
学
生
投
稿
論
説

成
彷
吾
に
お
け
る
「
文
学
観
」
の
変
遷

阿
部
幹
雄

一
　
は
じ
め
に

　
本
論
文
の
目
的
は
、
近
代
中
国
の
文
学
者
で
あ
り
、
近
代
中
国
文
学
史

に
お
い
て
重
要
な
文
学
結
社
で
あ
る
創
造
社
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
成
彷

吾
（
－
）
の
文
学
観
の
変
遷
の
検
証
を
通
じ
て
、
近
代
中
国
文
学
史
の
一
時
期

に
現
出
し
た
あ
る
「
変
化
」
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
変
化
」

と
は
文
学
を
と
り
ま
く
様
々
な
現
実
環
境
の
変
化
、
文
学
を
メ
タ
レ
ベ
ル

で
対
象
化
す
る
際
の
思
考
の
変
化
、
文
学
の
社
会
的
機
能
の
変
化
な
ど
、

多
様
な
側
面
を
備
え
る
総
体
と
し
て
、
成
図
上
の
文
学
観
の
「
変
遷
」
が

体
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
成
彷
吾
と
第
三
期
創
造
社
の
提
唱
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
、

文
学
の
政
治
権
力
へ
の
従
属
を
主
張
し
た
の
で
は
な
く
、
眼
前
の
急
進
化

す
る
革
命
的
状
況
に
対
応
し
た
新
し
い
理
論
と
文
学
を
組
織
せ
ん
と
す
る

切
実
な
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
国
民
革
命
の
効
用
と
挫
折
と
い
う
、
革
命
運
動
の

転
換
期
を
背
景
に
、
日
本
経
由
の
福
本
イ
ズ
ム
に
も
と
つ
く
、
新
し
い
マ

ル
ク
ス
主
義
理
解
の
中
国
へ
の
導
入
と
い
う
理
論
上
の
問
題
が
あ
り
〔
2
）
、

ま
た
「
観
照
－
表
現
」
と
い
う
五
四
時
期
以
来
の
「
新
文
学
」
の
大
き
な

流
れ
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
支
え
た
文
学
言
語
観
の
批
判
と
超
克
と
い

う
文
学
上
の
問
題
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
後
者
の
問
題
に
関
し
て
は
、

私
は
か
つ
て
李
初
梨
と
い
う
第
三
期
創
造
社
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
文
学
言

語
観
の
検
証
を
通
じ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
3
）
。

遷変の
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本
論
文
は
、
創
造
社
結
成
以
来
の
理
論
的
な
支
柱
で
あ
り
続
け
た
、
成

彷
吾
の
、
最
終
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
提
唱
に
到
る
文
学
観
の
変

遷
を
、
近
代
中
国
文
学
史
の
新
た
な
理
解
を
目
指
す
際
の
手
が
か
り
と
し

て
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
成
彷
吾
の
「
変
遷
」
を
通
観
す
る
必
要
上
、

以
下
で
は
成
の
文
学
観
を
初
期
の
「
個
入
主
義
的
」
と
い
わ
れ
て
い
る
時

期
、
中
期
の
「
革
命
文
学
時
」
期
、
後
期
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
期

の
三
期
に
分
け
、
第
二
章
で
は
文
芸
の
創
作
に
お
け
る
「
内
面
の
要
求
」

（
「V
文
学
之
使
命
」
（
4
）
）
の
重
視
を
、
第
三
章
で
は
、
初
期
の
文
学
観
を

払
拭
で
き
な
い
ま
ま
主
張
さ
れ
た
「
革
命
文
学
」
を
、
そ
し
て
第
四
章
で

は
そ
れ
ま
で
の
文
学
観
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
形
で
主
張
さ
れ
た
「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
画
期
す
る
文
学
観
と
し
て
検

証
し
て
い
く
。
最
終
的
な
段
階
に
お
け
る
、
そ
れ
ま
で
信
奉
さ
れ
て
き
た

「
文
学
」
の
清
算
と
「
政
治
」
へ
の
投
企
が
、
第
一
第
二
段
階
に
お
け
る

「
個
性
」
「
内
面
」
「
芸
術
」
至
上
主
義
と
実
は
同
質
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
対
す
る
観
念
的
な
盲
信
を
単
に
「
横
す
べ
り
」
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
解
釈
が
あ
り
え
よ
う
が
、
私
は
こ
の
よ
う
な
「
変
遷
」
は
、
や
は
り

成
彷
吾
の
文
学
観
の
本
質
的
な
転
換
に
対
応
し
た
、
根
本
的
な
変
化
だ
っ

た
と
考
え
た
い
。
変
遷
を
そ
れ
と
し
て
認
め
、
各
段
階
に
お
け
る
言
論
を

懇
切
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
成
書
吾
と
い
う
個
性
の
全
貌
を
見

渡
す
出
発
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
初
期
に
お
け
る
成
彷
吾
の
「
文
学
観
」
の
特
徴

　
一
九
二
二
年
五
月
『
創
造
季
刊
』
を
創
刊
、
翌
一
九
二
三
年
五
月
中
は

『
創
造
週
報
』
も
創
刊
し
、
文
学
結
社
と
し
て
の
創
造
社
は
活
動
を
本
格

化
す
る
。
成
菅
垣
は
同
社
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
積
極
的
に
活
動
し
て

い
く
。
例
え
ば
、
『
創
造
週
報
』
創
刊
号
に
「
詩
的
防
御
戦
」
を
発
表
し
、

文
学
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
を
痛
烈
に
批
判
し
、
文
学
研
究
会
と
の
関
係
を

悪
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
が
、
両
者
の
激
し
い
論
争
が
あ
る
種
の
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
と
し
て
読
者
の
興
味
．
を
惹
き
、
『
創
造
週
報
』
の
売
れ
行
き
も
増

大
し
た
と
い
う
。
文
芸
界
で
一
定
の
注
目
を
受
け
る
な
か
、
成
素
本
は
旺

盛
に
評
論
や
創
作
を
同
誌
上
に
発
表
し
て
い
く
。
ま
ず
そ
こ
で
主
張
さ
れ

た
成
彷
吾
の
文
学
観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
い
き

た
い
。　

真
の
芸
術
品
と
は
、
我
々
を
作
品
の
世
界
の
う
ち
へ
と
没
入
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
、
作
者
と
読
者
と
の
境
界
を
完
全
に
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る

も
の
で
あ
り
、
貴
方
と
私
と
の
境
界
を
取
り
払
っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ

り
、
我
々
は
同
時
に
、
あ
れ
に
も
こ
れ
に
も
な
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
だ
か
ら
芸
術
家
の
技
術
の
目
的
と
は
、
確
か
に
自
己
を
表
現

す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
要
諦
は
、
い
か
に
読
者
を
作
品
世
界
に
引

き
込
み
、
全
て
の
違
い
を
払
拭
す
る
か
に
あ
る
。
芸
術
家
は
我
々
の
世
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界
を
完
全
に
忘
却
さ
せ
る
こ
と
に
つ
と
め
る
べ
き
で
、

阻
害
す
る
も
の
一
切
を
打
破
す
べ
き
で
あ
る
（
5
）
。

我
々
の
没
入
を

　
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
初
期
の
成
彷
吾
の
評
論
で
は
、
「
文
学
」

が
「
芸
術
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら

に
「
芸
術
作
品
」
の
価
値
を
作
品
と
読
者
と
の
「
一
体
化
」
に
求
め
て
い

る
点
も
目
に
つ
く
。
そ
れ
故
に
、
成
彷
吾
で
は
「
情
感
」
を
重
要
視
す
る
。

「
一
体
化
」
の
実
現
に
は
対
象
を
客
観
視
．
し
理
性
的
に
理
解
す
る
よ
り
も
、

「
感
じ
る
こ
と
」
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ

う
な
一
段
に
そ
れ
は
よ
く
窺
え
る
。

　
詩
の
任
務
と
は
我
々
に
感
興
さ
せ
る
（
8
譜
①
一
）
こ
と
に
の
み
あ
り
、

我
々
に
理
解
さ
せ
る
（
什
O
　
　
口
【
F
α
Φ
N
ω
什
磐
q
）
こ
と
に
は
な
い
。
我
々
に

．
理
解
さ
せ
る
の
な
ら
、
よ
り
明
瞭
で
自
由
な
散
文
が
あ
る
の
だ
。
詩
の

作
用
と
は
捉
え
き
れ
な
い
も
の
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
創
出
す
る
こ
と

に
あ
り
、
抽
象
的
な
も
の
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
方
法
は
、

