋
自
然
主
義
の
最
後
及
び
明
日
の
考

察
）
」（
明
治
四
三
年
八
月
稿
、
生
前
未
発
表
）。
引
用
は
『
啄
木
全
集
』
第
四
巻

（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
・
三
）、
二
六
六
頁
よ
り
。

④　

吉
田
精
一
『
永
井
荷
風
』（
八
雲
書
店
、
一
九
四
七
・
一
二
）、
八
七
頁

⑤　

例
え
ば
瀬
崎
圭
二
は
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
は
、「
非
自
然
主
義
者
を
し
て
ま
る

で
鬼
の
首
で
も
取
つ
た
や
う
な
」（
こ
の
部
分
は
御
風
の
言
か
ら
の
引
用
）「
イ
メ
ー

ジ
を
与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
」、「
自
然
主
義 

VS 

反
自
然
主
義
の

二
項
対
立
的
な
図
式
か
ら
で
は
掬
い
取
れ
な
い
部
分
が
既
に
出
来
て
し
ま
っ
て
い

る
」、「
明
治
四
十
年
代
の
荷
風
が
、
そ
の
出
発
点
ゆ
え
に
、
自
然
主
義
陣
営
側
か
ら

も
一
定
の
評
価
を
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
一
連
の
事
象
か

ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
」、
と
述
べ
る
（「
永
井
荷
風
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
の
欲

望

―
谷
崎
潤
一
郎
処
女
小
説
集
『
刺
青
』
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
名
古
屋
近
代
文

学
研
究
』
第
一
六
号
、
一
九
九
八
・
一
二
、
五
六
頁
）。
論
の
力
点
は
無
論
別
の
と

こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
く
常
識
的
な
整
理
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
ま
た
、
日
比
嘉
高
は
、「
当
初
『
あ
め
り
か
物
語
』
を
「
ピ
ユ
ア
な
自
然
派

の
作
」
と
し
た
相
馬
御
風
も
、
こ
こ
に
至
っ
て
そ
の
評
価
を
修
正
す
る
よ
う
に
な

る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
た
だ
し
御
風
は
こ
の
後
「
推
讃
の
辞
」
を
め
ぐ
る
論
争
で

も
、
荷
風
が
根
底
に
お
い
て
は
自
然
主
義
的
な
意
識
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
ろ
う
と
し
続
け
て
い
る
」
と
、
ご
く
簡
潔
に
論
争
に
触
れ
て
い
る
（『〈
自
己
表

象
〉
の
文
学
史

―
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
八
・
一
一
、

第
二
版
、
二
一
八
頁
）。
同
じ
く
論
の
力
点
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
し
か

し
そ
れ
を
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
論
争
の
中
身
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
感

は
否
め
な
い
。

⑥　

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書  

永
井
荷
風
』（
有

精
堂
、
一
九
七
一
・
五
）
に
は
、
付
録
と
し
て
「
荷
風
文
学
同
時
代
評
集
成
（
明
治

編
）
」
な
る
も
の
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「「
推
讃
の
辞
」
を
め
ぐ
る
論
争
」

と
い
う
項
が
あ
り
、
抄
録
や
書
誌
情
報
の
み
の
記
載
を
含
め
、
い
く
つ
か
の
同
時
代

評
が
復
刻
さ
れ
て
い
る
（
一
九
五
〜
二
〇
六
頁
）。
な
お
、
片
上
天
弦
「
文
壇
時
感
」

（『
秀
才
文
壇
』
明
治
四
三
・
四
）
に
つ
い
て
、「（
＊
未
見
）
」
と
い
う
編
者
の
注
が

付
さ
れ
て
お
り
、
調
査
を
行
っ
た
が
、
発
見
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
今
後
の
調
査
を

俟
ち
た
い
。

⑦　
「
Ｇ
生
」
と
い
う
、
御
風
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
者
に
よ
る
『
荷
風
集
』
の
評
価
に

