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為生活的生活―周作人的“生活之芸術”

伊藤　徳也

周作人在《芸術与生活序》裏説；“以前我似乎多喜歓那辺所隠現的主義，

現在所愛的乃是在那芸術与生活自身”這個説法可以説明20年代以後他対生活的

基本態度。其実愛“生活自身”就是一種“頽廃”。這種“頽廃”跟一般的頽廃

不同，是従藹理斯（H·Ellis）那裏来的観念。是重“部分”軽“全体”的審美

趨向，是看重亊象的自律性的態度，也是“為什麼而什麼”的態度。他認為芸術

応該有自律性，愛“生活自身”就是把生活看成芸術的態度。他対飲食，恋愛和

死的態度裏面都看得出来這種“頽廃”的態度。他看重喝清茶，是因為茶是対生

存“無用”，離生存和飲食欲遥遠，有着一定的自律性。他看重“愛之術”是因

為対生殖“無用”，離生殖和性欲遥遠，也有自律性。但是他根本反対禁欲主義，

他主張節制，即是一種合理的禁欲，節制的前提条件是平凡地接受本能的存在和

必要。“愛之術”跟“生活之芸術”一样，是“節制”的社会文化形式。周対死

的態度也是以平凡地接受死為前提。他反対“為什麼而死”的一種“死的赞美”。

他的態度是“為生活而生活”即愛“生活本身”的態度。他看重的美并不是悦目

悦耳的美，是真善美一致的美。“生活之芸術”的審美主体也是倫理主体，他既

有一種深奥的享楽主義観点，又有精緻的“頽廃”審美趨向。対他来説，最主要

的問題就是人的動物性和非動物性的対立，非動物性以中庸的節制来表現出来，

歴史地形成人的文明。
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生
活
の
た
め
の
生
活

―

周
作
人
に
お
け
る
「
生
活
の
芸
術
」―

伊
藤　

徳
也

一　

は
じ
め
に

　

周
作
人
は
、
か
つ
て
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
「
人
生
の
た
め
の
芸
術
」
の
矛
盾
を
「
人
生
の
芸
術
」〝
人
生
的
芸
術
〞
と
い
う
概

念
で
調
停
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る（

1
）。

そ
の
際
彼
が
「
人
生
の
芸
術
」
と
い
う
一
種
あ
い
ま
い
な
言
い
方
を
し
た
の
は
、「
た
だ
渾
然

と
し
た
人
生
の
芸
術
で
あ
る
の
に
任
せ
」
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

芸
術
は
独
立
し
た
も
の
だ
が
、
本
来
人
間
性
の
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
芸
術
を
人
生
か
ら
隔
離
す
る
必
要
は
な
い
し
、
芸
術
は
人
生
に

仕
え
る
必
要
も
な
い

か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
、
二
年
後
に
彼
は
「
生
活
の
芸
術
」〝
生
活
之
芸
術
〞（
あ
る
い
は
〝
生
活
的
芸
術
〞）
を
提
唱
す
る（

2
）。

そ
れ
は
「
人
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生
の
芸
術
」
の
「
人
生
」
を
単
に
「
生
活
」
に
置
き
換
え
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、「
生
活
」
と
「
芸
術
」

と
の
間
の
関
係
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
点
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
芸
術
を
生
活
か
ら
隔
離
す
る
必
要
は
な
い
し
、
芸
術
は

生
活
に
仕
え
る
必
要
も
な
い
」
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
芸
術
と
生
活
を
「
の
」（〝
的
〞
あ
る
い
は
〝
之
〞）
で
結
ん
だ
そ
の
芸
術
観
（
＝

生
活
観
）
は
、
芸
術
を
狭
義
の
芸
術
の
枠
内
に
囲
い
込
ん
だ
り
、
制
度
化
さ
れ
た
芸
術
以
外
の
諸
形
式
の
芸
術
性
を
閑
却
し
て
、
芸
術
と

生
活
を
分
離
す
る
よ
う
な
芸
術
観
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
。

　

彼
は
、「
人
生
の
芸
術
」
を
主
張
し
て
か
ら
「
生
活
の
芸
術
」
を
提
唱
す
る
ま
で
の
間
に
、
Ｈ
・
エ
リ
ス
か
ら
の
示
唆
を
受
け
て
、
独

自
の
デ
カ
ダ
ン
ス
論
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
た（

3
）。

そ
の
意
味
で
は
デ
カ
ダ
ン
ス
論
が
彼
の
「
人
生
の
芸
術
」
を
「
生
活
の
芸
術
」

に
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
デ
カ
ダ
ン
ス
論
は
ま
た
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
彼
の
中
に
小
品
文
作
家
と
し
て
の
執
筆
主
体
を

確
立
さ
せ
て
も
い
た（

4
）。歴

史
民
俗
趣
味
に
触
れ
る
彼
の
小
品
文
の
語
り
が
、具
体
的
に
は
、瑣
末
な
事
象
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
彼
の
小
品
文
に
お
け
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
あ
り
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
彼
の
デ
カ
ダ
ン
ス
は
、
小
品
文
創
作
の

形
式
に
だ
け
現
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
思
想
や
も
の
の
見
方
全
般
、
そ
し
て
生
活
お
よ
び
人
生
に
対
す
る
態
度
に

ま
で
及
ん
で
い
た
。
彼
の
小
品
文
の
デ
カ
ダ
ン
ス
が
、
決
し
て
徹
底
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
絶
妙
に
節
制
さ
れ
て
い
た（

5
）よ

う
に
、
彼
に
お
い

て
は
、
た
と
え
生
活
の
デ
カ
ダ
ン
ス
が
追
求
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
野
放
図
で
ほ
し
い
ま
ま
の
デ
カ
ダ
ン
ス
で
は
な
く
、
節
制
さ

れ
た
、
い
わ
ば
方
法
と
し
て
の
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
周
作
人
に
お
け
る
生
活
の
デ
カ
ダ
ン
ス
が
ど
の
よ

う
な
志
向
を
持
っ
て
い
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
根
本
的
に
何
と
対
峙
し
、
ど
の
よ
う
に
節
制
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
い
く
つ
か
の
側
面
か

ら
検
討
し
、
彼
に
お
け
る
「
生
活
の
芸
術
」
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二　

生
活
そ
れ
自
身
へ
の
愛
好

　

周
作
人
は
「
芸
術
と
生
活
」〝
芸
術
与
生
活
〞
と
題
し
た
自
選
文
集
を
一
九
三
一
年
に
出
版
し
て
い
る
。
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
二

〇
年
代
の
前
半
ま
で
に
書
か
れ
た
、
三
一
年
当
時
と
し
て
は
古
い
文
章
ば
か
り
で
あ
る
。
著
名
な
「
人
間
の
文
学
」《
人
的
文
学
》（
一
九

一
八
年
）
の
ほ
か
、「
新
文
学
の
要
求
」《
新
文
学
的
要
求
》（
二
〇
年
）、「
児
童
の
文
学
」《
児
童
的
文
学
》（
二
〇
年
）、「
新
し
き
村
の

理
想
と
実
際
」《
新
村
的
理
想
与
実
際
》（
二
〇
年
）
等
、
社
会
や
文
学
の
急
進
的
改
革
を
目
的
と
し
た
議
論
を
数
多
く
含
ん
で
い
る
。
北

京
の
西
山
で
の
療
養
生
活
（
一
九
二
一
年
）
以
降
、
彼
は
自
覚
的
に
そ
う
し
た
議
論
の
執
筆
を
徐
々
に
や
め
て
い
き
、「
随
筆
」
や
「
雑
感
」、

「
小
品
文
」
な
ど
個
人
的
な
感
慨
を
中
心
と
し
た
短
い
文
章
ば
か
り
を
書
く
よ
う
に
な
る
。
彼
は
『
芸
術
と
生
活
』
の
序
文
の
中
で
、
そ

の
間
の
変
化
を
、「
夢
想
家
と
伝
道
者
」
の
成
分
が
徐
々
に
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
と
か
「
信
仰
か
ら
懐
疑
へ
」
な
ど
と
説
明
し
て
い
る（

6
）が

、

当
時
の
彼
の
「
夢
想
」
と
「
信
仰
」
を
代
表
す
る
「
新
し
き
村
」
の
生
活
に
即
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。

以
前
私
が
愛
好
し
た
芸
術
と
生
活
の
あ
る
一
面
は
、
今
も
だ
い
た
い
愛
好
し
て
い
る
。
た
だ
、
目
的
が
少
し
転
移
し
て
、
以
前
は
そ

の
中
に
見
え
隠
れ
す
る
主
義
を
私
は
喜
ん
で
い
た
よ
う
だ
が
、
い
ま
や
愛
す
る
と
こ
ろ
が
そ
の
芸
術
と
生
活
そ
れ
自
身
に
な
っ
た
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
。

 

（「『
芸
術
と
生
活
』
序
」
／
一
九
二
六
年
）
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こ
の
文
章
で
は
以
前
か
ら
の
変
化
よ
り
も
一
貫
性
に
重
点
を
お
い
た
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
二

一
年
以
降
顕
著
に
な
っ
た
彼
の
あ
る
態
度
、
つ
ま
り
、
芸
術
と
生
活
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
主
義
」
で
は
な
く
、
芸
術
と
生

活
「
そ
れ
自
身
」
を
愛
好
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
そ
の
態
度
で
あ
る
。
彼
は
五
四
時
期
に
は
理
想
主
義
的
な
大
き
な
物
語
を
「
信

仰
」
し
、「
伝
道
」
し
よ
う
と
、
改
革
の
た
め
の
議
論
を
次
々
と
発
表
す
る
と
と
も
に
、「
人
道
主
義
」
を
表
現
し
た
海
外
の
小
説
を
数
多

く
翻
訳
し
た
。
そ
れ
ら
の
翻
訳
を
ま
と
め
て
一
九
二
〇
年
に
北
京
大
学
出
版
部
か
ら
出
し
た
『
点
滴
』
の
序
文（

7
）に

、
彼
は
次
の
よ
う
に
書

き
と
め
て
い
る
。

私
た
ち
は
ふ
だ
ん
専
ら
理
性
だ
け
に
頼
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
高
尚
な
主
義
を
議
論
し
、
十
分
徹
底
的
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
感
情
が

変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
永
遠
に
空
言
、
空
想
に
す
ぎ
ず
、
い
つ
ま
で
も
実
現
し
な
い
。
本
当
の
文
学
は
人
間
の
感
情
を
伝
染
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
人
道
主
義
の
思
想
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
の
見
解
や
思
想
を
、
理
性
面

か
ら
感
情
面
へ
と
移
す
こ
と
が
で
き
、
私
た
ち
の
心
に
、
深
い
印
文
を
刻
ん
で
、
思
想
が
事
実
に
変
わ
る
た
め
の
中
枢
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
文
学
に
対
す
る
最
大
の
希
望
と
信
託
で
あ
り
、・
・
・

こ
こ
に
は
、
高
尚
な
主
義
と
文
学
の
功
利
性
へ
の
信
頼
が
躊
躇
な
く
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
二
八
年
に
こ
の
翻
訳
小
説
集

を
改
訂
し
て
開
明
書
店
か
ら
出
版
す
る
際
、
タ
イ
ト
ル
を
『
空
太
鼓
』
に
改
め
、
序
文
も
差
し
替
え
た
。
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
一
節

が
あ
る
。
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単
純
な
信
仰
（〝Sim

ple Faith

〞）
は
個
人
に
お
い
て
あ
る
い
は
幸
福
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
明
浄
な
観
照
の
方
が
も
っ
と

興
趣
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
人
生
と
社
会
は
実
に
複
雑
で
、
そ
の
も
の
通
り
観
察
し
て
ゆ
け
ば
〔
原
文
：〝
如
実
地
観
察
過
去（