我
々
の
想
像
力
を
用
い
て
、
我
々
の
情
感
を
表
現
す
る
だ
け
で
あ
る
。

全
．
て
の
因
果
の
理
論
と
分
析
的
な
説
明
は
詩
の
効
果
と
い
う
も
の
を
ぶ

ち
こ
わ
し
て
し
ま
う
（
6
）
。

成
彷
吾
に
と
っ
て
は
、
感
興
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
こ
そ
「
詩
」
で
あ
っ

た
。
成
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
「
詩
」
を
最
上
位
に

位
置
づ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
小
説
と
い
う
、
基
本
的
に
は
因

果
関
係
や
時
空
間
の
整
合
と
い
っ
た
秩
序
に
よ
っ
．
て
統
合
さ
れ
た
テ
ク
ス

ト
に
対
し
て
も
「
詩
的
な
も
の
」
を
要
求
す
る
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
魯

迅
の
『
六
戚
』
批
判
は
そ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。　

真
の
写
実
主
義
を
私
は
今
後
、
真
実
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
真

実
主
義
の
文
芸
と
は
経
験
を
基
盤
と
す
る
創
造
で
あ
る
。
　
一
切
の
経
験

を
、
美
醜
か
か
わ
り
な
く
、
み
な
材
料
と
す
る
が
、
偉
大
な
作
家
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
た
時
だ
け
は
、
醜
さ
だ
け
が
露
呈
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
。

真
実
主
義
と
庸
俗
主
義
と
は
別
物
で
あ
り
、
一
方
は
表
現
（
国
×
買
Φ
ω
－

ω
一W
）
で
あ
り
も
う
一
．
方
は
再
現
（
閑
。
冒
①
ω
①
口
＄
口
。
づ
）
で
あ
り
、
再

現
に
は
創
造
の
場
は
な
い
。
た
だ
表
現
の
み
が
、
広
々
と
し
た
海
空
の

ご
と
く
、
天
才
の
馳
聴
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
（
7
）
。

　
即
ち
、
成
型
吾
に
と
っ
て
、
読
者
と
一
体
と
な
れ
る
偉
大
な
る
作
家
に

よ
る
「
情
感
」
の
「
表
現
」
こ
そ
が
、
「
創
造
」
で
あ
り
、
魯
迅
の
「
狂

人
日
記
」
「
孔
乙
巳
」
コ
頭
髪
的
故
事
L
「
阿
Q
正
伝
」
な
ど
は
創
造
性
を

欠
い
た
「
記
述
」
（
創
。
ω
a
9
8
）
で
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
「
記
述
」

は
各
種
の
「
典
型
」
（
昌
O
凶
0
9
。
一
〇
『
蝉
轟
。
け
興
）
の
創
出
を
目
指
し
て
い
る

遷変の
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
感
情
移
入
な
ど
全
く
で

き
ず
、
「
普
遍
性
」
を
も
た
な
い
「
異
常
」
（
Q
σ
コ
O
同
b
口
囲
一
）
な
人
物
た
ち

で
あ
り
、
そ
の
点
で
失
敗
作
と
し
か
言
い
よ
う
．
が
な
い
と
さ
れ
る
。
「
文

芸
の
目
指
す
べ
き
は
結
局
『
表
現
』
で
あ
っ
て
『
描
写
』
で
は
決
し
て
な

く
、
描
写
と
は
最
終
的
に
は
作
家
の
項
末
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
」
（
8
）
と
成
が
言
う
と
き
、
「
描
写
」
が
「
記
述
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
で
は
成
彷
吾
が
評
価
す
る
「
偉
大
な
作
家
に
よ
る
表
現
」
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
を
指
す
の
か
。
そ
れ
は
「
（
偉
大
な
る
）
天
才
詩
人
に
よ
る
表

現
」
で
あ
る
。
前
述
の
「
詩
」
「
詩
的
な
も
の
」
の
重
視
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
私
は
詩
で
哲
理
を
講
ず
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
し
か

し
小
詩
〔
当
時
周
作
人
が
日
本
か
ら
持
ち
込
ん
だ
俳
譜
の
こ
と
一
引
用
者
〕

と
哲
理
が
詩
に
な
ら
な
い
と
は
言
っ
て
は
い
な
い
。
〔
…
…
〕
天
才
詩

入
の
作
品
に
は
、
そ
の
優
美
な
フ
レ
ー
ズ
に
、
多
く
の
哲
理
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
詩
と
い
う
も
の
は
天
才
の
創
造
で
あ
り
、

天
才
と
は
一
切
の
困
難
を
征
服
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
限
界
に
妨
げ
ら

れ
な
い
た
め
、
真
の
天
才
が
歌
え
ば
、
小
詩
は
優
美
な
好
情
詩
と
な
り
、

哲
理
と
真
の
調
和
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
す
）
。

　
成
彷
吾
の
理
想
は
作
者
と
読
者
と
の
一
体
化
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
そ
の
文
学
作
品
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
作
者
、
つ

ま
り
天
才
と
自
己
と
の
「
障
壁
が
払
拭
さ
れ
」
、
「
天
才
」
と
同
一
化
し
て

し
ま
う
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
成
彷
吾
の
初
期
の
文
芸
思
想
が
し

ば
し
ば
「
個
人
主
義
的
」
と
形
容
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
自
意
識
の

肥
大
化
を
指
し
て
言
う
限
り
に
お
い
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
天

才
と
自
己
を
同
一
視
す
る
と
い
う
意
識
は
、
伊
藤
虎
丸
が
指
摘
し
た
、
成

彷
吾
の
日
本
留
学
体
験
に
由
来
す
る
「
指
導
者
意
識
」
「
エ
リ
ー
ト
意
識
」

の
表
れ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
n
）
。
成
彷
吾
に
と
っ
て
、
「
天
才
」
と

は
同
一
化
の
対
象
と
し
て
、
同
時
代
の
、
国
籍
・
人
種
を
こ
え
た
「
身

近
」
な
存
在
で
あ
っ
た
。
次
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
「
天
才
」
観

を
よ
く
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
多
く
の
偉
大
な
る
芸
術
家
は
自
ら
の
「
愛
」
の
宗
教
を
伝
え
た
の
で

あ
る
1
　
あ
る
も
の
は
悲
し
み
か
ら
、
あ
る
も
の
は
無
力
か
ら
で
あ
る
。

前
者
は
宗
教
家
と
な
り
、
後
者
は
純
粋
な
芸
術
家
に
な
る
。
／
キ
リ
ス

ト
、
釈
迦
、
老
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
み
な
偉
大
な
芸
術
家
で
あ
り
、
ペ

テ
ィ
ー
フ
ィ
、
ミ
ラ
ー
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ら
も
み

な
偉
大
な
芸
術
家
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
そ
の
偉
大
な
る
心
情
は
、
全
人

類
の
心
霊
を
鷲
掴
み
に
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
（
u
）
。
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こ
こ
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
宗
教
家
や
芸
術
家
が
「
天
才
」
の
モ
デ
ル
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
抽
象
的
な
「
愛
」
に
基
づ
い
て
文
学
・
芸
術
を
語
る
こ
と
に
よ
り

捨
象
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
差
異
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
列
挙

さ
れ
た
個
々
の
宗
教
家
、
作
家
た
ち
の
具
体
的
な
生
涯
や
作
品
な
ど
の
差

異
と
、
第
二
に
は
中
国
と
西
洋
と
の
差
異
が
こ
こ
で
は
捨
象
さ
れ
て
い
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
捨
象
に
よ
っ
て
現
出
し
た
「
抽
象
性
」
に
よ
っ
て
語
る

こ
と
に
よ
り
、
後
の
議
論
か
ら
は
歴
史
的
・
空
間
的
な
差
異
が
見
事
に
抹

消
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
的
・
空
間
的
な
差
異
が
抹
消
さ
れ
た
空
間
に

住
ま
う
住
人
こ
そ
が
、
抽
象
的
な
「
人
類
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
、

初
期
の
成
彷
吾
に
は
「
人
類
」
と
い
う
語
彙
が
頻
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

翻
訳
の
問
題
で
胡
適
を
批
判
す
る
際
も
、
論
争
に
お
け
る
方
針
を
「
第
二
、

我
々
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
人
類
全
体
の
利
益
の
た
め
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
進
歩
は
人
類
全
体
に
と
っ
て
有
益
な
こ
と
だ
か

ら
」
（
2
1
）
と
述
べ
、
「
人
類
」
と
い
う
大
義
名
分
を
掲
げ
て
胡
適
の
姿
勢
を
問

い
質
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
人
類
」
の
「
高
み
」
か
ら
一
切
を
裁

断
す
る
抽
象
的
な
思
考
が
歴
史
的
・
空
間
的
な
差
異
を
軽
視
し
て
し
ま
っ

て
い
る
具
体
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
「
詩
」
の
翻
訳
に
つ
い
て
成
馬
身

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
類
の
感
情
生
活
は
、
大
体
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