お
い
て
も
、「
唯
美
主
義
的
気
分
の
情
緒
的
表
現
」・「
智
的
表
現
」
と
い
っ
た
二
分

法
が
用
い
ら
れ
る
（「
新
書
批
評
」『
早
稲
田
文
学
』
第
四
九
号
、
明
治
四
二
・
一
二
、

六
七
〜
六
八
頁
）。

⑧　

阿
部
次
郎
「
自
ら
知
ら
ざ
る
自
然
主
義
者
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
三
・

二
・
六
）

⑨　

相
馬
御
風
「
一
家
言
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
四
三
・
二
・
一
三
）

⑩　

太
田
水
穂
「
近
時
の
評
論
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
四
三
・
二
・
二
七
）

〈
自
然
主
義
〉
の
主
体
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⑪　
「
寸
鉄
」（『
新
小
説
』
第
一
五
年
第
三
巻
、
明
治
四
三
・
三
）、
二
三
四
頁
。
こ
の

欄
は
何
人
か
の
分
担
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
当
該
箇
所
の
末
尾
に
は

「
自
明
生
」
と
い
う
署
名
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
論
説
は
注
⑥
前
掲
書
の
リ
ス
ト
の

な
か
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

⑫　

徳
田
秋
江
「
九
雑
誌
を
評
す
」（『
文
章
世
界
』
第
五
巻
第
四
号
、
明
治
四
三
・

三
）、
引
用
は
『
近
松
秋
江
全
集
』
第
九
巻
（
八
木
書
店
、
一
九
九
二
・
六
）、
三
八

一
頁
よ
り
。

⑬　
「
六
号
子
」（『
新
文
芸
』
第
二
号
、
明
治
四
三
・
三
）、
九
一
頁
。
こ
の
論
説
は
、

複
数
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
署
名
で
書
か
れ
て
お
り
、
当
該
箇
所

の
末
尾
に
は
「（
非
自
然
派
）」
と
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
説
も
同
じ
く
、
注
⑥
前

掲
書
の
リ
ス
ト
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

⑭　

安
倍
生
「
二
月
の
評
論
」（『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』
第
一
三
巻
第
六
号
、
明
治
四
三
・

三
）、
四
〇
頁

⑮　

本
間
久
雄
「
二
月
の
評
論
界
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
五
二
号
、
明
治
四
三
・
三
）、

六
八
頁

⑯　

阿
部
次
郎
「
再
び
自
ら
知
ら
ざ
る
自
然
主
義
者
（
上
）・（
中
）・（
下
）」（『
東
京

朝
日
新
聞
』
明
治
四
三
・
三
・
二
〇
〜
二
二
）

⑰　

当
時
の
文
学
論
に
お
い
て
頻
繁
に
言
挙
げ
さ
れ
る
「
形
式
」
と
い
う
語
は
、
甚
だ

曖
昧
な
概
念
で
あ
る
。
論
争
の
傍
観
者
は
云
う
。「
吾
輩
は
文
壇
の
何
々
主
義
と
云

ふ
も
の
は
総
て
形
式
の
色
別
と
解
し
て
居
る
。
何
も
内
容

―
作
者
の
頭

―
に
ま

で
及
ぼ
す
べ
き
も
の
で
は
無
い
と
思
ふ
。
斯
う
考
へ
れ
ば
第
一
義
だ
の
第
二
義
だ
の

自
己
の
問
題
だ
の
観
照
だ
の
徹
底
だ
の
態
度
だ
の
と
総
て
無
用
の
議
論
だ
」。「
内
容

で
主
義
を
定
め
る
な
ん
て
到
底
不
可
能
な
事
だ
」（
文
泉
氏
「
側
面
観
」『
国
民
新

聞
』
明
治
四
三
・
三
・
三
〇
）。「
内
容
」
と
は
「
作
者
の
頭
」、
つ
ま
り
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
や
パ
ン
セ
と
い
っ
た
も
の
を
指
す
よ
う
だ
。
で
は
「
形
式
」
と
は
一
体
何
な
の

か
。
こ
の
小
論
で
は
、
自
然
主
義
は
「
形
式
」
を
「
打
破
」
し
て
お
り
、「
型
の
な

い
所
に
値
打
が
あ
る
の
だ
」
と
言
わ
れ
る
。「
型
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
の
〝
作