8
）〞〕、

身

は
地
獄
に
落
ち
一
生
脱
出
の
機
会
が
な
く
と
も
、
一
心
に
「
極
楽
浄
土
」
を
念
じ
て
得
度
す
る
よ
り
、
ず
っ
と
面
白
み
が
あ
る
よ

う
だ（

9
）。

　

こ
こ
で
は
、
高
尚
な
主
義
に
対
す
る
「
単
純
な
信
仰
」
は
、「
一
心
に
『
極
楽
浄
土
』
を
念
じ
て
得
度
す
る
」
態
度
と
同
等
視
さ
れ
て

退
け
ら
れ
、「
複
雑
」
な
「
人
生
と
社
会
」
を
「
そ
の
も
の
通
り
観
察
」
す
る
「
明
浄
な
観
照
」
こ
そ
「
興
趣
」
あ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
さ
て
、
ひ
と
つ
は
、
生
活
と
芸
術
「
そ
れ
自
身
」
へ
の
愛
好
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
人
生
と
社
会
」
を
「
そ
の
も
の
通
り
観
察
」
す

る
「
興
趣
あ
る
」「
観
照
」。
こ
の
ふ
た
つ
の
彼
の
態
度
に
は
、
共
通
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

思
う
に
、
こ
れ
ら
の
表
明
に
共
通
す
る
も
の
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
は
、
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
審
美
的
趨
向
で
あ
る
。
Ｐ
・
ブ
ー

ル
ジ
ェ
は
、
書
物
全
体
が
解
体
し
て
一
章
節
が
独
立
し
、
一
章
節
が
解
体
し
て
一
句
が
独
立
し
、
一
句
が
解
体
し
て
一
語
が
独
立
し
て
い

く
も
の
と
し
て
言
語
の
デ
カ
ダ
ン
ス
を
描
い
た（

10
）。

Ｈ
・
エ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
史
を
概
観
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
デ
カ
ダ
ン

ス
を
古
典
主
義
と
対
立
さ
せ
て
、
全
体
よ
り
部
分
を
優
越
化
し
て
い
く
審
美
的
趨
向
と
し
て
整
理
し
た（

11
）。

周
作
人
は
主
に
エ
リ
ス
の
論
述

に
示
唆
を
受
け
て
こ
の
よ
う
な
デ
カ
ダ
ン
ス
論
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
た（

12
）。

も
し
あ
る
特
定
の
芸
術
作
品
や
生
活
を
愛
す
る
の
は
、
崇

高
な
主
義
や
信
仰
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
だ
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
作
品
や
生
活
は
、
実
は
、
主
義
や
信
仰
に

従
属
す
る
そ
の
材
料
的
道
具
的
一
部
分
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
芸
術
や
生
活
を
、
そ

れ
自
体
自
律
的
な
も
の
、
独
立
し
た
も
の
と
し
て
尊
重
し
愛
惜
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
主
義
や
信
仰
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
あ
る
全
体
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的
な
世
界
観
に
対
し
て
、
そ
の
一
部
分
で
あ
る
生
活
の
価
値
を
、
従
属
的
な
も
の
か
ら
、
全
体
と
同
等
、
あ
る
い
は
全
体
よ
り
優
越
的
な

も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
部
分
の
全
体
に
対
す
る
優
越
化
、
つ
ま
り
デ
カ
ダ

ン
ス
の
審
美
的
趨
向
で
あ
る
。

　

周
作
人
は
『
中
国
新
文
学
の
源
流
』《
中
国
新
文
学
的
源
流
》（
一
九
三
二
年
）
の
中
で
、「
文
学
に
は
感
情
だ
け
が
あ
っ
て
、
目
的
は

あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
た
う
え
で
、
も
し
目
的
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
た
だ
「
口
に
出
す
〔〝
説
出
〞〕」
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
と
し
、
そ
の

よ
う
な
態
度
を
「
芸
術
の
態
度
」
と
言
い
換
え
た
（「
五
．
文
学
の
起
源
」）。
そ
の
際
彼
が
芸
術
（
あ
る
い
は
文
学
）
の
対
極
に
置
い
た

の
は
「
宗
教
」
で
あ
っ
た
が
、「
宗
教
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
眼
目
は
、
大
宗
教
が
持
つ
よ
う
な
経
典
や
体
系
的
な
教
義
あ
る
い
は
複
雑

な
宗
教
制
度
等
で
は
な
く
、
現
実
へ
の
実
効
的
な
影
響
が
期
待
さ
れ
る
法
術
性
あ
る
い
は
呪
術
性
で
あ
っ
た
。
彼
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

芸
術
は
芸
術
そ
れ
自
身
に
価
値
が
あ
る
が
、
宗
教
（
実
は
法
術
）
は
目
的
を
さ
し
措
い
て
そ
れ
自
身
に
価
値
は
な
い
。
例
え
ば
、
雨
乞
い

の
儀
式
は
雨
を
降
ら
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
降
雨
が
実
現
し
な
け
れ
ば
無
意
味
と
な
る
。
逆
に
言
え
ば
も

し
法
術
そ
れ
自
身
に
価
値
が
生
ま
れ
た
時
、
つ
ま
り
「
法
術
の
た
め
の
法
術
」
が
成
立
し
た
時
、
そ
の
法
術
は
ほ
と
ん
ど
芸
術
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
芸
術
は
周
作
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
自
律
的
事
象
の
典
型
と
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

彼
に
お
い
て
、
生
活
「
そ
れ
自
身
」
へ
の
愛
好
と
は
、
生
活
を
芸
術
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
義
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
を
求
め
る
よ
う
に
、「
生
活
の
た
め
の
生
活
」
を
求
め
る
審
美
的
趨
向
で
あ
る
。「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
審
美
的
趨

向
は
、
事
象
そ
れ
自
身
の
価
値
を
優
越
化
し
、
事
象
の
自
律
性
を
認
め
、
そ
し
て
「
Ｘ
の
た
め
の
Ｘ
」
つ
ま
り
自
己
目
的
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
芸
術
と
生
活
』
に
収
め
ら
れ
た
「
新
文
学
の
要
求
」
は
、
上
述
の
よ
う
な
生
活
や
芸
術
そ
れ
自
身
の
自
律
的
価
値
を
彼
が
ま
だ
強
調



生
活
の
た
め
の
生
活

― 67 ―

し
て
い
な
か
っ
た
一
九
二
〇
年
一
月
に
書
い
た
も
の
で
、
そ
の
当
時
の
「
夢
想
家
」、「
伝
道
者
」
風
の
彼
の
考
え
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
冒
頭
で
彼
は
、
文
学
を
「
芸
術
派
」
と
「
人
生
派
」
に
分
け
た
う
え
で
、「
私
た
ち
が
要
求
す
る
の
は
む
ろ
ん
人
生
の
芸
術
派
の
文

学
で
す
」
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
の
五
四
時
期
特
有
の
啓
蒙
調
を
帯
び
た
文
章
の
中
に
は
、
し
か
し
、
付
随
的
な
但
し
書
き
の
表
現
な
が

ら
、「
こ
の
「
Ｘ
の
た
め
の
Ｘ
」〔〝
為
什
麼
而
什
麼
〞〕
の
態
度
は
、
も
と
よ
り
学
問
進
歩
の
大
原
因
で
は
あ
る
が
・
・
・
」
と
語
っ
て
い

る
部
分
が
あ
る（

13
）。「

デ
カ
ダ
ン
ス
」
へ
の
共
感
が
周
作
人
の
文
章
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
現
れ
始
め
る
の
は
、
五
四
退
潮
期
以
降
、
周

作
人
の
個
人
史
か
ら
言
え
ば
、
西
山
で
長
い
療
養
生
活
を
送
っ
た
の
ち
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
人
類
史
上

の
意
義
を
、
明
確
な
形
で
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
一
九
二
〇
年
時
点
で
す
で
に
認
識
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
ち
な

み
に
、
広
義
の
芸
術
が
、
狭
義
の
芸
術
と
科
学
と
宗
教
の
三
つ
に
分
離
独
立
し
て
い
っ
た
二
千
年
の
欧
州
文
明
の
進
展
を
、
エ
リ
ス
が
「
デ

カ
ダ
ン
ス
」
と
呼
ん
だ（

14
）の

は
一
九
二
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
一
九
八
〇
年
の
講
演
の
中
で
、「
モ
デ
ル
ネ
〔
現
代
性
〕
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
め
ざ
し
て
い
た
も
の
の
一
つ
を
、
科

学
、
道
徳
、
芸
術
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
自
律
志
向
に
見
出
し
て
い
る（

15
）が

、
エ
リ
ス
お
よ
び
周
作
人
の
言
う
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
に
は
、

明
ら
か
に
、
そ
の
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
自
律
志
向
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
生
活
の
芸
術
」
を
語
っ
た
エ
リ

ス
と
周
作
人
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
「
モ
デ
ル
ネ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
貫
徹
を
訴
え
な
が
ら
、「
生
活
世
界
」
や
「
日
常
の
生

活
実
践
」
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
点
も
興
味
深
い
。

　

周
作
人
は
そ
の
後
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
等
の
「
頽
廃
派
文
人
」
の
文
学
的
営
為
に
深
く
共
鳴
し（

16
）、

エ
リ
ス
の
デ
カ
ダ
ン
ス
論
に
衝
撃
を
受

け
、
そ
し
て
ま
た
、
兄
魯
迅
と
の
間
の
私
生
活
を
巻
き
込
ん
だ
思
想
的
文
学
的
対
決
を
経
て
、
自
身
の
芸
術
を
試
行
錯
誤
し
て
い
く
中
で
、

上
述
の
よ
う
な
生
活
と
芸
術
「
そ
れ
自
身
」
を
愛
好
し
、
人
生
と
社
会
を
「
そ
の
も
の
通
り
」
観
察
す
る
態
度
を
着
実
に
自
身
の
も
の
に
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し
て
い
っ
た
。こ
の
よ
う
な
芸
術
と
生
活
に
対
す
る
態
度
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
、「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」

と
「
生
活
の
た
め
の
生
活
」
を
、
達
人
的
な
倫
理
主
体
の
も
と
で
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
生
活
の
芸
術
」
の
態
度
で
あ
っ
た
。

三　
「
無
用
」
な
飲
食
の
享
楽

　

で
は
、
周
作
人
に
お
け
る
生
活
「
そ
れ
自
身
」
へ
の
愛
好
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の
様
相
を
も
う
少
し
具
体
的
に
い
く
つ
か

の
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
く
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
飲
食
の
享
楽
を
取
り
上
げ
る
。
周
作
人
は
「
北
京
の
茶
菓
子
」
の
中
で
、
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
た
ち
に
は
、
日
用
必
要
な
も
の
以
外
に
、
無
用
な
遊
戯
と
享
楽
が
必
要
だ
。
そ
う
で
な
い
と
生
活
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。
夕
陽
を

見
、
天
の
川
を
見
、
花
を
見
、
雨
を
聴
き
、
香
り
を
聞
き
、
渇
き
を
癒
す
た
め
で
な
い
酒
を
飲
み
、
飢
え
を
充
た
す
た
め
で
な
い
菓

子
を
食
べ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
生
活
に
必
要
な
の
だ
。
そ
れ
ら
は
無
用
な
装
飾
〔〝
無
用
的
装
点
〞〕
で
は
あ
る
が
。
し
か
も
、
そ

れ
は
精
錬
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
い
い（

17
）。

こ
の
中
に
は
、「
無
用
な
遊
戯
」、「
無
用
な
装
飾
」
が
必
要
だ
と
い
う
一
種
の
「
無
用
の
用
」
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
見