表
面
的
な
文
字
言
語
が
曲
豆
か
で
貧
し
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て

も
よ
い
。
だ
か
ら
理
想
的
な
翻
訳
が
可
能
か
ど
う
か
は
、
完
全
に
訳
者

の
能
力
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
／
訳
詩
は
決
し
て
不
可
能
な
こ

と
で
は
な
い
。
私
の
少
な
い
経
験
か
ら
言
え
ば
、
最
初
に
翻
訳
が
難
し

く
見
え
る
詩
で
も
、
推
敲
を
重
ね
れ
ば
、
完
全
に
訳
出
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
訳
詩
と
は
能
力
と
努
力
の
如
何
で
あ
り
、
一
国
の
文
字

で
出
来
上
が
っ
て
い
る
作
品
は
、
常
に
別
の
国
の
言
葉
に
翻
訳
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
訳
が
ひ
ど
い
の
は
、
訳
者
の
能
力
が
欠
け
て
い
る
の
で

は
な
い
。
努
力
が
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
B
）
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
文
章
で
は
「
天
才
」
に
よ
る
翻
訳
の
実
例
と
し
て
郭

沫
若
の
ハ
イ
ネ
の
訳
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
訳
詩
の
可
能
性
を

信
じ
さ
せ
る
現
実
的
な
一
定
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
も
っ
と
も

そ
の
よ
う
な
実
例
と
は
関
わ
り
な
く
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
「
翻
訳
論
」

は
、
常
識
レ
ベ
ル
で
素
朴
に
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
時
に
、
他
国
の
作
品
を
自
国
に
移
植
す
る
際
、
そ
の
内
容
を
受
け
手
は

自
ら
を
取
り
巻
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
改
鋳
し
て
し
ま

わ
な
い
か
、
そ
の
内
容
に
耐
え
う
る
受
け
手
に
な
り
え
て
い
る
の
か
、
と

．
い
う
「
誤
訳
」
や
受
容
の
問
題
を
成
彷
吾
が
真
剣
に
思
考
し
て
い
た
と
も

思
え
な
い
。
『
域
外
小
説
集
』
を
上
梓
し
た
周
兄
弟
は
、
早
い
時
期
か
ら

こ
れ
ら
の
問
題
を
自
覚
し
て
、
翻
訳
を
文
化
論
と
し
て
思
考
し
て
い
た
の

遷変の
勧
学
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で
あ
り
、
そ
れ
と
比
較
し
て
成
彷
吾
が
翻
訳
の
可
能
性
を
あ
ま
り
に
も
楽

天
的
に
考
え
て
い
る
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
あ
る
意
味
で
「
楽
天
的
」
な
「
人
類
」
的
思
考
は
、
そ
の

抽
象
性
故
に
、
テ
ク
ス
ト
や
、
ひ
い
て
は
文
学
、
文
化
に
書
記
さ
れ
て
い

る
具
体
的
な
差
異
や
葛
藤
の
錯
綜
の
奥
に
分
け
入
っ
て
、
こ
れ
を
対
象
化

し
、
思
考
す
る
契
機
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
人

類
」
に
限
ら
ず
、
「
芸
術
」
も
、
ま
た
成
に
と
っ
て
は
同
様
の
抽
象
的
な

語
彙
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
い
か
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
語
彙
に

よ
っ
て
「
文
学
」
に
つ
い
て
思
考
し
た
の
は
、
成
彷
吾
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。
例
え
ば
茅
葺
は
そ
の
よ
う
な
思
考
法
に
苛
立
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
新
詩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
最
近
流
行
し
て
い
る
の
が
「
自
然
」
「
大

自
然
」
「
宇
宙
」
「
愛
」
「
美
」
「
生
命
」
「
詩
人
」
「
神
様
」
な
ど
の
文
字

で
あ
る
。
〔
…
…
〕
こ
れ
ら
は
、
．
最
初
は
確
か
に
新
鮮
で
あ
っ
た
。
現

在
に
お
い
て
も
新
し
い
表
現
の
中
に
あ
れ
ば
、
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
新
詩
人
の
中
に
は
、
そ
れ
ら
を
一
緒
く
た
に
平
凡

な
表
現
の
中
に
放
り
込
む
だ
け
で
、
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
の
あ
ま
り
、
全
く

面
白
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
安
易
な
も
の
が
、
文
学
と
い
え
る
の
か
？

〔
花
鳥
風
月
を
歌
っ
た
－
引
用
者
〕
古
文
と
ど
こ
が
違
う
と
い
う
の

だ
？
（
M
）

　
こ
の
茅
盾
の
「
憤
激
」
は
一
九
二
二
年
の
初
頭
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
一
九
二
一
年
頃
の
文
学
状
況
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
五
四
運
動
の
最
大
の
功
績
が
「
人
」
と
い
う
も
の
の
発
見
で
あ

る
と
い
う
郁
達
夫
の
見
解
（
導
を
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
と
結
び
つ
け
て
敷
術

す
る
な
ら
ば
、
五
四
運
動
こ
そ
は
「
人
」
「
人
類
」
「
恋
愛
」
．
「
社
会
」
と

い
っ
た
「
抽
象
的
」
な
言
葉
で
現
実
世
界
を
了
解
可
能
な
も
の
と
み
な
す

言
説
空
間
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
言
説
空
間
が

所
謂
五
四
退
潮
期
に
至
っ
て
、
あ
る
種
の
閉
塞
感
に
囚
わ
れ
始
め
て
い
る

こ
と
を
茅
盾
は
批
判
し
た
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
、
現
実
上
の
差
異
や

葛
藤
は
、
「
抽
象
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
問
題
」
と
し
て
扱
わ
れ
、

共
有
可
能
な
形
に
単
純
化
さ
れ
、
多
く
の
も
の
は
「
問
題
」
を
め
ぐ
っ
て

語
り
だ
す
だ
ろ
う
。
だ
が
「
問
題
」
と
は
、
具
体
性
を
避
け
よ
う
と
し
て

陥
る
饒
舌
を
支
え
る
「
抽
象
的
な
主
題
」
の
反
復
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

の
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
茅
盾
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
多
く
の
作

品
の
物
語
内
容
が
、
恋
愛
小
説
に
せ
よ
、
社
会
派
小
説
に
せ
よ
、
ワ
ン
パ
．

タ
ー
ン
［
闘
士
の
言
葉
で
は
「
雷
同
」
］
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
上
で
の
意
見
で
あ
る
。

〔
現
在
の
創
作
が
こ
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
一
引
用
者
〕
病

根
は
作
者
が
他
の
創
作
の
描
写
で
の
人
生
世
情
だ
け
を
み
て
し
ま
い
、
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自
ら
ま
ず
入
生
世
情
の
大
本
営
へ
と
深
入
り
し
て
い
か
な
い
か
ら
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
題
材
に
お
け
る
人
生
世
情
は
、
自
ら

が
理
解
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
人
が
見
た
も
の
で
あ
る
§
。

　
作
者
が
「
文
学
」
の
「
抽
象
的
」
な
語
彙
に
よ
っ
て
「
問
題
」
を
知
り
、

そ
し
て
「
現
実
」
を
見
な
い
ま
ま
、
ま
た
「
問
題
」
を
語
る
と
い
う
悪
循

環
を
茅
盾
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
活
字
と
い
う
「
抽
象
性
」
か
ら

「
現
実
」
が
導
か
れ
、
思
考
さ
れ
、
そ
の
「
現
実
」
が
「
問
題
」
と
し
て

「
処
理
」
さ
れ
る
悪
循
環
で
あ
る
。
「
問
題
」
は
「
恋
愛
」
や
「
人
道
主

義
」
な
ど
の
様
々
な
冠
を
戴
く
こ
と
で
抽
象
度
を
増
し
て
再
生
産
さ
れ
る
。

一
見
、
既
存
の
文
学
状
況
に
激
し
く
異
を
唱
え
、
既
存
勢
力
と
厳
し
く
対

立
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
創
造
社
の
、
理
論
的
支
柱
と
も
い
う
べ

き
成
彷
吾
で
は
あ
っ
た
が
、
実
は
「
抽
象
性
」
を
通
じ
て
「
現
実
」
を
了

解
可
能
な
も
の
と
み
な
す
言
説
空
間
の
構
築
に
荷
担
し
て
い
た
と
私
は
考

え
る
の
で
あ
る
。

三
　
「
文
学
観
」
を
見
直
す
契
機

　
次
に
、
成
彷
吾
が
「
抽
象
的
」
か
つ
「
個
人
主
義
」
的
な
文
学
観
か
ら

「
革
命
文
学
」
の
提
唱
へ
と
移
行
す
る
段
階
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で