風
〞
と
で
も
い
う
べ
き
漠
然
と
し
た
概
念
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
（
主
に
自
然

主
義
に
関
す
る
）
文
学
論
を
再
考
す
る
に
お
い
て
、〝「
内
容
」
と
「
形
式
」
の
意
味

論
〞
と
で
も
い
う
べ
き
問
題
は
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑱　

相
馬
御
風
「
一
家
言
（
一
）・（
二
）・（
三
）」（『
読
売
新
聞
』
明
治
四
三
・
四
・

六
、
七
、
九
）

⑲　

鵬
心
「
赤
門
か
ら
」（『
帝
国
文
学
』
第
一
六
巻
第
五
号
、
明
治
四
三
・
五
）、
六

〇
〇
〜
六
〇
一
頁

⑳　

本
間
久
雄
「
四
月
の
評
論
界
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
五
四
号
、
明
治
四
三
・
五
）、

七
〇
頁
。
な
お
こ
こ
で
は
、
注
⑥
で
触
れ
た
、
未
見
で
あ
る
天
弦
の
論
説
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
曰
く
、
天
弦
は
「
相
馬
氏
と
同
様
の
意
見
を
述
べ
て
、
今
の
文
壇

の
一
派
が
す
べ
て
の
も
の
を
「
一
定
の
型
に
嵌
め
や
う
と
す
る
傾
き
」
の
あ
る
こ
と

を
難
じ
」、「「
自
然
主
義
を
唱
へ
る
人
が
荷
風
氏
を
推
賞
す
る
の
は
矛
盾
で
も
何
で

も
な
い
」
と
云
う
て
あ
る
」。
本
間
の
引
用
が
正
確
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
言
え
る
の
は
、
御
風
・
本
間
・
天
弦
と
、
三
者
が
同
じ
側
に
立
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

㉑　

Ａ
Ｂ
Ｃ
「
現
文
壇
の
平
面
図
」（『
文
章
世
界
』
第
六
巻
第
一
号
、
明
治
四
四
・

一
）、
一
四
二
頁

㉒　
「
主
義
を
危
険
呼
ば
ゝ
り
を
し
た
新
聞
」
と
い
う
の
は
、
無
署
名
「
危
険
な
る
洋

書
（
十
三
）
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
三
・
一
〇
・
一
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

「
▽
忠
孝
を
冷
笑
す
る
永
井
荷
風
」
と
い
う
見
出
し
で
糾
弾
さ
れ
て
い
る
。
森
鷗
外

「
沈
黙
の
塔
」（『
三
田
文
学
』
第
一
巻
第
七
号
、
明
治
四
三
・
一
一
）
が
こ
の
論
説

を
取
り
上
げ
て
批
判
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

㉓　

永
井
荷
風
「
紅
茶
の
後
（
其
五
）
」（『
三
田
文
学
』
第
一
巻
第
六
号
、
明
治
四

三
・
一
〇
）
内
の
一
節
、「「
冷
笑
」
に
つ
き
て
」。
引
用
は
『
荷
風
全
集
』
第
七
巻

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
・
一
〇
）、
三
二
〇
頁
よ
り
。
な
お
先
行
諸
論
に
お
い
て
既
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に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
自
作
解
説
は
、
片
上
天
弦
「
快
楽
主
義
の
文
学
」

（『
早
稲
田
文
学
』
第
五
七
号
、
明
治
四
三
・
八
）
へ
の
応
答
で
も
あ
っ
た
。
両
者
の

応
酬
は
、
論
争
の
い
わ
ば
余
波
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

※ 

資
料
の
引
用
に
お
い
て
は
、
漢
字
は
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
ル
ビ
・
傍
点
類

は
い
ず
れ
も
原
文
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
部
省
略
し
た
も
の
も
あ
る
。〔　

〕（
補
足

説
明
）
は
す
べ
て
引
用
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
代
の
表
記
は
同
時
代
の
も
の

は
和
暦
で
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
西
暦
で
表
記
し
た
。
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