無
用
に
見
え
る
も
の
が
実
は
有
用
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
無
用
」
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
絶
対
的
な
「
無
用
」
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、

彼
が
無
用
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
単
に
逆
説
を
弄
し
た
い
が
た
め
で
は
な
い
。
無
用
と
い
う
こ
と
で
、
他
の
何
の
役
に
も
立
た
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な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
己
目
的
的
で
自
律
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
、「
渇
き
を
癒
す
た
め
で
な
い
酒
を
飲
み
、
飢
え
を
充
た
す
た
め
で
な
い
菓
子
を
食
べ
る
」
と
い
う
周
作
人
の
こ
と
ば
に

即
し
て
敷
衍
し
て
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
毎
日
の
食
事
は
、
飢
え
を
充
た
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
食
べ
る
こ
と
「
そ
れ
自

身
」
と
は
別
の
こ
と
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
酷
暑
の
中
の
水
は
、
渇
き
を
癒
す
と
い
う
、
飲
む
こ
と
「
そ
れ
自
身
」
と

は
別
の
こ
と
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
飲
食
男
女
」
と
い
う
儒
家
経
典
（『
礼
記
』「
礼
運
篇
」）
由
来
の
こ
と
ば
が
あ
る
。

周
作
人
も
、
こ
の
こ
と
ば
を
動
物
と
し
て
の
人
間
の
本
能
（
飲
食
欲
と
性
欲
）
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る（

18
）。

飲

食
を
果
た
せ
な
け
れ
ば
生
存
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
飲
食
は
「
必
要
」
だ
が
、
菓
子
や
酒
は
そ
の
意
味
で
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い

い
「
無
用
」
の
も
の
で
あ
る
。（
も
ち
ろ
ん
菓
子
や
酒
も
基
本
的
生
存
に
役
立
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
そ
れ
ら
は
す
で

に
「
菓
子
」
や
「
酒
」
で
は
な
く
単
な
る
「
飲
食
物
」
に
な
っ
て
い
る
。）
つ
ま
り
、
菓
子
や
酒
は
、
飲
食
「
そ
れ
自
身
」
に
と
っ
て
、

基
本
的
生
存
の
た
め
と
い
う
切
実
な
目
的
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
自
律
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
エ
ッ
セ
イ
「
酒
を

語
る
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

酒
を
飲
む
お
も
し
ろ
味
〔〝
趣
味
〞〕
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
私
に
は
た
ぶ
ん
う
ま
く
言
え
な
い
。
酒
の
楽
し
み
は
酔
っ
た

後
の
陶
然
と
し
た
境
地
に
あ
る
と
言
う
人
が
い
る
。
し
か
し
私
に
は
そ
の
境
地
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
私
は
酒
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
て
以
来
あ
ま
り
陶
然
と
な
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
で
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
私
の
酔
い
は
た

い
て
い
単
な
る
生
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
精
神
的
な
陶
酔
で
は
な
い
か
ら
だ
。
だ
か
ら
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
酒
の
お
も
し
ろ
味
と

い
う
の
は
飲
ん
で
い
る
時
だ
け
の
こ
と
だ
。
思
う
に
、
悦
楽
は
た
い
て
い
そ
れ
を
す
る
そ
の
一
刹
那
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
陶
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然
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
も
杯
が
口
に
つ
い
て
い
る
一
刻
で
あ
ろ
う
。
酔
っ
て
、
眠
く
な
っ
た
ら
、
当
然
し
ば
ら
く
休
む
だ
ろ
う
。
そ

れ
も
の
ん
び
り
と
気
持
ち
い
い
〔〝
安
舒
〞〕
が
、
酒
の
真
の
お
も
し
ろ
味
が
そ
こ
に
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
だ
ろ
う（

19
）。

こ
の
一
節
で
彼
は
、
彼
個
人
の
特
殊
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
享
楽
の
一
般
的
な
原
則
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
悦
楽
は

た
い
て
い
そ
れ
を
す
る
そ
の
一
刹
那
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
陶
酔
す
る
た
め
に
酒
を
飲
む
の
な
ら
、
そ
の
酒
は
陶
酔
の

た
め
の
道
具
と
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
飲
酒
の
お
も
し
ろ
味
が
飲
む
瞬
間
に
あ
る
と
言
う
の
は
、
そ
の
瞬
間
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る

目
的
を
排
除
し
た
「
無
用
」
な
飲
酒
「
そ
れ
自
身
」
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
現
在
、
巷
に
は
料
理
を
芸
術
と
み
な
す
見
方
が
あ
る（

20
）が

、
周

作
人
は
料
理
に
関
し
て
そ
れ
を
享
楽
の
対
象
と
し
て
語
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
料
理
が
人
間
の
基
本
的
生
存
と
あ
ま
り
に
も

直
接
的
に
関
わ
り
す
ぎ
て
い
て
、
料
理
を
食
べ
る
こ
と
「
そ
れ
自
身
」
が
、
自
律
し
た
事
象
と
し
て
取
り
出
さ
れ
に
く
い
か
ら
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。
享
楽
は
「
無
用
」
な
も
の
に
お
い
て
こ
そ
最
も
純
粋
に
実
現
さ
れ
る
。
周
作
人
は
そ
う
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
飲
食
の
享
楽
の
中
で
、
周
作
人
が
最
も
愛
好
し
、
か
つ
し
ば
し
ば
語
っ
た
「
無
用
」
な
も
の
と
い
え
ば
、
茶
を
お
い
て
他

に
は
な
い
。
エ
ッ
セ
イ
「
茶
を
飲
む
」
の
中
で
彼
は
茶
と
言
え
ば
緑
茶
が
正
統
だ
と
独
断
的
に
宣
言
し
た
う
え
で
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
ト
ー
ス
ト
」
を
食
べ
な
が
ら
紅
茶
を
飲
む
の
は
悪
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
食
事
と
し
て
、
空
腹
時
に
食
べ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
私
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
茶
を
飲
む
」
と
は
、
た
だ
茶
だ
け
を
飲
む
〔〝
喝
清
茶
〞〕
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
の
色
と
香
り

と
味
を
味
わ
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
必
ず
し
も
の
ど
の
渇
き
を
い
や
す
と
こ
ろ
に
な
い
し
、
む
ろ
ん
、
ま
し
て
や
満
腹

す
る
と
こ
ろ
に
は
な
い（

21
）。
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周
作
人
が
愛
好
す
る
茶
は
、
の
ど
の
渇
き
を
い
や
す
の
に
役
立
つ
有
用
な
茶
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
、
健
康
に
い
い
か
ら
飲
む

と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
茶
は
言
わ
ば
茶
の
た
め
の
茶
で
あ
り
、
も
し
目
的
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
茶
の
「
色
と
香
り
と
味
を

味
わ
う
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。「
茶
を
飲
む
」
を
読
む
と
、
彼
が
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
書
』B

ook of Tea

に
目
を
通
し
、
日
本
の
茶

道
の
様
子
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
彼
の
関
心
の
焦
点
は
、「
不
完
全
な
現
世
に
お
い
て
わ
ず
か
な
美
と
調
和
を
享
楽

す
る
」
と
か
「
刹
那
に
永
遠
を
感
得
す
る
」
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
た
だ
茶
を
飲
む
こ
と
そ
れ
自
身
で
あ
っ
た
。
小

品
文
作
家
と
し
て
の
彼
の
境
地
を
象
徴
す
る
以
下
の
雨
の
日
の
心
象
風
景（

22
）の

中
に
も
茶
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
茶
も
、
そ
れ
を

飲
む
一
刹
那
だ
け
に
悦
楽
が
あ
る
と
い
う
「
無
用
」
な
茶
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

・
・
・
こ
の
よ
う
な
時
〔
陰
鬱
な
雨
の
日
〕、
い
つ
も
あ
る
空
想
を
す
る
。
川
の
ほ
と
り
の
村
の
小
屋
の
中
、
ガ
ラ
ス
窓
の
そ
ば
で
白

炭
火
鉢（

23
）を

焚
き
、
た
だ
茶
だ
け
を
飲
ん
で
〔〝
喝
清
茶
〞〕、
友
人
と
気
ま
ま
に
語
り
合
う
、
そ
れ
は
な
ん
と
愉
快
な
こ
と
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
ん
な
空
想
は
む
ろ
ん
実
現
す
る
希
望
は
な
く
、・
・
・（

24
）

そ
の
よ
う
な
茶
は
、
彼
の
生
活
態
度
と
人
生
哲
学
を
語
る
上
で
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

私
は
、
終
日
寝
て
い
て
も
い
い
し
茶
酒
を
食
事
の
代
わ
り
に
し
て
も
い
い
、
な
ど
と
言
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
寝
る
こ
と
と
か

酒
や
茶
を
飲
む
こ
と
も
軽
蔑
し
て
い
い
こ
と
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
も
生
活
の
一
部
分
だ
か
ら
。
百
年
余
り
前
、

茶
道
に
精
通
し
た
あ
る
芸
術
家
が
日
本
に
い
た
。
あ
る
時
旅
行
す
る
や
、
停
留
所
〔〝
駅
站
〞〕
ご
と
に
必
ず
茶
具
を
取
り
出
し
て
悠
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然
と
茶
を
入
れ
て
飲
ん
だ
。
あ
る
人
が
、
旅
行
中
ま
で
こ
ん
な
こ
と
し
な
く
て
も
、
と
彼
を
諌
め
て
言
っ
た
。
彼
の
そ
れ
に
対
す
る

答
え
が
い
い
。「
旅
行
中
と
て
生
活
で
は
な
い
か
。」
こ
の
よ
う
に
考
え
る
人
で
あ
っ
て
こ
そ
本
当
に
自
分
の
生
活
を
尊
重
し
か
つ
享

楽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ペ
イ
タ
ー
は
言
っ
た
。
我
々
の
生
活
の
目
的
は
経
験
の
結
果
で
は
な
く
経
験
そ
れ
自
身
だ
と（

25
）。

生
真
面
目

な
人
々
は
ひ
と
つ
の
こ
と
だ
け
が
ま
じ
め
な
生
活
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
や
む
を
え
な
い
悪
趣
味
か
、
で
な
け
れ
ば
、
あ
っ
て
も
な

く
て
も
い
い
付
属
物
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
し
て
い
る（

26
）。

茶
を
飲
む
こ
と
は
往
々
に
し
て
「
ま
じ
め
な
生
活
」
に
と
っ
て
「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
付
属
物
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
何
か
に
付

属
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、「
そ
れ
自
身
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
ペ
イ
タ
ー
の
箴
言
「
生
活
の
目
的
は
経
験
の
結
果
で

は
な
く
経
験
そ
れ
自
身
だ
」
と
同
様
に
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
審
美
的
趨
向
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

周
作
人
は
一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て
、「
苦
い
茶
を
飲
ん
だ
時
に
書
い
た
も
の（

27
）」

と
い
う
意
味
の
「
苦
茶
随
筆
」
を
タ
イ
ト
ル
と
し
た

連
作
読
書
筆
記
の
執
筆
を
思
い
立
ち
、
一
九
三
五
年
に
は
文
集
『
苦
茶
随
筆
』
を
ま
と
め
る
。
そ
の
間
、
三
三
年
に
『
苦
茶
庵
笑
話
選
』

を
編
集
・
出
版
し
、
一
九
三
四
年
の
中
国
文
壇
に
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
い
わ
ゆ
る
「
五
十
自
寿
詩（

28
）」

の
末
句
で
は
、「
と
り
あ
え
ず
寒

斎
ま
で
苦
い
茶
を
飲
み
に
来
ら
れ
よ
〔〝
且
到
寒
斎
喫
苦
茶
〞〕」
と
詠
ん
で
い
る
。
二
〇
年
代
す
で
に
「
苦
」
に
屈
折
し
た
審
美
価
値
を
賦