ま
ず
注
目
す
る
の
は
、
直
接
的
に
「
革
命
文
学
」
を
主
張
す
る
前
の
段
階

に
見
ら
れ
る
あ
る
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
二
四
年
の
二
月
と
三
月
に

続
け
て
発
表
さ
れ
た
「
批
評
的
建
設
」
と
「
建
設
的
批
評
論
」
の
二
篇
に

見
ら
れ
る
変
化
で
あ
る
。
「
批
評
的
建
設
」
の
執
筆
日
付
は
一
九
二
三
年

一
二
月
一
九
日
で
あ
り
、
「
建
設
的
批
評
論
」
の
執
筆
日
付
は
二
四
年
二

月
二
五
日
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
に
共
通
す
る
の
は
、
「
批
評
」
そ
の
も
の

を
対
象
化
し
、
「
批
評
」
の
「
基
準
」
と
い
う
も
の
を
問
い
直
し
て
い
る

点
で
あ
る
。

　
文
芸
批
評
に
と
っ
て
、
最
も
難
し
い
の
は
批
評
す
る
際
の
基
準
で
あ

る
。
一
時
の
付
き
合
い
と
浅
薄
な
印
象
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
．
ら
ず
、
あ

る
尺
度
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
で
．
は
何
が
批
評
の
基
準
と
な
ろ

う
か
？
　
絶
対
的
な
客
観
的
な
基
準
を
、
我
々
は
当
然
得
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
我
々
が
求
め
得
ら
れ
る
の
は
相
対
的
な
客
観
的
基
準
に
過
ぎ

な
い
。
本
来
は
相
対
的
で
あ
る
文
芸
に
、
我
々
は
そ
の
絶
対
性
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
／
万
物
万
象
は
全
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

我
々
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
万
象
の
相
対
的
な
法
則
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
こ
そ
が
我
々
が
知
っ
て
い
る
万
象
の
法
則
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

文
芸
も
同
様
に
違
い
な
い
。
そ
の
相
対
的
な
基
準
を
知
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
の
本
質
を
知
る
べ
き
で
も
、
知
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
も
な

い
〔
7
1
）
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既
に
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
．
椿
事
吾
に
と
っ
て
「
文
学
」
と
億
「
天

才
の
表
現
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
「
批
評
」
と
は
、
例
え
ば
魯

迅
の
『
晒
戚
』
を
「
表
現
」
で
は
な
い
と
批
判
し
た
よ
う
に
、
「
人
類
的
」

な
「
天
才
の
表
現
」
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
か
否
か
を
基
準
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
「
天
才
の
表
現
」
は
「
批
評
」
の
「
基
準
」
と
し
て
「
絶
対

化
」
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
成
彷
吾
．

は
「
文
芸
」
は
「
本
来
は
相
対
的
」
で
あ
り
、
「
絶
対
性
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
成
は
か
つ
て
は
「
天
才
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
と
考
え

て
い
た
は
ず
の
自
己
意
識
す
ら
相
対
化
さ
れ
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
。

　
建
設
的
な
批
評
の
た
め
に
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
の
条
件
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
A
、
我
々
は
常
に
建
設
的
な
意
見
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
／
B
、

我
々
は
常
に
自
己
批
評
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
…
…
〕
我
々
は

批
評
す
る
際
、
そ
の
時
の
自
己
を
対
象
と
し
、
客
観
的
な
批
評
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
態
度
は
正
し
い
か
？
　
我
々
の
方
法
は
正

し
い
か
？
　
我
々
は
か
つ
て
不
正
確
な
概
念
に
よ
っ
て
誤
っ
て
い
な
か

っ
た
か
？
　
こ
れ
ら
は
み
な
今
ま
さ
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
る
§
。

　
こ
こ
で
も
こ
れ
ま
で
「
天
才
」
と
同
定
さ
れ
得
る
が
故
に
「
絶
対
化
」

さ
れ
て
い
た
「
自
己
」
が
、
相
対
化
さ
れ
る
と
語
っ
て
い
る
。
絶
対
的
な

「
天
才
」
で
は
な
く
、
社
会
の
中
で
、
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
自
己

を
相
対
化
し
、
見
直
そ
う
と
い
う
「
自
己
批
評
」
は
、
同
時
に
こ
れ
ま
で

「
天
才
の
表
現
」
と
し
て
、
全
て
個
人
の
才
能
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ

て
き
た
「
文
学
」
の
見
直
し
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
「
建
設
的
批
評

論
」
の
五
日
前
の
一
九
二
四
年
二
月
二
〇
日
に
「
芸
術
之
社
会
的
意

義
」
（
．
）
と
．
い
う
一
文
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
象
徴
的
で
あ
る
と
も
い
え

る
。
社
会
と
の
関
連
性
に
お
け
る
「
自
己
相
対
化
」
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の

「
文
学
観
」
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
転
換
が
生
ま
れ
た
の
か
。
何
よ
り
、
こ
れ
ま
で
成
彷

吾
の
「
文
学
観
」
を
支
え
て
い
た
「
人
類
」
的
思
考
、
つ
ま
り
「
抽
象

的
」
な
語
彙
に
よ
る
世
界
理
解
が
不
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま

ず
成
彷
吾
個
人
に
回
収
さ
れ
る
原
因
と
し
て
、
伊
藤
虎
丸
も
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
成
彷
吾
の
「
中
国
人
と
し
て
」
の
「
自
己
存
在
」
が
、
「
人

類
」
的
な
思
考
を
不
可
能
に
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
人

類
」
を
語
っ
て
い
て
も
、
異
郷
の
日
本
で
、
常
に
そ
れ
ら
と
対
立
す
る

「
民
族
」
「
人
種
」
が
む
き
出
し
に
な
る
現
実
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
は
そ
の
成
彷
吾
の
「
人
類
」
的
思
考
を
大

正
期
日
本
の
白
樺
派
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
白
樺
派

が
大
正
期
の
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
熟
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
高
揚
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と
い
う
温
室
的
な
環
境
の
中
で
安
心
し
て
「
人
類
」
を
語
り
得
た
の
に
対

し
、
留
学
生
で
あ
る
成
彷
吾
に
は
そ
の
よ
う
な
環
境
的
な
余
裕
は
な
か
っ

た
と
述
べ
て
い
る
（
2
。
）
。
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
中
国
国
内
に
お
い
て
、
そ
れ
衷
で
の
よ
う
な
抽
象
的
な
議
論
で
は

到
底
解
決
し
が
た
い
、
極
め
て
具
体
的
な
葛
藤
を
伴
う
現
実
が
出
現
し
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
次
国
共
合
作
に
基
づ
い
た
国

民
革
命
の
進
展
と
そ
の
分
裂
が
惹
き
起
こ
し
た
内
戦
と
い
う
現
実
、
ま
た

そ
の
分
裂
を
惹
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
大
都
市
に
お
け
る
新
た
な

勢
働
者
層
の
出
現
と
い
っ
た
未
曾
有
の
現
実
に
成
彷
吾
な
ど
の
文
学
者
た

ち
も
直
面
し
た
の
で
あ
る
。

　
国
民
革
命
が
進
行
す
る
中
で
、
成
型
吾
を
取
り
巻
く
環
境
も
激
変
し
た
。

一
九
二
四
年
（
民
国
＝
二
年
）
の
六
月
、
成
彷
吾
は
上
海
を
離
れ
広
州
に

向
か
い
、
広
東
大
学
理
学
院
教
授
と
な
り
、
同
時
に
黄
哺
軍
官
政
治
学
校

の
教
官
も
兼
任
し
、
革
命
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま

た
創
造
社
内
部
で
も
、
郭
沫
若
が
詳
言
吾
宛
て
の
手
紙
で
自
分
の
文
学
に

対
す
る
考
え
が
完
全
に
変
わ
り
、
い
ま
や
自
分
た
ち
の
文
学
は
「
社
会
革

命
の
実
現
を
促
進
す
る
」
「
革
命
的
文
芸
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
伝

え
て
い
た
（
1
2
）
。
そ
し
て
成
彷
吾
も
「
自
己
相
対
化
」
と
こ
れ
ま
で
の
「
文

学
観
の
見
直
し
」
か
ら
出
発
し
て
、
新
し
い
時
代
に
適
応
す
る
新
し
い
文

学
の
あ
り
方
を
求
め
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
自
己
変
革
の
指
し
当
た
っ
て

の
結
果
が
、
「
革
命
文
学
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
「
革
命
文
学
」

も
の
で
は
な
か
っ
た
。

は
そ
れ
以
前
の
「
文
学
観
」
を
完
全
に
払
拭
し
た

　
結
局
は
、
革
命
的
な
文
学
作
品
で
あ
ら
ん
と
す
れ
ば
、
作
者
に
は
革

命
へ
の
情
熱
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
の
革
命
文
学

で
あ
ら
ん
と
す
る
の
な
ら
、
永
遠
で
あ
る
真
摯
な
入
間
性
と
い
う
も
の

が
徹
底
し
て
浸
透
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

永
遠
の
入
間
性
、
例
え
ば
真
理
へ
の
愛
、
正
義
へ
の
愛
、
隣
人
へ
の
愛

な
ど
は
、
こ
れ
全
て
人
生
へ
の
熱
愛
へ
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
生
を
愛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〔
…
…
〕
．
こ
の
よ
う
に
あ
っ
て
は
じ
め

て
革
命
文
学
は
そ
の
永
遠
性
を
持
つ
の
で
あ
る
（
2
2
）
。

　
明
ら
か
に
、
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
「
革
命
文
学
」
が
、
新
し
い
「
革

命
文
学
」
に
つ
い
て
で
あ
る
必
然
性
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て

「
愛
」
か
ら
芸
術
を
語
っ
た
際
と
同
じ
よ
う
に
、
「
愛
」
の
「
永
遠
性
」

「
人
間
性
」
と
い
っ
た
極
め
て
「
抽
象
的
」
な
言
葉
を
使
っ
て
「
革
命
文

学
」
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
成
は
次
の
よ
う
に
も

語
っ
て
い
る
。

　
文
学
の
永
遠
性
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き
所
は
多
々
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

人
間
性
を
そ
の
内
容
と
し
、
そ
れ
が
永
遠
の
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
文

遷変の
勧
学

文
「る

けおに吾彷
．
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学
は
必
然
的
に
永
遠
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
当
然
審
美
の

形
式
も
持
つ
と
し
て
）
。
入
間
性
は
進
歩
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
進
歩
の
現
象
と
は
常
に
進
化
の
主
体
を
暗
示
し
て
お
り
、

こ
の
主
体
は
永
遠
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
性
と
い
う
こ
の
主
体
を
真
摯

な
人
生
と
、
永
遠
の
人
間
性
と
呼
ぼ
う
。
だ
か
ら
こ
の
真
摯
な
人
間
性

を
文
学
の
内
容
と
し
、
審
美
の
形
式
を
加
え
れ
ば
、
そ
れ
は
永
遠
の
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
〔
…
…
〕
革
命
文
学
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
一
般
的

な
文
学
の
他
に
、
感
動
的
な
情
熱
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

次
の
よ
う
な
簡
潔
な
公
式
が
成
り
立
つ
。

．
（^
摯
な
人
間
性
）
＋
（
審
美
の
形
式
）
＋
（
熱
情
）
1
1
（
永
遠
の
革

命
文
学
）
（
お
）

　
こ
れ
ら
引
用
で
明
ら
か
な
の
は
、
「
革
命
文
学
」
が
具
体
的
な
規
定
を

伴
わ
な
い
、
一
種
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
「
革
命
文
学
」
固
有
の
「
革
命
性
」
や
「
階
級
性
」
と
い
っ
た

「
中
身
」
は
一
切
語
ら
れ
ず
、
様
々
な
冠
を
持
つ
「
文
学
」
に
い
か
よ
う

に
も
置
き
換
え
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
引
用
が
か
つ

て
の
「
天
才
の
文
学
」
を
説
明
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
全
く
違
和
感
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
で
の
成
彷
吾
の
「
革
命
文
学
」
を
支
え
る
論
理

は
実
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
天
才
の
文
学
」
を
語
る
際
の
論
理
と
同
じ
な
の

で
あ
る
。

　
だ
が
こ
こ
で
成
彷
吾
が
「
文
学
」
を
「
永
遠
な
も
の
」
、
つ
ま
り
「
普

遍
的
な
も
の
」
と
し
て
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
こ

の
「
文
学
」
の
「
普
遍
性
」
へ
・
の
抽
象
的
な
信
仰
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
の
成

彷
吾
の
文
学
観
を
支
え
る
主
要
な
原
理
だ
っ
た
こ
ど
は
、
既
に
確
認
し
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
「
自
己
相
対
化
」
に
よ
る
「
文
学
観
の
見
直
し
」
は
、

従
前
の
自
己
の
否
定
、
成
が
次
な
る
段
階
で
好
ん
だ
言
葉
で
は
「
ア
ウ
フ

ヘ
ー
ベ
ン
」
の
契
機
に
な
り
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
き
っ
か
け

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
「
相
対
的
な
客
観
的
基
準
」
を
求
め
た
は

ず
の
二
四
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
批
評
的
建
設
」
で
、
そ
の
「
基
準
」

は
結
局
、
「
超
越
的
で
あ
る
こ
と
」
と
「
建
設
的
で
あ
る
こ
と
」
（
忽
）
の
二
つ

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
「
超
越
性
」
が
未
だ
に
求
め
ら
れ
て
い
て
、
「
自
己

相
対
化
」
を
契
機
と
し
た
「
文
学
観
の
見
直
し
」
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
．

と
を
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
自
己
相
対
化
が
徹
底
化
さ
れ
、

そ
の
文
学
観
も
徹
底
的
に
「
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
」
さ
れ
た
と
、
少
な
く
と

も
自
負
さ
れ
た
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
期
の
成
鼠
害
の
「
文
学
観
」
を

見
て
い
き
た
い
。

四
　
「
革
命
文
学
」
か
ら
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
へ

　
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
五
四
時
期
の
残
像
を
引
き
ず
っ
た
「
抽
象

的
」
な
語
彙
の
中
で
思
考
さ
れ
て
き
た
「
革
命
文
学
」
が
批
判
さ
れ
、
新
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た
な
段
階
へ
と
移
行
す
る
の
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
の
出
現
に
よ
っ

て
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
の
は
、
李
初

梨
や
凋
乃
超
と
い
っ
た
、
「
第
三
期
創
造
社
」
に
属
す
る
新
し
い
世
代
の

人
々
で
あ
っ
た
。

　
一
九
二
七
年
一
〇
月
下
旬
に
創
造
社
内
部
で
上
海
に
集
ま
っ
た
進
歩
的

作
家
が
連
合
し
、
新
し
い
文
学
運
動
を
起
こ
す
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。
一

九
二
四
年
五
月
で
停
刊
し
て
い
た
『
創
造
週
報
』
復
刊
な
ど
が
計
画
さ
れ
、

そ
の
賛
同
人
に
は
魯
迅
も
含
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
二
塁
吾
は
日
本
留
学
か

ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
李
初
梨
や
凋
乃
超
ら
と
話
し
合
い
、
『
創
造
週
報
』

復
刊
と
魯
迅
と
の
連
合
を
取
り
や
め
、
新
し
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
主

張
す
る
『
文
化
批
判
』
と
い
う
雑
誌
を
一
九
二
八
年
一
月
に
創
刊
し
た
。

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
所
謂
「
第
三
期
創
造
社
」
の
メ
ン
バ
ー
と
目
さ

れ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
創
造
社
と
魯
迅
と
の
合
作
が
流
産
し
、
直
後
の

「
革
命
文
学
論
争
」
に
お
い
て
両
者
が
批
判
し
あ
う
関
係
に
な
っ
た
の
に

は
様
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
（
5
2
）
、
当
時
に
お
け
る
創
造
社
内
部

の
人
間
関
係
の
も
つ
れ
や
当
事
者
達
の
個
人
的
特
質
な
ど
は
ひ
と
ま
ず
乏

い
て
、
本
論
文
で
は
成
層
吾
が
魯
迅
で
は
な
く
、
新
し
い
世
代
と
の
共
闘

を
選
択
し
た
と
い
う
点
を
重
視
し
た
い
。
そ
し
て
本
章
で
は
成
耳
翼
の
見

解
を
見
る
前
に
、
そ
の
成
古
賢
が
選
ん
だ
、
日
本
帰
り
の
新
し
い
世
代
の

人
々
が
考
え
る
新
し
い
「
文
学
」
に
関
す
る
認
識
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。
成
彷
吾
も
若
い
世
代
の
新
し
い
文
学
観
を
受
け
入
れ
る
こ

と
で
、
前
段
階
で
の
「
文
学
観
の
見
直
し
」
が
徹
底
さ
れ
た
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

　
第
三
期
創
造
社
の
主
張
の
要
点
は
、
文
学
を
現
実
の
単
純
な
反
映
と
み

な
す
「
観
照
－
表
現
」
と
い
う
五
四
以
来
主
流
で
あ
っ
た
文
学
言
語
観
を

批
判
し
、
文
学
を
、
現
実
を
忠
実
に
再
構
成
す
る
描
写
の
手
段
と
し
て
で

は
な
く
、
「
現
実
」
を
構
成
す
る
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
捉
え
な
お
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
ま
で
現
実
理
解
の
有
力
な
手
段
で
あ
る
と
思
わ