与
し
て
い
た
彼（

29
）は

、
こ
こ
に
至
っ
て
、
単
な
る
「
茶
」
を
「
苦
い
茶
」
へ
と
精
錬
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
茶
に
つ
い
て
書
い
た
こ
の
あ
と

の
文
章
に
お
い
て
は
、「
デ
カ
ダ
ン
ス
〔〝
頽
廃
〞〕」
は
も
ち
ろ
ん
、「
無
用
」
や
「
享
楽
」
と
い
っ
た
こ
と
も
取
り
立
て
て
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
語
り
は
、
ひ
た
す
ら
茶
を
め
ぐ
る
書
籍
の
一
節
や
ト
ピ
ッ
ク
の
細
部
を
た
ど
る
の
み
で
、
い
わ
ば
、
語
り
そ
れ
自
身
が
何
ら

題
目
な
し
で
デ
カ
ダ
ン
ス
を
体
現
し
て
見
せ
て
い
る（

30
）。

こ
の
よ
う
な
地
点
か
ら
先
に
触
れ
た
二
〇
年
代
の
エ
ッ
セ
イ
群
を
振
り
返
っ
て
見
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て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
審
美
的
趨
向
を
テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
ア
ン
チ
・
デ
カ
ダ
ン
ス
を
体
現
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
さ
え
見
え
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
「
無
用
」
な
飲
食
は
、
周
作
人
に
お
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
「
無
用
」
な
芸
術
、「
無
用
」
な
文
学
に
通
じ

て
い
た
。
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
彼
は
勃
興
す
る
左
翼
文
芸
思
潮
に
抗
し
て
、
文
学
無
用
説
を
頻
繁
に
語
っ 

た（
31
）が

、
そ
れ
も
結
局
の
と
こ
ろ
文
学
が
絶
対
的
に
「
無
用
」
だ
と
い
う
主
張
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
必
要
な
「
無
用
」
を
主

張
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
芸
「
無
用
」
説
に
関
し
て
は
デ
カ
ダ
ン
ス
概
念
同
様
、
や
は
り
Ｈ
・
エ
リ
ス
が
詳
細

な
議
論
を
書
き
残
し
て
い
る
。
エ
リ
ス
『
生
の
舞
踏
』
最
後
の
結
論
部
分
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
者
た
ち
〔
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
〕
が
芸
術
（
彼
ら
が
考
え
て
い
た
の
は
い
わ
ゆ
る
美
術
だ

け
で
あ
る
）
は
無
用
で
あ
る
と
言
っ
た
時
、
彼
ら
が
実
際
に
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
芸
術
は
芸
術
以
外
の
第
一
義
的

に
有
用
な
目
的
の
た
め
に
意
識
的
に
追
求
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
正
し
い
。
そ
れ
は
「
生
活
の
芸
術
」

た
る
道
徳
に
つ
い
て
さ
え
も
正
し
い
。〔
傍
線
部
分
の
原
文
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
よ
る
強
調（

32
）〕

「
無
用
」
と
い
う
こ
と
ば
が
無
条
件
の
絶
対
的
な
「
無
用
」
で
な
い
こ
と
は
、
周
作
人
の
場
合
も
エ
リ
ス
と
同
様
で
あ
る
。
彼
は
、
エ
リ

ス
の
こ
の
書
物
を
一
九
二
四
年
二
月
に
熟
読
し
て
い
る（

33
）が

、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
か
ら
歴
史
民
俗
趣
味
に
触
れ
る
小
品
文
を
量
産
し
て
い

く
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
ろ
か
ら
彼
は
一
個
の
作
家
、
芸
術
家
と
し
て
、
意
識
的
に
「
無
用
」
な
も
の
の
精
錬
を
追
求
し
始
め
た
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
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周
作
人
は
、「
無
用
」
な
享
楽
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
「
必
要
」
な
の
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
十
分
明
快
に
説

明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
自
己
目
的
性
や
自
律
性
あ
る
い
は
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
も
の
が
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
と
し

て
無
条
件
に
追
求
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
十
分
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
こ
の
「
無
用
な
遊
戯
と
享
楽
が
必
要
」

と
い
う
逆
説
自
体
が
表
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
奥
行
き
の
あ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
あ
っ
て
、「
無
用
」
の
遠
く

彼
方
に
は
、
人
間
の
基
本
的
生
存
に
根
ざ
し
た
全
く
レ
ベ
ル
の
違
う
「
用
」
と
「
必
要
」
が
控
え
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四　

性
欲
を
め
ぐ
る
節
制
の
諸
形
式

　

前
節
で
は
飲
食
欲
を
め
ぐ
る
周
作
人
の
享
楽
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
主
に
性
欲
を
め
ぐ
る
「
生
活
の
芸
術
」
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

周
作
人
は
一
九
二
四
年
末
近
く
に
、
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」
を
書
き
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
「
兼
好
法
師
と
李
笠
翁
」
と
い
う
エ
ッ

セ
イ
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
李
笠
翁
こ
と
李
漁
は
、
欲
望
の
対
象
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
す
れ
ば
心
は
乱
れ
な
い
〔〝
不
見
可
欲

使
心
不
乱
〞〕
と
い
う
老
子
の
考
え
方
に
対
し
て
、
日
ご
ろ
か
ら
欲
望
の
対
象
に
触
れ
て
い
れ
ば
こ
れ
ま
た
心
は
乱
れ
な
い
〔〝
常
見
可
欲
亦

能
使
心
不
乱
〞〕
と
い
う
逆
説
を
提
示
し
て
い
る
。
ふ
だ
ん
欲
望
の
対
象
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
て
い
る
と
、
一
旦
欲
望
の
対
象
に
触
れ
た

時
の
心
の
乱
れ
方
は
尋
常
の
比
で
は
な
い
。
し
か
も
山
に
こ
も
り
俗
世
間
と
一
切
接
触
せ
ず
に
い
る
と
い
う
の
も
不
可
能
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
李
漁
の
考
え
方
（『
笠
翁
偶
集
』
巻
六
）
に
対
し
て
、
周
作
人
は
こ
れ
こ
そ
「
性
教
育
の
精
義
」
だ
と
し
て
高
く
評
価
し
た
う

え
で
、
い
わ
ゆ
る
「
聖
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
の
誘
惑
」
に
話
を
つ
な
げ
て
い
る
。
聖
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
は
「
修
道
生
活
の
父
」
と
も
呼
ば
れ
る
キ
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リ
ス
ト
教
修
道
主
義
の
創
始
者
で
、
エ
ジ
プ
ト
の
荒
野
で
修
行
中
、
悪
魔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
を
受
け
た
と
さ
れ
る
が
、
周
作
人
は
そ

れ
を
、
厳
格
な
禁
欲
主
義
が
心
の
乱
れ
を
生
ん
だ
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
こ
こ
で
、「
飲
食
男
女
」
の
う
ち
の
「
男
女
」

つ
ま
り
性
欲
と
い
う
人
間
の
基
本
的
生
存
に
関
わ
る
欲
求
の
対
処
法
と
し
て
、
厳
格
な
禁
欲
主
義
の
不
合
理
性
を
訴
え
て
い
る
と
言
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
。

　

彼
は
上
述
の
よ
う
な
李
漁
を
「
生
活
法
を
知
っ
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
生
活
の
芸
術
」
を
理
解
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」
で
彼
は
当
時
の
中
国
の
生
活
方
式
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

一
口
一
口
啜
る
、
こ
れ
は
確
か
に
中
国
に
わ
ず
か
に
残
る
飲
酒
の
芸
術
だ
。
盃
を
干
す
者
に
酒
の
味
は
わ
か
ら
な
い
し
、
泥
酔
す
る

者
に
は
ほ
ろ
酔
い
の
味
が
わ
か
ら
な
い
。
中
国
人
は
飲
食
に
関
し
て
ま
だ
享
受
す
る
術
を
心
得
て
い
る
が
、
一
般
の
「
生
活
の
芸
術
」

は
と
っ
く
の
昔
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
中
国
の
生
活
方
式
は
今
や
両
極
端
し
か
な
い
。
禁
欲
で
な
け
れ
ば
縦
欲
、
酒
と
い
う
こ
と

ば
さ
え
口
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
な
け
れ
ば
、
酒
樽
の
中
に
身
を
浸
す
か
、
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
。
両
者
は
互
い
に
反
発
し
て
は
、

互
い
に
増
長
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
は
い
ず
れ
も
同
じ
く
糞
み
そ
だ（

34
）。

飲
酒
の
お
も
し
ろ
味
は
そ
の
飲
む
刹
那
に
あ
る
と
い
う
周
作
人
の
考
え
方
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
禁
酒
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
酒
の
味
は

わ
か
ら
な
い
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に
飲
ん
で
も
や
は
り
酒
の
味
は
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
周
作
人
に
と
っ
て
の
主
題
は
、
厳
密
に
い
え
ば

禁
欲
主
義
批
判
で
は
な
く
、
禁
欲
と
縦
欲
の
調
和
、
自
由
と
節
制
の
調
和
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
平
板
な
調

和
で
は
な
い
。
彼
は
エ
リ
ス
の
議
論
に
基
づ
い
て
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
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本
来
「
生
活
の
芸
術
」
は
、
禁
欲
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
耽
溺
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
両
者
が
支
え
合
っ
て
、
取
ら

ん
と
し
て
拒
み
、
拒
ま
ん
と
し
て
取
る
、
旋
律
を
な
す
人
生
に
あ
り
、
決
し
て
一
直
線
に
進
む
の
を
よ
し
と
し
な
い
。
耽
溺
は
生
活

の
基
本
で
あ
っ
て
、蔑
視
し
て
い
い
も
の
で
は
な
い
。た
だ
一
種
の
節
制
が
必
要
な
だ
け
で
あ
る
。こ
れ
が
禁
欲
主
義
の
用
途
で
あ
っ

て
、
そ
の
効
用
は
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
完
全
な
満
足
を
得
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
目
的
を
離
れ
て
そ
れ
自
身
に
価
値
は
な
い（

35
）。

同
様
の
内
容
を
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

エ
リ
ス
は
こ
の
問
題
〔
禁
欲
と
縦
欲
の
調
和
〕
に
対
し
て
非
常
に
す
ぐ
れ
た
意
見
を
有
し
て
い
る
。
彼
は
宗
教
的
な
禁
欲
主
義
を
排
斥

す
る
が
、
禁
欲
も
ま
た
人
間
性
の
一
面
で
あ
り
、
歓
楽
と
節
制
の
両
者
は
併
存
し
、
し
か
も
相
反
す
る
の
で
は
な
く
実
は
補
い
合
う

と
考
え
て
い
る
。
人
間
に
は
禁
欲
の
傾
向
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歓
楽
の
過
多
を
防
ぎ
、
さ
ら
に
そ
れ
で
快
楽
の
程
度
を
増
加

さ
せ
る
。

歓
楽
と
節
制
、
あ
る
い
は
耽
溺
と
禁
欲
を
、
互
い
に
補
い
合
う
も
の
と
し
て
考
え
る
と
し
て
も
、
節
制
（
禁
欲
）
が
さ
ら
な
る
歓
楽
（
満

足
）
の
た
め
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
両
者
の
調
和
は
す
で
に
平
板
な
関
係
に
は
な
く
、
享
楽
主
義
に
統
御
さ
れ
た

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
最
良
の
享
楽
主
義
に
と
っ
て
、
禁
欲
主
義
が
敵
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
放
縦
主
義
も
同
じ
よ
う
に
敵
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
鍵
に
な
っ
て
く
る
の
は
「
節
制
」
で
あ
る
。
先
の
飲
酒
の
例
で
言
え
ば
、