れ
て
い
た
「
抽
象
的
」
な
語
彙
（
1
1
観
念
）
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
い

う
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
一
階
級
の
階
級
的
利
益
を
代
弁
す
る
も
の
で
し

か
な
く
、
「
普
遍
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
の
虚
偽
性
を

指
摘
し
た
の
は
、
彼
ら
の
最
大
の
突
破
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
抽
象

性
」
に
よ
る
思
考
が
可
能
か
つ
有
効
で
あ
る
と
の
「
幻
想
」
を
散
布
し
て

き
た
五
四
言
説
そ
の
も
の
へ
の
根
本
的
な
批
判
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
普

遍
性
」
に
依
拠
し
て
思
考
さ
れ
て
き
た
「
文
学
」
が
対
象
化
さ
れ
た
嗜
矢

と
し
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
「
新
文
学
」
は
初
め
て
脱
神
話
化
さ

れ
、
新
た
な
「
文
学
」
の
在
り
よ
う
が
思
考
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
彼

ら
の
主
張
が
、
単
に
革
命
宣
伝
の
文
学
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
く
、
制

度
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
新
文
学
」
を
対
象
化
し
、
は
て
は
解
体
せ
ん
と

す
る
厳
し
く
鋭
い
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

私
は
考
え
る
。
実
際
、
李
初
雛
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

遷変の

観
学

岐掲制に吾彷成6
7

2



　
い
か
な
る
文
学
も
、
そ
れ
自
体
か
ら
す
れ
ば
、
階
級
的
背
景
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
し
、
社
会
的
に
見
れ
ば
、
文
学
は
階
級
的
な
実
践
の

任
務
を
持
っ
て
い
る
。
／
一
切
の
観
念
形
態
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
は
、

社
会
的
な
下
部
構
造
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
知
っ

て
い
．
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
一
種
の
弁
証
法
的
な
交
互
作
用
が

あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
見
過
ご
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
社
会
構

造
は
、
観
念
形
態
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
強
固
な
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。
／
文
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
｝
つ
と
し
て
あ
り
、
そ
の
た
め
文
学

は
、
そ
れ
［
社
会
構
造
－
引
用
者
］
を
組
織
す
る
社
会
的
任
務
を
担
う

こ
と
に
な
る
（
2
6
）
。

　
李
は
、
初
期
か
ら
過
渡
期
の
成
彷
晋
の
よ
う
に
、
「
天
才
」
「
人
類
」

「
愛
」
「
永
遠
」
と
い
っ
た
「
普
遍
性
」
の
名
の
も
と
に
「
文
学
」
を
語
る

こ
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
そ
の
語
り
口
は
、
先
輩
格
の
成
置
型
に
も
影
響

を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。

　
文
学
の
変
革
過
程
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
表
現
方
法
と
い
う
こ
の
二
方

面
か
ら
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。
／
経
済
的
基
盤
の
変
動
に
従
い
、
巨
大

な
上
部
構
造
は
全
て
徐
々
に
、
ま
た
は
急
激
な
変
革
を
む
か
え
る
。
／

表
現
方
法
は
、
既
に
そ
の
中
で
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
き
て
し
ま
っ
た
。

あ
と
は
よ
り
高
い
次
元
で
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
さ
れ
る
だ
け
だ
。
／
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
経
済
的
基
盤
の
変
動
に
よ
っ
て
、
文
学
と
い
う
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
必
然
的
な
変
革
は
決
定
的
で
あ
る
。
／
？
…
〕
／
そ
れ
に
し
て
も
、

我
々
の
そ
れ
ま
で
の
文
芸
は
、
や
は
り
議
論
と
提
唱
だ
け
で
、
批
判
の

役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
／
だ
か
ら
我
々
は
全
て
の

批
判
に
赴
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
／
我
々
が
目
下
す
べ
き
は
、

そ
れ
ま
で
の
文
芸
の
良
心
と
や
ら
の
総
括
で
あ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
り
、

全
て
を
総
括
し
な
け
れ
ば
、
文
芸
の
方
向
転
換
は
実
現
不
可
能
と
な

る
（
四
）
〔
傍
点
部
引
用
者
〕
。

　
成
彷
吾
の
「
文
学
」
に
つ
い
て
の
語
り
口
が
、
以
前
の
そ
れ
と
は
全
く

異
な
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
論
的
内
容
が
い
か
に
観

念
的
で
硬
直
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
さ
れ
よ
う
と
も
、
プ
ロ
レ

タ
リ
．
ア
文
学
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
．
歴
史
性
や
地
域
性
に
由
来
す
る
多
様
性

や
差
異
性
が
捨
象
さ
れ
た
「
抽
象
性
」
に
基
づ
く
言
説
空
間
に
、
歴
史

的
・
・
空
間
的
な
分
析
の
契
機
が
復
活
し
た
と
い
う
点
は
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
成
彷
吾
の
「
従
文
学
革
命
到
革
命
文
学
」

は
、
ま
ず
「
文
学
革
命
の
社
会
的
根
拠
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
分
析
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。

一
つ
の
社
会
現
象
に
は
必
ず
そ
れ
が
必
然
的
に
発
生
す
る
と
い
う
社

6
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会
的
な
根
拠
が
あ
る
の
だ
。
で
は
、
我
々
の
こ
の
十
年
余
り
の
文
学
革

命
の
社
会
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？

　
私
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
A
、
辛
亥
革
命
、
民
主
主
義
の
封
建
勢
力
に
対
す
る
革
命
の
失
敗
、

及
び
帝
国
主
義
の
急
速
な
圧
迫
が
原
因
の
、
一
部
の
す
で
に
世
界
的
な

潮
流
に
触
れ
て
い
た
所
謂
知
識
人
に
よ
る
啓
蒙
思
想
運
動
（
い
わ
ゆ
る

新
文
化
運
動
）
。

　
B
、
啓
蒙
的
な
民
主
主
義
思
想
運
動
が
必
然
的
に
新
し
い
表
現
の
手

段
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
（
国
語
文
学
運
動
）
（
認
）
。

　
分
析
内
容
の
稚
拙
さ
は
問
題
で
は
な
い
。
「
文
学
」
を
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
論
じ
る
こ
と
自
体
が
そ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
る
と
い
う
、
画

期
性
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
な
分
析
と
は
、
生
産
諸
形

態
の
歴
史
的
発
展
に
基
づ
く
文
化
的
生
産
形
態
の
分
析
な
ど
で
あ
り
、
．
空

間
的
な
分
析
と
は
、
「
我
々
の
文
学
」
を
、
他
国
の
文
学
と
の
関
係
性
の

中
で
歴
史
的
な
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
新
文
学
」
の
「
抽

象
性
」
が
「
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
」
さ
れ
た
地
平
に
、
こ
の
よ
う
な
視
座
は

初
め
て
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
文
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
」
と
新
た
に
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
「
文
学
」
の
果
た
す
役
割
は
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ

に
つ
い
て
成
彷
吾
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
下
部
構
造
の
矛
盾
の
進
展
は
最
終
的
に
意
識
に
現
れ
、
こ
の
矛
盾
が

あ
る
程
度
意
識
さ
れ
る
之
、
ま
ず
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
が
起
こ
り
、
こ

の
批
判
が
最
終
的
に
は
経
済
過
程
の
批
判
へ
と
下
降
し
て
い
く
コ
経
済

過
程
の
批
判
が
完
了
し
た
後
、
そ
れ
ま
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
修

正
さ
れ
、
深
化
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
円
環
が
出
来
上
が
る
。
更
な
る

日
常
生
活
へ
の
批
判
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
経
る
こ
と
で
、
こ
の
円

環
は
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
／
我
々
の
批
判

、
は
こ
の
よ
う
な
過
程
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
初
め
て
全
体
へ
の
批
判
が

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
／
〔
…
…
〕
／
我
々
は
ま
ず
文
芸
の
分
野
に
お

い
て
最
初
の
批
判
的
な
工
作
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
〔
…
…
〕
（
2
9
）
。

「
文
学
」
の
新
た
な
役
割
は
、
資
本
主
義
的
な
生
産
活
動
に
お
け
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
批
判
で
あ
る
と
、
明
確
に
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
経
済
過
程
の
批
判
が
「
円
環
」
と

い
う
言
葉
で
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
理
解
は
、
日
本
経
由
の
福
本
イ
ズ
ム
か
ら
来
た
、
新
し
い
マ
ル

ク
ス
主
義
理
解
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
だ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
成
彷
吾
が

若
い
世
代
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
も
こ
の
よ
う
な
観
点
に
つ
い
て