「
一
口
一
口
啜
る
」
方
式
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
よ
う
な
「
節
制
」
を
周
作
人
は
人
間
の
文
明
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
大
き
く
考
え
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て
い
た
。

ふ
だ
ん
み
ん
な
誰
か
を
罵
る
時
い
つ
も
「
禽
獣
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
実
、
禽
獣
の
行
為
に
は
是
非
善
悪
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
て
、

そ
れ
は
生
物
の
本
然
の
生
活
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
に
は
理
知
が
あ
る
た
め
、
基
本
的
に
生
物
の
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
の
、
多
少
の
節
制
を
加
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
文
明
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
さ
ら
に
放
縦
を
加
え
、
理

知
を
利
用
し
て
無
理
な
ご
ま
か
し
を
施
す
。
そ
れ
は
禽
獣
も
行
わ
な
い
行
為
だ
。
例
え
ば
異
端
者
を
焼
き
殺
す
こ
と
を
そ
の
者
の
魂

を
救
う
こ
と
だ
と
言
っ
た
り
、
満
州
を
占
領
す
る
こ
と
を
王
道
を
行
う
こ
と
だ
と
言
っ
た
り
す
る
類
だ（

36
）。

ま
た
、「
節
制
」
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ス
の
『
断
言
』
か
ら
深
い
示
唆
を
受
け
た
直
後
に
、「
節
制
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
ず
に
こ
う
語
っ

て
い
る
。

か
の
宗
教
的
禁
欲
主
義
は
好
ま
し
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
合
理
的
な
禁
欲
な
ら
ば
元
来
そ
れ
は
可
能
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
純
愛
を
育

て
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、
夢
想
を
育
ん
で
、
文
芸
の
種
子
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
思
う
に
、
欲
は
本
能
だ
。
愛
は
本
能
で

は
な
く
て
む
し
ろ
芸
術
、
つ
ま
り
本
能
に
基
づ
い
て
調
節
を
加
え
る
こ
と
だ（

37
）。

こ
の
一
節
の
中
の
「
合
理
的
な
禁
欲
」、「
本
能
に
基
づ
い
て
調
節
を
加
え
る
こ
と
」
は
、
実
は
い
ず
れ
も
「
節
制
」
と
言
い
換
え
る
こ
と

が
で
き
る
。「
純
愛
を
育
て
る
こ
と
」
や
「
文
芸
」
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
酒
を
「
一
口
一
口
啜
る
」
の
と
同
様
、「
節
制
」
の
形
式
で
あ
っ
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て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
芸
術
」
あ
る
い
は
「
生
活
の
芸
術
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
美
的
な
も
の
で
あ
る（

38
）こ

と
は
、「
生
活
の
芸
術
」

を
動
物
の
生
活
と
対
比
し
た
次
の
一
節
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

生
活
は
あ
ま
り
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
動
物
の
よ
う
に
自
然
に
シ
ン
プ
ル
に
生
活
す
る
、
そ
れ
も
一
つ
の
方
法
だ
。
生
活
を
一
種

の
芸
術
と
見
な
し
て
、
微
妙
に
美
し
く
生
活
す
る
、
そ
れ
も
ま
た
一
法
だ
。
両
者
の
他
に
道
は
な
く
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
禽
獣

以
下
の
乱
れ
た
生
活
だ（

39
）。

　

先
に
挙
げ
た
「『
結
婚
愛
』」
や
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」
で
は
、「
愛
の
術
」〔〝
愛
之
術
〞〝A

rs A
m

atoria

〞
〕
が
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
愛
の
術
」
と
は
つ
ま
り
、
性
欲
を
め
ぐ
る
「
節
制
」
の
美
的
諸
形
式
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。「
愛
の
術
」
と
い
う
用
語
は
元
来
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
書
名
に
由
来
す
る
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
エ
リ

ス
が
、
名
著
『
性
心
理
学
研
究
』Studies in the Psychology of Sex

第
六
巻
『
性
と
社
会
』Sex in R

elation to Society

の
第
一
一
章
「
愛

の
芸
術
」〝A

rt of love

〞
の
中
で
、
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
、
結
婚
に
お
け
る
愛
だ
け
が
正
当
で

あ
っ
て
、「
愛
の
芸
術
」
は
不
道
徳
な
も
の
と
見
な
し
た
の
に
対
し
て
、「
愛
の
芸
術
」
を
道
徳
と
結
び
付
け
て
考
え
な
か
っ
た
オ
ウ
ィ
デ
ィ

ウ
ス
と
そ
の
後
の
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
愛
が
人
間
的
で
洗
練
さ
れ
た
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
。
周
作
人
は
基
本
的
に
こ

の
よ
う
な
見
解
を
受
容
し
踏
襲
し
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う（

40
）。

た
だ
し
、
周
作
人
の
議
論
は
エ
リ
ス
の
そ
れ
と
若
干
違
う
印
象
を
私
た
ち

に
与
え
る
。　

　

と
い
う
の
は
、
エ
リ
ス
が
「
愛
の
芸
術
」
の
章
で
語
っ
て
い
る
の
が
、
ほ
と
ん
ど
、
体
位
や
前
戯
、
射
精
、
オ
ー
ガ
ス
ム
な
ど
性
交
の
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技
術
に
関
す
る
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。
エ
リ
ス
は
嫉
妬
や
母
性
の
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
性
交
の
技
術
に
つ
い
て
の
論
述
の
多

さ
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
点
は
周
作
人
も
「
愛
の
術
」
を
「
房
中
術
」
と
い
う
中
国
古
来
の
語
彙
で
換
言
し
て
い
る（

41
）の

で
、「
愛
の
術
」

に
対
す
る
基
本
的
理
解
に
大
差
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」
の
中
で
周
作
人
は
、「
愛
の
術
」
と
関

連
す
る
具
体
例
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
ヘ
タ
イ
ラ
」H

etaira

と
「
唐
代
官
妓
」
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
ヘ
タ
イ
ラ
」

は
中
国
の
薛
濤
や
魚
玄
機
の
よ
う
な
女
性
で
、「
唐
代
官
妓
」
同
様
一
種
の
高
級
娼
婦
で
あ
り
な
が
ら
、
高
い
教
養
を
備
え
、
よ
く
芸
術

を
理
解
し
た
と
い
う（

42
）。

ま
た
、「『
結
婚
愛
』」
で
は
「
愛
の
術
」
が
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
る
。
食
欲
が
個
体
発
生
を
支
え
、

性
欲
が
系
統
発
生
を
支
え
る
と
い
う
生
物
学
的
な
思
考
枠
組
み―

周
作
人
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
思
考
枠
組
の
な
か
に
あ
っ
た（

43
）の

だ
が

―

の
中
で
は
、
性
欲
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
生
殖
と
い
う
目
的
の
た
め
に
存
在
す
る
。
エ
リ
ス
が
詳
述
す
る
性
交
の
技
術
は
、
生
殖
に
と
っ

て
も
か
な
り
直
接
的
な
意
味
を
持
つ
が
、
ヘ
タ
イ
ラ
や
唐
代
官
妓
あ
る
い
は
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
事
跡
が
伝
え
る
「
愛
の
術
」
は
、
基
本
的
に

生
殖
に
直
結
し
な
い
、
そ
の
意
味
で
役
に
立
た
な
い
恋
情
の
技
術
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
周
作
人
が
具
体
例
を
も
っ
て
示
す
「
愛
の
術
」
は

自
律
的
な
「
無
用
」
の
術
と
し
て
の
色
彩
が
強
く
、
前
節
で
考
察
し
た
「
無
用
」
の
茶
や
酒
を
飲
む
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
営
み
な
の
で
あ

る
。
周
作
人
の
享
楽
主
義
の
原
則
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
に
と
っ
て
の
「
愛
の
術
」
の
精
華―

つ
ま
り
愛
「
そ
れ
自
身
」―

と
は
、
生
殖
と
い
う
目
的
に
直
接
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
性
欲
の
満
足
を
直
截
に
実
現
す
る
も
の
で
さ
え
な
か
っ
た

と
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
完
全
な
満
足
」
や
「
快
楽
の
程
度
を
増
加
さ
せ
る
」
こ
と
を
第
一
に
掲
げ
た
彼
の
態
度
は
享
楽
主
義
と

呼
ぶ
ほ
か
な
い
が
、
彼
の
そ
れ
は
少
な
く
と
も
、
情
趣
の
充
実
を
な
お
ざ
り
に
し
て
官
能
の
満
足
を
第
一
に
優
先
す
る
類
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る（

44
）。

　

周
作
人
に
と
っ
て
「
生
活
の
芸
術
」
と
は
、「
飲
食
男
女
」
つ
ま
り
食
欲
と
性
欲
を
人
間
の
本
能
と
し
て
受
け
止
め
た
う
え
で
、
本
能
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を
め
ぐ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、「
無
用
」
で
自
律
的
な
、
あ
る
い
は
間
接
的
で
不
直
截
な
社
会
文
化
形
式
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
た
、
享
楽
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
下
で
展
開
さ
れ
る
、「
節
制
」
の
美
的
諸
形
式
を
精
錬
し
て
い
く
運
動
で
あ
っ
た
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
周
作
人
が
生
活
「
そ
れ
自
身
」
を
愛
好
す
る
と
言
っ
た
の
は
、
生
に
対
す
る
享
楽
主
義
的
肯
定
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
は
決
し
て
倫
理
主
体
を
本
能
や
官
能
等
の
動
物
性
に
す
ん
な
り
預
け
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
動
物
性
と
対

峙
し
よ
う
と
す
る
あ
る
種
の
抵
抗
の
中
に
、
美
的
な
も
の
を
味
わ
お
う
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。

五　

死
と
の
対
峙
、
現
世
の
玩
味

　

周
作
人
は
、「
生
活
の
中
に
は
大
抵
飲
食
、
恋
愛
、
生
育
、
仕
事
、
老
死
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
事
情
が
含
ま
れ
る
が（

45
）・

・
・
」
と
述

べ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
こ
ま
で
、
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
飲
食
」
と
「
恋
愛
」
を
め
ぐ
っ
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ

で
は
「
老
死
」
特
に
「
死
」
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
を
考
察
し
、「
生
活
の
芸
術
」
の
一
端
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。「
飲
食
」
と
「
恋

愛
」
の
場
合
は
、
飲
食
欲
と
性
欲
と
言
う
動
物
的
本
能
を
取
り
囲
む
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
「
無
用
」
の
術
が
「
生
活
の
芸
術
」
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、「
死
」
の
場
合
は
い
っ
た
い
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
節
で
触
れ
た
「
兼
好
法
師
と
李
笠
翁
」
は
、
前
半
で
李
漁
の
言
説
に
即
し
て
性
欲
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
が
、
後
半
で
は
兼
好
法
師

『
徒
然
草
』
に
即
し
て
、
老
い
あ
る
い
は
死
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
以
下
、
周
作
人
の
中
国
語
訳
に
即
し
て
、
つ
ま
り
、
周
作
人
が

理
解
し
た
と
こ
ろ
の
『
徒
然
草
』
を
も
と
に
検
討
を
加
え
て
い
く（

46
）。

さ
て
、
彼
が
引
用
す
る
『
徒
然
草
』
第
七
段
は
、
人
間
が
死
な
な
か
っ

た
ら
「
い
か
に
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
〔
周
作
人
訳
：〝
恐
世
間
将
更
無
趣
味
〞〕。
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
〔〝
人
世
無
常
或
者
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正
是
很
妙
的
事
吧
〞〕。」
と
し
た
う
え
で
、
老
醜
を
さ
ら
す
よ
り
四
〇
歳
ま
で
に
死
ぬ
の
が
よ
い
、
そ
れ
を
超
え
る
と
人
生
に
執
着
し
、
私