で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
三
期
創
造
社
に
大
き
な
影
響
を

あ
た
え
た
福
本
イ
ズ
ム
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

遷
変

の
ヨ

観
学

改掲捌に吾彷
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そ
れ
〔
マ
ル
ク
ス
ー
引
用
者
〕
は
先
ず
、
「
物
質
の
生
産
過
程
」
を

以
て
終
極
的
決
定
要
素
と
み
な
す
点
に
於
て
、
か
の
観
念
論
的
弁
証
法

論
者
一
へ
ー
ゲ
ル
ー
の
見
解
の
「
逆
立
」
を
、
正
に
「
顛
倒
」
し
た

る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
／
そ
れ
は
、
ま
た
、
こ
の
作
用
i
関
係

を
ば
「
交
互
作
用
」
と
み
な
す
点
に
於
い
て
ブ
ル
ゲ
ー
ル
な
唯
物
論
者

の
見
解
、
1
之
を
「
単
な
る
因
果
関
係
」
　
　
「
原
因
と
作
用
と
が

二
つ
の
相
異
な
れ
る
独
立
的
な
存
在
と
し
て
表
象
せ
ら
れ
る
」
意
義
に

於
て
の
因
果
関
係
　
　
二
方
的
な
因
果
系
列
し
と
解
す
る
と
こ
ろ
の

一
、
こ
の
見
解
と
相
異
な
る
の
で
あ
り
ま
す
（
3
。
）
。
．

　
こ
こ
で
福
本
は
そ
れ
ま
で
の
単
純
な
反
映
論
か
ら
脱
却
し
、
新
た
に
社

会
関
係
を
「
交
互
作
用
」
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
し
た
の
で
あ
る
。
「
交

互
作
用
論
」
は
、
下
部
構
造
の
反
映
と
い
う
経
済
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
し

か
資
本
主
義
を
分
析
し
て
こ
な
か
っ
た
そ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は

異
な
り
、
資
本
主
義
を
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
の
交
互
作
用
と
し
て
分

析
す
る
視
点
を
中
国
に
新
た
に
導
入
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」
と
い
う
文
学
観
の
導
入
は
、
革
命
運
動
内
で
の

「
文
学
」
の
役
割
の
変
化
も
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
生
産
手
段
の
改
良
と

い
っ
た
経
済
的
な
変
革
だ
け
で
は
な
く
、
上
部
構
造
も
含
め
た
全
社
会
領

域
の
変
革
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
新
た
な
る
「
革
命
」
の
段
階
に
お
い

て
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
は
も
は
や
二
次
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な

く
な
る
。
資
本
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
「
批
判
」
と
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
「
宣
伝
」
と
い
う
「
文
化
的
戦
略
」
と
し
て
「
文
学
」
は
新
た
に
組
織

し
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
「
文

化
的
戦
略
」
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
で
、
知
識
人
は
革
命
運
動
に
お
け
る

「
批
判
」
と
「
宣
伝
」
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
時
、
そ
れ
ま
で
「
自
然
生
長
性
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
実
践
活
動
に

お
い
て
知
識
人
が
抱
い
て
い
た
出
身
階
級
か
ら
来
る
疾
し
さ
が
解
消
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
第
三
期
創
造
社
以
前
に
盛
ん
に
議
論
さ

れ
て
い
た
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
書
け
る
の
か
」
と
い

っ
た
テ
ー
マ
が
、
こ
れ
以
降
、
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
変
化
し
た
、
新
し
い
革
命
運
動
に
お
い
て
「
文
学
」
が
果
た
す
役

割
に
つ
い
て
成
彷
吾
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

　
現
在
の
社
会
構
造
、
世
界
の
趨
勢
、
我
ら
の
歴
史
、
我
ら
の
状
況
、

こ
れ
ら
は
み
な
明
ら
か
に
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
／
問
題
を
わ
か
の
や

す
く
し
、
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
激
動
す
る
現
状
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
／
『
文
化
批
判
』
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
歴

史
的
任
務
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
資
本
主
義
社
会
に
つ
い
て
の
合
理

的
な
批
判
を
行
い
、
近
代
帝
国
主
義
の
見
取
り
図
を
描
き
出
し
、
我
々

は
ク
何
を
す
べ
き
か
”
と
い
う
疑
問
に
答
え
、
我
々
は
何
か
ら
は
じ
め

7
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れ
ば
よ
い
の
か
を
指
し
示
す
。
／
政
治
、
経
済
、
社
会
、
哲
学
、
科
学
、

文
芸
及
び
そ
の
他
個
々
の
分
野
は
み
な
『
文
化
批
判
』
か
ら
自
ら
の
意

義
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
自
ら
の
果
た
す
べ
き
戦
略
を
理
解
し

て
ほ
し
い
。
『
文
化
批
判
』
は
全
て
の
革
命
理
論
に
貢
献
．
す
る
も
の
で

あ
り
、
革
命
の
全
戦
線
に
朗
々
と
し
た
憤
怒
を
も
た
む
す
だ
ろ
う
〔
訂
）
。

　
か
つ
て
「
天
才
の
表
現
」
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
絶
対
的
な
価
値
が

「
信
仰
」
さ
れ
て
い
た
「
文
学
」
は
、
他
の
哲
学
や
経
済
と
い
っ
た
ジ
ャ

ン
ル
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
野
と
し
て
完
全
に
「
相

対
化
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
数
年
の
間
で
、
成
再
認
の
「
文

学
」
に
つ
い
て
の
考
え
が
こ
こ
ま
で
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

「
文
学
観
の
見
直
し
」
が
こ
こ
で
徹
底
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

》
つ
。

五
　
結
び

　
以
上
、
成
彷
吾
の
文
学
観
の
変
遷
を
見
て
き
た
が
、
今
回
注
目
し
た
の

は
、
初
期
の
「
天
才
の
表
現
」
か
ら
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
へ
の
移
行

に
お
い
て
、
成
彷
吾
の
「
文
学
」
へ
の
「
絶
対
的
」
な
信
仰
が
否
定
さ
れ

て
い
く
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
は
、
か
つ
て
自
ら
も
属
し
て
い

た
五
四
新
文
学
陣
営
が
構
築
し
散
布
し
た
「
新
」
文
学
言
説
と
「
抽
象

的
し
な
信
仰
に
支
．
え
ら
れ
て
き
た
「
文
学
」
を
批
判
し
克
服
し
て
い
く
過

程
で
も
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
成
彷
吾
や
謡
初
梨
な
ど
の

「
第
三
期
創
造
社
」
の
提
唱
に
始
ま
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
、

単
純
な
政
治
活
動
の
一
環
で
は
な
く
、
「
文
学
批
判
」
の
運
動
で
あ
り
、

そ
の
文
学
史
上
に
お
け
る
画
期
性
が
、
文
学
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
こ

と
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

　
矛
盾
や
葛
藤
を
捨
象
し
て
、
自
ら
の
文
学
技
法
と
し
て
標
榜
す
る
リ
ア

リ
ズ
ム
と
は
背
馳
す
る
形
で
「
抽
象
化
」
し
て
い
っ
た
五
四
新
文
学
言
説

で
は
対
応
で
き
な
い
、
眼
前
の
具
体
的
な
現
実
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

は
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
現
実
の
一
つ
に
「
読

者
」
が
あ
り
、
「
数
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
極
め
て
具
体
的

か
つ
現
実
的
な
問
題
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
す
ぐ
に
直
面
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
個
人
の
主
観
に
よ
っ
て
は
如
何

と
も
し
難
い
「
他
者
」
と
の
選
遁
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
る
「
外
」
か

ら
強
要
さ
れ
た
「
自
己
相
対
化
」
の
契
機
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
問
題
が
表
面
化
し
た
、
後
の
「
大
衆
語
論
争
」
に
お
い
て
、

例
え
ば
そ
の
具
体
的
な
「
読
者
」
と
い
う
「
他
者
」
を
、
再
び
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
」
と
い
っ
た
「
抽
象
性
」
に
回
収
す
る
よ
う
な
事
態
に
陥
っ

て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
の
検
証
が
今
後
の
課
題
と
し
て
私
に
は
意

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。
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註
（
1
）
成
彷
吾
（
一
八
九
七
～
一
九
八
四
）
。
中
国
の
評
論
家
、
教
育
者
。
筆
名

　
　
は
石
厚
生
な
ど
。
湖
南
省
新
化
県
の
人
。
訳
本
に
留
学
。
第
六
高
等
学
校
、

　
　
東
京
帝
国
大
学
に
学
ぶ
。
創
造
社
同
人
。
初
期
は
ロ
マ
ン
主
義
と
さ
れ
る
。

　
　
そ
の
後
、
　
一
九
二
八
年
に
創
造
社
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
転
換
に
主

　
　
導
的
な
役
割
を
は
た
し
た
。
同
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
。
三
一
年
帰
国
。