欲
を
深
め
、「
も
の
の
あ
は
れ
〔〝
人
情
物
理
〞〕
も
知
ら
ず
な
り
ゆ
く
」
と
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
彼
は
、
兼
好
法
師
の
こ

と
を
「
実
に
生
活
法
を
知
っ
て
い
る
」
と
慨
嘆
す
る
の
で
あ
る
。「
兼
好
法
師
と
李
笠
翁
」
と
同
じ
時
期
に
書
い
た
「
死
の
黙
想（

47
）」

の
中

で
も
彼
は
、
死
の
崇
拝
や
神
秘
化
に
関
心
は
な
い
、
だ
い
た
い
「
不
死
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
し
、
荒
唐
無
稽
な
神
話
の
中
に

あ
る
よ
う
な
不
老
長
寿
の
生
活
も
つ
ま
ら
な
い
、
と
綴
っ
て
い
る
。
人
間
が
不
死
で
は
「
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
」
と
い
う
兼
好
法

師
の
考
え
方
と
同
じ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
兼
好
法
師
の
人
生
観
と
対
極
的
な
も
の
と
し
て
彼
が
「
兼
好
法
師
と
李
笠
翁
」
の
中
で
示
す
の
は
、「
身
を
殺
し
て
仁
を

成
す
」〝
殺
身
成
仁
〞
式
の
「
死
の
提
唱
」
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
人
を
犠
牲
に
し
て
豊
作
や
様
々
な
福
利
を
祈
念
す
る
風
俗
」
と
同

様
の
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
死
の
提
唱
」
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
生
命
を
他
の
何
か
（
主
義
、
信
仰
、「
仁
を
成
す
」

等
）
の
目
的
の
た
め
の
道
具
・
手
段
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
命
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
生
活
「
そ
れ
自
身
」
を
愛
惜
し
尊
重
す
る

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
周
作
人
は
、「
死
と
は
元
来
衆
生
の
自
然
に
対
す
る

負
債
で
あ
っ
て
、
特
段
忌
避
す
る
必
要
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
特
段
喜
び
慕
う
必
要
も
な
い
」
と
言
い
、
ま
た
他
の
文
章
で
は
「
死
は

自
然
へ
返
す
債
務
で
あ
っ
て
、
出
産
と
同
様
、
厳
粛
で
平
凡
な
こ
と（

48
）」

だ
と
説
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
が
『
徒
然
草
』
第
七
段
に
共
感

を
寄
せ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
死
を
平
凡
な
こ
と
と
し
て
待
ち
受
け
つ
つ
、
見
苦
し
く
な
い
よ
う
に
老
い
て
い
く
生
き
方
を
語
る
も
の
だ
っ

た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
生
あ
る
い
は
生
活
を
何
か
の
た
め
に
あ
る
と
考
え
る
死
生
観
・
人
生
観
と
決
定
的
に
違
う
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

彼
は
死
を
「
衆
生
の
自
然
に
対
す
る
負
債
」
と
言
っ
た
が
、
こ
の
「
自
然
」
は
大
自
然―

中
国
古
来
の
概
念
で
言
え
ば
「
天
」
が
近
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い
が―

に
ほ
ぼ
あ
た
る
。
そ
の
よ
う
な
大
自
然
の
超
越
的
な
視
点
か
ら
眺
め
れ
ば
、
死
は
、
生
き
る
も
の
の
不
可
避
の
結
末
と
し
て
、

言
わ
ば
人
間
の
動
物
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
周
作
人
は
『
芸
術
と
生
活
』
の
一
九
二
六
年
の
序
文
で
、
成
熟
と
は
必
ず
し
も
い
い
こ

と
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
、「
人
生
」
と
「
死
」
を
語
っ
て
い
る
。

私
に
も
し
人
生
に
対
す
る
一
点
の
愛
好
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
そ
の
流
転
で
あ
る
。
人
間
の
官
能
が
鈍
く
な
り
「
打

ち
切
り
」
を
望
む
時
、
大
悲
な
る
「
死
」
が
そ
の
苦
し
み
か
ら
離
脱
さ
せ
る
べ
く
彼
を
救
い
に
や
っ
て
く
る
、
こ
れ
は
私
の
死
に
対

す
る
一
点
の
好
感
だ（

49
）。

人
生
の
流
転
と
い
う
の
は
、
生
命
の
無
常
な
る
動
態
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
人
を
苦
し
み
か
ら
最
終
的
に
救
う
大
悲
な
る
「
死
」
と
い

う
も
の
も
、
実
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
〔〝
人
世
無
常
或
者
正
是
很
妙
的
事
吧
〞〕。」
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
「『
芸
術
と
生
活
』
序
」
を
書
く
三
ヵ
月
前
つ
ま
り
一
九
二
六
年
五
月
に
、
周
作
人
は
「
死
に
方
」《
死
法（

50
）》

と
い
う
散
文
を
書
い

て
い
る
。「
死
に
方
」
が
書
か
れ
た
背
景
に
は
、
教
え
子
を
含
む
四
〇
数
名
が
命
を
失
っ
た
三
・
一
八
事
件
が
あ
っ
た
が
、
犠
牲
者
に
対

す
る
哀
悼
や
発
砲
し
た
執
政
府
と
そ
の
周
辺
に
対
す
る
直
接
的
な
批
判
を
そ
れ
ま
で
に
発
表
し
、
そ
れ
で
も
癒
し
が
た
い
衝
撃
や
悲
憤
を

持
て
余
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
正
岡
子
規
の
「
死
後
」
か
ら
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い（

51
）。「

死
に
方
」

の
中
に
は
「
死
を
生
活
の
最
後
の
一
部
分
と
す
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
恋
愛
を
そ
の
中
間
の
一
部
分
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。」
と
い
う
一

句
が
あ
り
、
恋
愛
と
と
も
に
死
が
、
周
作
人
に
お
け
る
「
生
活
」
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
こ
の
散
文
は
、
冒
頭
に
「
人
皆
に
死
あ
り
」
と
い
う
格
言
を
掲
げ
た
う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
死
に
方
を
分
類
し
て
ひ
と
つ
ず
つ
検

討
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。「
兼
好
法
師
と
李
笠
翁
」
で
「
平
凡
」
な
死
を
待
ち
受
け
る
人
間
の
老
い
方
と
い
う
問
題
を
提
示
し
た
周
作

人
は
、
こ
の
「
死
に
方
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
至
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
実
際
の
最
期
の
あ
り
方
へ
と
踏
み
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
文
章
は
平
静
で
合
理
的
な
議
論
で
は
な
く
、
彼
が
好
ん
だ
ス
イ
フ
ト
の
い
わ
ゆ
るM

odest Proposal

顔
負
け
の
ブ
ラ
ッ

ク
ユ
ー
モ
ア
に
な
っ
て
い
る（

52
）。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
死
に
方
に
は
大
き
く
「
天
寿
を
全
う
す
る
」〔〝
寿
終
正
寝
〞〕
の
と
「
非
業
の
死
を
遂
げ
る
」〔〝
死
於
非
命
〞〕
の
二
種

類
が
あ
る
。
突
然
死
や
病
死
も
前
者
に
属
す
る
と
し
て
、
多
く
の
子
孫
に
見
取
ら
れ
て
大
往
生
す
る
こ
と
や
心
臓
麻
痺
で
突
然
死
す
る
こ

と
を
願
っ
て
も
実
現
は
難
し
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
は
病
死
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
苦
し
く
て
ま
っ
た
く
楽
な
死
に
方
で

は
な
い
。「
よ
い
死
に
方
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
『
天
寿
を
全
う
す
る
』
こ
と
か
ら
離
れ
て
、『
非
業
の
死
を
遂
げ
る
』
こ

と
を
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。」
そ
し
て
周
は
、
十
字
架
、
火
刑
、
断
頭
台
等
の
処
刑
方
式
や
、
服
毒
、
入
水
、
首
吊
り
等
の
自
殺
方

式
に
触
れ
、
最
後
に
「
現
代
文
明
」
に
お
い
て
「
最
も
理
想
的
な
死
に
方
」
と
し
て
銃
殺
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
「
平
凡
」
な
死
で
は
な
い
。
彼
は
こ
こ
で
、
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
執
政
府
の
銃
撃
に
よ
っ
て
落
命
し
た
学
生
た
ち
の
死
を
、

こ
の
よ
う
な
痛
烈
な
皮
肉
で
哀
悼
す
る
と
と
も
に
、
平
凡
な
死
（
つ
ま
り
平
凡
な
生
）
の
尊
厳
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
う
は
言
っ
て
も
、
非
業
の
死
を
免
れ
ん
と
死
を
平
凡
に
待
つ
こ
と
に
、
特
段
何
ら
か
の
救
い
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
文
章
末
尾
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
メ
チ
ニ
コ
フ
の
言
う
「
死
欲
」
に
触
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
が

「
死
欲
」
を
人
間
の
動
物
的
本
能
と
し
て
認
め
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
考
え
方
を
知
っ
て
い
た
こ
と
だ
け

は
確
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
は
そ
れ
を
も
と
に
、「
死
」
と
「
生
活
の
芸
術
」
と
の
関
係
を
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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さ
て
、
そ
の
数
年
後
、
彼
は
「
麻
酔
礼
賛（

53
）」

に
お
い
て
死
を
す
ぐ
れ
た
麻
酔
と
見
立
て
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

エ
ピ
ク
ロ
ス
が
言
う
に
は
、
死
は
恐
れ
る
に
足
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
死
は
我
々
と
無
関
係
で
、
私
た
ち
が
こ
の
世
に
い
る
と
き
は
ま

だ
死
は
な
い
し
、
死
が
来
た
時
私
た
ち
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
。
快エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン

楽
派
は
原
子
説
を
信
じ
て
い
た
人
々
で
、
こ
う

し
た
唯
物
的
な
言
い
方
は
死
の
恐
怖
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
思
う
に
、
死
も
ま
た
一
種
の
快
楽
で
あ
る
。
私
た
ち

を
無
き
も
の
に
す
る
麻
酔
で
あ
る
。
そ
の
快
楽
は
た
ぶ
ん
酒
や
女
な
ど
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
難
点
は
、
ど
う

す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
麻
酔
し
快
楽
を
得
る
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
大
悲
」
な
る
死
に
通
じ
る
死
の
捉
え
方
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
彼
は
、
死
に
方
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
の
前
で
立
ち

ど
ま
っ
た
あ
と
、
す
ぐ
さ
ま
こ
の
文
章
の
主
題
で
あ
る
「
麻
酔
」
へ
、
つ
ま
り
死
ま
で
の
生
活
の
あ
り
方
へ
と
、
話
題
を
戻
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
彼
は
、
英
雄
が
麻
酔
に
頼
ら
ず
「
少
し
の
あ
い
ま
い
さ
も
な
く
」「
苦
い
酒
を
啜
る
よ
う
に
」「
人
生
を
隅
々
ま
で
味
わ
う
」
壮

烈
な
態
度
を
一
方
に
置
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
ま
ね
し
よ
う
に
も
で
き
な
い
「
私
た
ち
凡
人
」
に
は
「
酔
生
夢
死
が
一
番
い
い
だ
ろ
う
」
と

提
言
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
最
後
を
こ
う
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

苦
し
い
の
は
、
私
が
少
し
し
か
酒
が
飲
め
ず
、
ま
た
麻
酔
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
や
っ
ぱ
り
は
っ
き
り
と
見
え
る
し
聞
こ
え
る
し
、

そ
し
て
ま
た
大
声
で
叫
ぶ
力
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
凡
人
の
悲
哀
で
、
実
に
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
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「
酔
生
夢
死
」
が
い
い
と
言
い
、
ま
た
こ
こ
で
は
「
悲
哀
」
と
か
「
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
麻
酔

な
し
で
現
世
を
は
っ
き
り
見
聞
き
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
彼
に
と
っ
て
、
同
時
に
一
種
の
誇
り
で
あ
り
尊
厳
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

英
雄
の
壮
烈
さ
を
そ
の
ま
ま
真
似
な
い
に
し
て
も
、「
苦
い
酒
を
啜
る
よ
う
に
」「
人
生
を
隅
々
ま
で
味
わ
う
」
と
い
う
こ
と
な
ら
、
む
し

ろ
、
彼
自
身
志
す
に
足
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
生
活
「
そ
れ
自
身
」
を
愛
好
し
、

「
複
雑
な
人
生
と
社
会
」
を
「
そ
の
も
の
通
り
観
察
」
す
る
態
度
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
事
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
、

死
の
恐
怖
と
誘
惑
に
抗
し
つ
つ
、
麻
酔
な
し
で
現
世
を
玩
味
す
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
お
い
て
、
屈
折
し
た
表
現
で
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

六　

む
す
び　

　

こ
こ
ま
で
、
周
作
人
の
生
活
「
そ
れ
自
身
」
へ
の
態
度
を
、
飲
食
、
恋
愛
、
老
死
に
即
し
て
見
て
き
た
。
以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
彼

が
愛
好
し
た
生
活
「
そ
れ
自
身
」
と
は
、
結
局
、
本
能
（
飲
食
欲
と
性
欲
）
と
死
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
表
現
さ
れ
る
節
制
（
合
理
的

な
禁
欲
）
の
諸
形
式
、
つ
ま
り
、「
生
活
の
芸
術
」
の
美
的
諸
形
式
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
動
物
性
に
対
し
て
は
、

彼
は
た
だ
諦
念
を
も
っ
て
、
必
然
と
し
て
認
め
た
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
禽
獣
の
動
物
性
は
、
人
間
の
「
禽
獣
以
下
の
乱
れ
た
生
活
」、

「
放
縦
」（
以
上
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」）、「
無
理
な
ご
ま
か
し
」（「
百
廿
虫
吟
」）
等
と
対
照
さ
れ
た
場
合
に
は
肯
定
さ
れ
る
も
の
と

し
て
あ
る
。
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
生
活
と
芸
術
の
関
係
、
つ
ま
り
、
生
活
と
芸
術
を
あ
い
ま
い
な
「
の
」〔〝
之
〞、〝
的
〞〕
で
結
ん
だ
周
作

人
に
お
け
る
「
生
活
の
芸
術
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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一　

一
つ
の
審
美
主
体
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
審
美
主
体
に
よ
っ
て
人
為
的
な
も
の
す
べ
て
が
審
美
対
象
と
さ
れ
、
玩
味
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
。
そ
こ
で
美
と
さ
れ
る
の
は

俗
に
言
う
美
（
視
聴
覚
の
み
、
特
に
視
覚
の
み
に
訴
え
る
美
）
で
は
な
く
、
真
善
美
が
究
極
的
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
美
で
あ
る
。

ゆ
え
に
こ
の
審
美
主
体
は
倫
理
主
体
で
も
あ
る（

54
）。

二　

こ
の
審
美―
倫
理
主
体
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
享
楽
主
義
の
も
と
に
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
境
に
あ
っ
て
も
生
を
究
極
的
に
肯

定
し
よ
う
と
す
る
。

た
だ
し
、
官
能
の
充
足
よ
り
も
情
趣
の
満
足
を
、
節
制
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
精
緻
に
求
め
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。

三　

こ
の
審
美―

倫
理
主
体
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
る
最
も
基
本
的
な
対
立
は
、
人
間
に
お
け
る
動
物
性
と
超
動
物
性
の
対
立
で
あ
る
。

動
物
性
と
は
、
本
能
（
と
死
）、
超
動
物
性
と
は
芸
術
（
広
義
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
芸
術
は
本
能
に
基
づ
い
て
そ
れ
と
対
峙
す

る
も
の
な
の
で
、
生
活
と
芸
術
の
関
係
同
様
、
動
物
性
と
超
動
物
性
は
必
ず
し
も
排
他
的
な
関
係
に
は
な
い（

55
）。

四　

こ
の
審
美―

倫
理
主
体
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
人
間
の
超
動
物
性
（
芸
術
）
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
動
物
性
は
必
然
で
あ
る

と
し
て
問
題
視
さ
れ
な
い
。
一
方
、「
禽
獣
」
の
動
物
性
は
善
悪
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
る（

56
）。

五　

超
動
物
性
（
芸
術
）
は
合
理
的
な
禁
欲
（
節
制
）
の
諸
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
合
理
性
は
中
庸
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
（
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」）。

宗
教
的
禁
欲
主
義
、
人
体
を
直
接
加
工
す
る
纏
足
や
宦
官
、
あ
る
い
は
、
科
挙
（
特
に
八
股
文
）
等
は
、
超
動
物
性
を
示
す
も
の

で
は
あ
る
が
、
中
庸
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
た
悪
弊
と
見
な
さ
れ
る（

57
）。
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1　
《
自
己
的
園
地
》（
一
九
二
二
年
／
文
集
《
自
己
的
園
地
》
所
収
）
参
照
。

2　
《
読
「
紡
輪
的
故
事
」》（
一
九
二
三
年
／
《
雨
天
的
書
》
所
収
）、《
生
活
之
芸
術
》（
一
九
二
四
年
／
《
雨
天
的
書
》
所
収
）
参
照
。

3　

伊
藤
徳
也
「
デ
カ
ダ
ン
ス
の
精
錬―

周
作
人
に
お
け
る
『
生
活
の
芸
術
』（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
五
二
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

4　

伊
藤
徳
也
「
小
品
文
作
家
周
作
人
の
誕
生
と
雨
の
日
の
心
象
風
景―

「
自
分
の
畑
」
か
ら
「
雨
天
の
書
」
ま
で―

」（『
東
洋
文
化
』
七
七
、

一
九
九
七
年
）
参
照
。

5　

注
2
伊
藤
論
文
参
照
。

6　
《
芸
術
与
生
活
》
の
序
文
は
一
九
二
六
年
に
書
か
れ
た
も
の
と
一
九
三
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
の
ふ
た
つ
が
あ
る
。「
夢
想
家
と
伝
道
者
」
の
言
い

方
は
、
二
六
年
の
、「
信
仰
か
ら
懐
疑
」
は
三
〇
年
の
序
文
の
中
の
言
い
方
で
あ
る
。《
苦
雨
斎
序
跋
文
》
に
は
前
者
が
《
芸
術
与
生
活
序
一
》
後
者

が
《
芸
術
与
生
活
序
二
》
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

7　
《
点
滴
序
》（
一
九
二
〇
年
／
《
苦
雨
斎
序
跋
文
》
等
所
収
）。

8　
〔　

〕
は
引
用
者
の
注
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。（　

）
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
以
下
同
様
。

9　
《
空
太
鼓
序
》（
一
九
二
八
年
／
《
苦
雨
斎
序
跋
文
》
等
所
収
）。

10　

ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集　

デ
カ
ダ
ン
ス
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
・
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
考
察
』（
法
政
大
学
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
二
九
頁

参
照
。
当
該
箇
所
は
、『
現
代
心
理
論
集
』
の
冒
頭
の
章
「
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
の
第
三
節
「
デ
カ
ダ
ン
ス
の
理
論
」
の
中
に
あ
る
。
原
文

は
一
八
八
一
年
の
作
。
注
11
の
エ
リ
ス
の
文
章
の
中
で
も
当
該
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

11　

H
. E

llis. A
ffirm

ations, C
onstable, London, 1926, pp.175-187.

当
該
箇
所
は
書
中
の
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
論
の
中
に
あ
る
。
エ
リ
ス
の
こ
の
著
作

は
周
作
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

12　

注
2
伊
藤
論
文
参
照
。

13　
《
芸
術
与
生
活
》（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
頁
。
当
該
箇
所
は
「
新
文
学
の
要
求
」
の
冒
頭
部
分
。
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14　
H

. E
llis, T

he D
ance of Life, C

onstable, London, 1923, p.7. 

当
該
箇
所
は
第
一
章
序
論
の
第
二
節
の
脚
注
一
に
あ
る
。

15　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
「
近
代　

未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
三
島
憲
一
編
訳
『
近
代　

未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
等
、
所

収
）
参
照
。

16　

伊
藤
徳
也
「
周
作
人
と
『
頽
廃
派
文
人
』」（『
超
域
文
化
科
学
紀
要
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

17　
《
北
京
的
茶
食
》（
一
九
二
四
年
／
《
雨
天
的
書
》
等
所
収
）。

18　
《
唖
巴
礼
賛
》（
一
九
二
九
年
／
《
看
雲
集
》
所
収
）、《
漢
文
学
的
伝
統
》（
一
九
四
〇
年
／
《
薬
堂
雑
文
》
所
収
）、《
中
国
的
思
想
問
題
》（
一
九

四
二
年
／
《
薬
堂
雑
文
》
所
収
）、《
我
的
雑
学
》
第
一
一
（
一
九
四
四
年
／
《
苦
口
甘
口
》
所
収
）
等
。

19　
《
談
酒
》（
一
九
二
六
年
／
《
沢
瀉
集
》
等
所
収
）。

20　

放
送
大
学
教
養
学
部
の
専
門
科
目
「
人
間
の
探
究
」
専
攻
の
授
業
科
目
「
芸
術
・
文
化
・
社
会
（'06

）」（
徳
丸
吉
彦
、
青
山
昌
文
担
当
）
の
シ
ラ

バ
ス
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
六
年
度
の
当
該
授
業
第
六
回
は
「
芸
術
と
し
て
の
料
理
」
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
徳
丸
吉
彦
、
青
山
昌
文
『
芸

術
・
文
化
・
社
会
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。
他
に
も
「
芸
術
と
し
て
の
料
理
」
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
検
索
す
る
と
、

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
記
事
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。

21　

当
初
《
喝
茶
》
の
題
で
《
語
絲
》
第
七
期
（
一
九
二
四
年
一
二
月
二
九
日
）
に
発
表
さ
れ
、
文
集
《
雨
天
的
書
》（
一
九
二
五
年
）
に
収
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
さ
ら
に
《
喫
茶
》
の
題
で
文
集
《
沢
瀉
集
》（
一
九
二
七
年
）
さ
ら
に
は
《
知
堂
文
集
》（
一
九
三
三
年
）
に
収
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
題
目

の
違
う
テ
キ
ス
ト
の
間
に
は
若
干
の
字
句
の
異
同
も
あ
る
。

22　

注
4
伊
藤
論
文
参
照
。

23　
「
白
炭
火
鉢
」
と
い
う
の
は
中
国
語
原
文
の
ま
ま
。
日
本
語
の
字
面
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

24　
《「
雨
天
的
書
」
序
》（
一
九
二
三
年
／
《
雨
天
的
書
》
等
所
収
）。
こ
の
文
章
は
当
初
、
連
作
《
雨
天
的
書
》
の
序
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

25　

ペ
イ
タ
ー
の
代
表
作
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
の
「
結
論
」
の
中
の
一
句
。
注
16
伊
藤
論
文
参
照
。
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26　
《
上
下
身
》（
一
九
二
五
年
／
《
雨
天
的
書
》）。

27　
「
苦
茶
随
筆
・
小
引
」
参
照
。
こ
の
文
章
は
、
一
九
三
一
年
一
一
月
九
日
に
書
か
れ
、『
東
方
雑
誌
』
二
九―

一
（
一
九
三
二
年
一
月
一
日
）
に
発
表
、

『
苦
雨
斎
序
跋
文
』（
一
九
三
四
年
）
に
収
め
ら
れ
た
。
文
集
『
苦
茶
随
筆
』
に
は
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
岳
麓
書
社
版
『
苦
茶
随
筆
』（
一