　
　
長
征
に
参
加
し
、
そ
の
後
は
教
育
界
を
中
心
に
活
躍
。
解
放
後
は
共
産
党

　
　
中
央
藩
校
顧
問
、
中
国
人
民
大
学
校
長
な
ど
を
歴
任
。
評
論
集
『
使
命
』

　
　
（
一
九
二
七
年
）
、
『
成
彷
吾
文
集
』
（
一
九
八
五
年
没
後
刊
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
齋
藤
敏
康
「
型
置
梨
に
お
け
る
福
本
イ
ズ
ム
の
影
響
」
（
小
島
亮
編
『
福

　
　
本
和
夫
の
思
想
一
研
究
論
文
集
成
』
こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
〇
五
年
六

　
　
月
）
。
原
載
（
中
国
文
芸
研
究
会
（
日
本
）
『
野
草
』
第
一
七
号
）
。

（
3
）
阿
部
幹
雄
「
『
革
命
文
学
』
に
お
け
る
文
学
言
語
観
一
李
三
鼎
『
同
様

　
　
地
建
設
革
命
文
学
』
を
中
心
に
」
（
一
橋
大
学
言
語
社
会
研
究
科
『
言
語

　
　
社
会
』
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
。

（
4
）
成
毒
害
「
新
文
学
之
使
命
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
編
輯
委
員
会
編
『
成
書
吾

　
　
文
集
』
、
山
東
大
学
出
版
社
、
一
九
八
五
年
一
月
、
以
下
『
成
彷
吾
文
集
』

　
　
と
略
記
）
、
八
九
頁
。
雲
合
『
創
造
週
報
』
（
一
九
二
三
年
五
月
、
第
二

　
　
号
）
。

（
5
）
成
彷
吾
「
『
一
葉
』
的
評
論
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
七
一
頁
。
原
載
『
創

　
　
造
季
刊
』
（
一
九
二
三
年
五
月
、
二
巻
一
期
）
。

（
6
・
9
）
成
彷
吾
「
詩
之
防
御
戦
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
七
六
頁
・
八
七
頁
。

　
　
原
型
『
創
造
週
報
』
（
一
九
二
三
年
五
月
、
第
一
号
）
。

（
7
）
成
彷
吾
「
写
実
主
義
与
庸
俗
主
義
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
　
一
〇
一
頁
。
原

　
　
載
『
創
造
週
報
』
（
一
九
二
三
年
六
月
、
第
五
号
）
。

（
8
）
成
彷
吾
「
『
晒
戚
』
的
評
論
」
（
『
成
吾
吾
文
集
』
）
、
一
四
九
頁
。
原
載

　
　
『
創
造
月
刊
』
（
一
九
二
四
年
二
月
、
二
巻
二
期
）
。

（
1
0
・
2
0
）
伊
藤
虎
丸
編
『
創
造
社
研
究
－
創
造
社
資
料
別
巻
』
、
ア
ジ
ア
出

　
　
版
、
一
九
七
九
年
一
〇
月
、
五
八
～
五
九
頁
・
七
八
～
八
五
頁
。

（
1
1
）
成
至
福
「
真
田
芸
術
家
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
　
一
四
一
頁
。
．
原
載
『
創
造

　
　
週
報
』
（
彙
刊
）
第
二
集
（
一
九
二
三
年
一
一
月
、
第
二
七
号
）
。

（
1
2
）
成
漫
罵
「
学
者
的
態
度
－
胡
適
之
先
生
的
『
罵
入
』
的
批
評
」
（
『
成
彷
吾

　
　
文
集
』
）
、
三
頁
。
原
載
『
創
造
季
刊
』
（
一
九
二
二
年
＝
】
月
、
．
一
巻
三

　
　
期
）
。

（
1
3
）
成
彷
吾
「
論
訳
詩
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
　
一
二
二
頁
。
原
載
『
創
造
週

　
　
報
』
（
一
九
二
三
年
九
月
、
第
一
八
号
）
。

（
1
4
）
茅
盾
「
独
創
与
因
襲
」
（
『
茅
盾
文
芸
雑
論
集
』
上
下
冊
、
上
海
文
芸
出
版

　
　
社
、
　
、
九
八
一
年
、
以
下
『
茅
盾
文
芸
雑
論
集
』
と
略
記
）
、
七
二
頁
。

　
　
原
書
『
時
事
新
報
』
副
刊
『
京
王
』
（
【
九
二
二
年
一
月
四
目
）
。

（
1
5
）
郁
達
夫
「
『
中
国
新
文
学
大
系
－
散
文
二
三
』
導
言
」
（
趙
家
壁
下
編
、
上

　
　
海
良
友
図
書
公
司
、
一
九
三
五
年
夏
『
中
国
新
文
学
大
系
』
⑦
、
香
港
文

　
　
学
研
究
社
影
印
版
）
、
五
頁
。

（
1
6
）
茅
盾
二
般
的
傾
向
－
創
作
壇
雑
評
L
（
『
茅
盾
文
芸
雑
論
集
』
）
、
七
九
頁
。

　
　
原
載
『
時
事
新
報
』
附
刊
『
文
学
旬
刊
』
（
一
九
二
二
年
四
月
一
日
、
第

　
　
三
三
期
）
。
．

（
1
7
・
2
4
）
成
彷
吾
「
批
評
的
建
設
」
（
『
三
五
吾
文
集
』
）
、
　
一
五
七
頁
。
原
意

　
　
『
創
造
季
刊
』
（
一
九
二
四
年
二
月
、
二
巻
二
期
）
。

（
1
8
）
成
彷
吾
「
建
設
的
批
評
論
」
（
『
二
月
吾
文
集
』
）
、
　
一
六
三
頁
。
原
載
『
創

　
　
造
週
報
』
（
一
九
二
四
年
三
月
、
第
四
三
号
）
。

（
1
9
）
成
彷
吾
「
芸
術
之
社
会
的
意
義
」
（
『
成
工
芸
文
集
』
）
。
原
載
『
創
造
週

　
　
報
』
（
一
九
二
四
年
三
月
、
第
四
一
号
）
。
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（
2
1
）
郭
毒
虫
『
創
造
十
年
続
編
』
（
『
湖
上
若
全
集
』
第
一
二
巻
）
、
二
〇
七
頁
。

　
　
（
初
版
、
一
九
三
八
年
、
上
海
北
新
三
局
）
。

（
2
2
・
2
3
）
成
彷
吾
「
革
命
文
学
与
宜
的
永
遠
性
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
二
〇
七

　
　
頁
・
二
〇
八
頁
。
原
本
『
創
造
月
刊
』
（
一
九
二
六
年
六
月
、
第
一
巻
第

　
　
四
期
）
。

（
2
5
）
比
量
浴
「
郭
回
廊
対
魯
迅
態
度
劇
変
之
謎
」
（
『
魯
迅
研
究
月
刊
』
二
〇
〇

　
　
四
年
七
月
）
。

（
2
6
）
李
初
梨
「
忽
様
地
建
設
革
命
文
学
」
（
『
ク
革
命
文
学
”
論
争
資
料
選
編
』

　
　
（
入
今
文
学
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
一
年
、
以
下
『
選
編
』
と
略
記
）
、

　
　
一
五
七
～
】
五
八
頁
。
原
載
『
文
化
批
判
』
（
一
九
二
八
年
二
月
第
二
号
）
。

（
2
7
・
2
9
）
成
彷
吾
「
全
部
的
批
判
之
必
要
－
如
何
才
能
転
換
方
向
的
考
察
」

　
　
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
二
四
八
～
二
五
二
頁
・
二
五
三
～
二
五
四
頁
。
原
載

　
　
『
創
造
月
刊
』
（
一
九
二
八
年
三
月
、
一
巻
］
○
期
）
。

（
2
8
）
留
連
吾
「
従
文
学
革
命
到
革
命
文
学
」
（
『
成
彷
吾
文
集
』
）
、
二
四
一
頁
。

　
　
原
載
『
創
造
月
刊
』
（
一
九
二
八
年
二
月
、
一
巻
九
期
）
。

（
3
0
）
福
本
和
夫
『
社
会
の
構
成
1
1
並
に
変
革
の
過
程
』
白
楊
社
、
一
九
二
五
年

　
　
／
福
本
和
夫
『
福
本
和
夫
初
期
著
作
集
第
｝
巻
』
こ
ぶ
し
書
房
、
（
一
九

　
　
七
一
年
）
所
収
、
一
七
九
頁
。

（
3
1
）
成
彷
吾
「
祝
詞
」
（
『
成
歯
吾
文
集
』
所
収
）
、
二
四
〇
頁
。
甲
張
『
文
化

　
　
批
判
』
（
一
九
二
八
年
一
月
、
一
号
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
あ
べ
　
み
き
お
／
博
士
後
期
課
程
）
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