九
八
七
年
）
は
こ
れ
を
付
録
と
し
て
収
め
て
い
る
。

28　

こ
の
旧
体
の
打
油
詩
は
一
九
三
四
年
一
月
一
三
日
に
作
ら
れ
、
ま
ず
、《
現
代
》
四―

四
（
一
九
三
四
年
二
月
）
に
《
五
十
誕
辰
自
詠
詩
稿
》
の
題

で
発
表
さ
れ
、
次
い
で
《
人
間
世
》
第
一
期
（
一
九
三
四
年
四
月
五
日
）
に
《
五
秩
自
寿
詩
》
と
題
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
た
。《
知
堂
回
想
録
》「
一
七

三　

打
油
詩
」
等
に
、
他
の
文
人
に
よ
る
和
詩
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

29　

伊
藤
徳
也
「『
苦
』
と
い
う
審
美
価
値―

周
作
人
に
お
け
る
『
生
活
の
芸
術
』」（『
現
代
中
国
』
八
二
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

30　
《
再
論
喫
茶
》（
一
九
三
四
年
／
《
夜
読
抄
》
所
収
）、「
関
於
苦
茶
」（
一
九
三
五
年
／
《
苦
茶
随
筆
》
所
収
）
等
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一
九
二

〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
周
作
人
の
文
章
の
変
化
を
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
深
化
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
戦
時
中
の

論
文
（
例
え
ば
注
18
の
《
漢
文
学
的
伝
統
》
や
《
中
国
的
思
想
問
題
》
等
）
に
お
い
て
は
、「
中
心
的
な
意
見
」（《
書
房
一
角
・
原
序
》
の
語
）
の
表

明
が
文
章
全
体
を
支
配
し
、「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
は
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
に
書
い
た
短
文
群
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
は
か
な

り
薄
弱
で
あ
る
。

31　
《「
草
木
虫
魚
」
小
引
》（
一
九
三
〇
年
／
《
看
雲
集
》
所
収
）、《
中
国
新
文
学
的
源
流
》（
北
京
人
文
書
店
、
一
九
三
二
年
）
等
。
文
学
は
「
革
命

を
し
な
い
」〝
不
革
命
〞
と
い
う
言
い
方
が
《「
大
黒
狼
的
故
事
」
序
》（
一
九
二
八
年
／
《
永
日
集
》
所
収
）
に
は
見
ら
れ
る
が
、
内
実
は
文
学
無
用

説
と
同
じ
で
あ
る
。

32　

注
14 H

. E
llis, T

he D
ance of Life, p.300. 

当
該
箇
所
は
〝C

onclusion

〞
の
第
三
節
に
あ
る
。

33　

伊
藤
徳
也
「
芸
術
の
本
義―

『
生
活
の
芸
術
』
の
構
造
（
一
）」（『
転
形
期
に
お
け
る
中
国
の
知
識
人
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

34　

注
2
《
生
活
之
芸
術
》。
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35　

注
2
《
読
「
紡
輪
的
故
事
」》。

36　
《「
百
廿
虫
吟
」》（
一
九
三
四
年
／
《
夜
読
抄
》
所
収
）。

37　
《『
結
婚
的
愛
」》（
一
九
二
三
年
／
《
自
己
的
園
地
》
所
収
）。
周
作
人
の
日
記
の
一
九
二
三
年
二
月
二
五
日
の
項
に
は
、
彼
が
エ
リ
ス
の

A
ffirm

ations

に
深
い
示
唆
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、《『
結
婚
的
愛
」》
は
そ
の
お
よ
そ
二
ヶ
月
後
（
四
月
一
八
日
）
の
《
晨
報
副
刊
》

に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

38　

周
作
人
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
は
、
注
29
伊
藤
論
文
参
照
。

39　

注
2
《
生
活
之
芸
術
》。

40　

周
作
人
に
お
け
る
エ
リ
ス
の
存
在
の
大
き
さ
は
、
本
人
が
《
周
作
人
自
述
》（
一
九
三
四
年
／
陶
明
志
編
《
周
作
人
論
》
所
収
）
で
〝
所
読
書
中
於

他
最
有
影
響
的
是
英
国
藹
理
斯
的
著
作
〞
と
告
白
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
注
2
、
注
32
の
伊
藤
論
文
、
小
川
利
康
「
周
作
人
と
Ｈ
・
エ
リ
ス―

一
九
二
〇
年
代
を
中
心
に
」（
早
稲
田
大
学
大
学
院
『
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
』
一
五
集
・
文
学
芸
術
学
編
、
一
九
八
八
年
）
等
は
、
周
作
人
に
お
け

る
エ
リ
ス
の
深
刻
な
影
響
の
跡
を
具
体
的
に
解
明
し
て
い
る
。

41　
《「
香
園
」》（
一
九
二
七
年
／
《
談
龍
集
》
所
収
）
参
照
。

42　
《
娼
婦
礼
讃
》（
一
九
二
九
年
／
《
看
雲
集
》
所
収
）
参
照
。

43　

こ
の
よ
う
な
生
物
学
的
思
考
枠
組
は
、
例
え
ば
、
注
18
《
中
国
的
思
想
問
題
》
等
に
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。

44　

解
志
熙
《
美
的
偏
至―

中
国
現
代
唯
美―

頽
廃
文
学
思
潮
研
究
》（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
は
、
近
現
代
中
国
の
唯
美
頽
廃
派
を
分
析

す
る
中
で
、
情
趣
重
視
と
官
能
重
視
の
二
つ
の
態
度
を
区
別
す
る
見
方
を
提
示
し
た
。
両
者
と
も
享
楽
主
義
だ
が
、
前
者
は
精
神
的
な
美
感
と
官
能

的
な
快
感
と
を
峻
別
し
、
決
し
て
官
能
の
刺
激
を
追
求
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
注
16
伊
藤
論
文
参
照
。

45　

注
26
《
上
下
身
》
参
照
。

46　
『
徒
然
草
』
の
周
作
人
の
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
目
的
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
な
お
、
周
作
人
の
『
徒
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然
草
』
解
釈
全
般
に
つ
い
て
は
、
潘
秀
蓉
の
す
ぐ
れ
た
論
文
が
あ
る
。
潘
秀
蓉
「『
徒
然
草
』
と
周
作
人―

そ
の
特
異
な
訳
文
を
め
ぐ
っ
て―

」

（『
和
漢
比
較
文
学
』
二
九
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。
ま
た
、
同
「
周
作
人
と
『
徒
然
草
』
第
七
段
に
つ
い
て
」（『A

LB
A

』2003

、
二
〇
〇
三
年
）

は
周
作
人
に
お
け
る
『
徒
然
草
』
第
七
段
の
意
味
を
専
ら
論
じ
て
い
る
。

47　
《
死
的
黙
想
》（
一
九
二
四
年
一
二
月
／
《
雨
天
的
書
》
等
所
収
）
参
照
。

48　
《

辞
》（
一
九
二
五
年
／
《
雨
天
的
書
》
等
所
収
）
参
照
。

49　

注
6
《
芸
術
与
生
活
序
一
》。

50　
《
死
法
》（
一
九
二
六
年
／
《
沢
瀉
集
》
所
収
）。

51　

木
山
英
雄
「
正
岡
子
規
と
魯
迅
、
周
作
人
」（『
言
語
文
化
』
二
〇
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。
こ
の
論
考
は
、
主
に
正
岡
子
規
の
「
死
後
」
と
周
兄

弟
の
作
品
（
魯
迅
《
死
後
》、
周
作
人
《
死
法
》）
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

52　

周
作
人
はM

odest Proposal

を
《
育
嬰
芻
議
》
の
タ
イ
ト
ル
で
中
国
語
に
翻
訳
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
伊
藤
徳
也
「
ス
ウ
ィ
フ
ト
『
育
嬰
芻
議
』

の
翻
訳
に
関
し
て
」（『
猫
頭
鷹
』
六
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。
注
50
木
山
論
文
に
も
論
及
が
あ
る
。

53　
《
麻
酔
礼
賛
》（
一
九
二
九
年
／
《
永
日
集
》
所
収
）。

54　

注
29
伊
藤
論
文
参
照
。

55　

動
物
性
と
超
動
物
性
の
関
係
は
、周
作
人
に
お
い
て
、二
三
年
以
前
と
以
降
と
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
。《
貴
族
的
与
平
民
的
》（
一
九
二
二
年
／《
自

己
的
園
地
》
所
収
）
で
は
、
超
動
物
性
が
、「
超
人
」
的
「
超
克
を
求
め
る
意
志
〝
求
勝
意
志
〞」
と
「
貴
族
性
」、
動
物
性
が
、
凡
人
的
「
生
を
求
め

る
意
志
〝
求
生
意
志
〞」
と
「
平
民
性
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
、「
凡
人
の
超
人
化
」「
平
民
の
貴
族
化
」

が
目
指
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
後
、
周
作
人
は
「
超
人
」
概
念
を
嫌
悪
す
る
よ
う
に
な
っ
て
肯
定
的
な
意
味
で
は
持
ち
出
さ
な
く
な
る
。
そ
れ

と
と
も
に
「
凡
人
」
を
明
ら
か
に
「
末
人
」
あ
る
い
は
裸
の
動
物
性
の
体
現
者
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
描
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
周
作
人
に
お

け
る
「
凡
人
」
に
つ
い
て
、
詳
細
は
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。
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56　

エ
ッ
セ
イ
「
生
活
の
芸
術
」
に
お
け
る
「
自
然
に
簡
易
に
生
き
る
」
と
い
う
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、「
禽
獣
」
の
生
活
法
で
あ
っ
て
、
人
間
の
生

活
法
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
蔡
長
青
《
従
民
俗
看
周
作
人
的
生
活
観
》（《
皖
西
学
院
学
報
》
一
八―

六
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、《
生
活
之

芸
術
》
の
中
の
表
現
で
あ
る
〝
自
然
地
簡
易
地
生
活
〞
と
〝
微
妙
地
美
地
生
活
〞
の
両
者
を
い
ず
れ
も
「
中
国
人
の
理
想
的
な
選
択
」
だ
と
し
て
い
る
。

蔡
は
他
の
論
考
で
も
こ
の
両
者
に
よ
っ
て
周
作
人
の
生
活
観
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
〝
自
然
〞
の
内
実
が
さ
ら
に
分
析

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

57　

周
作
人
は
、《「
顔
氏
学
記
」》（
一
九
三
三
年
／
《
夜
読
抄
》
所
収
）、《
太
監
》（
一
九
三
四
年
／
《
夜
読
抄
》
所
収
）、《
日
本
的
衣
食
住
》（
一
九

三
五
年
／
《
苦
竹
雑
記
》
所
収
、
原
題
《
日
本
管
窺
之
二
》）
等
で
、
中
国
の
四
大
悪
弊
と
し
て
、
宦
官
、
纏
足
、
科
挙
、
ア
ヘ
ン
を
挙
げ
て
い
る
。

彼
は
他
に
、
纏
足
を
施
し
て
な
い
〝
天
足
〞
へ
の
愛
好
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
纏
足
を
批
判
し
た
《
天
足
》（
一
九
二
一
年
／
《
談
虎
集
》
所
収
）、

宦
官
の
歴
史
を
点
描
し
た
上
掲
の
《
太
監
》、
科
挙
の
特
に
八
股
文
を
論
じ
た
《
論
八
股
文
》（
一
九
三
〇
年
／
《
看
雲
集
》
等
所
収
）
お
よ
び
《
中

国
新
文
学
的
源
流
》（
北
平
人
文
書
店
、
一
九
三
二
年
）
等
を
書
い
て
い
る
。


