
iii

頹廢的精練―周作人的“生活之藝術”

伊藤　徳也

我們可以發現周作人的文本上殘留著藹理斯 (H.Ellis)《斷言》《生命的舞蹈》

裡的關於“頹廢”的獨特的看法的刻印。就是說 , 周作人所說的“頹廢”是直接

從藹理斯那裡來的概念。按照他們的意思，“頹廢”並不同等於一般意義上的頹廢，

是一個審美趨向，並不是直接意味著一個道德上的態度。重“部分”輕“全體”

─就是頹廢的審美趨向。周作人主張藝術要 “脫宗教”化，也是這個頹廢的意思。

因為藝術形式本來是宗教儀式的一部分，隨著民智的進步，從宗教的全體性裡脫

離出來的。他的文章，包括所謂小品文，採用作為方法的頹廢，直接的焦點都放

在瑣小的細細的事物上，非常重視“部分”。這就是他的文章的一個魅力或者魔力。

但是他的頹廢並沒有做到底。他的文章並沒有完全把審美對象優先於審美主體，

換句話說，他的文章並沒有完全離開人間，人的生命。節制是他的藝術的重要原

則。比起西方的頹廢派藝術家的表現，周作人的頹廢表現非常特色，因此我們可

以比喻地說周作人把來自西方的頹廢概念精練到獨特的藝術表現。
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デ
カ
ダ
ン
ス
の
精
錬

―

周
作
人
に
お
け
る
「
生
活
の
芸
術
」―

伊

藤

徳

也

一　

は
じ
め
に

　

周
作
人
（
一
八
八
五―

一
九
六
七
）
に
と
っ
て
芸
術
と
は
、
必
ず
し
も
美
術
館
で
展
示
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
や
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
・

舞
台
な
ど
の
特
定
の
空
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
文
学
が
芸
術
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
た
の
は

も
ち
ろ
ん
、
日
常
生
活
に
お
け
る
愛
情
表
現
や
処
世
上
の
出
処
進
退
な
ど
も
「
生
活
の
芸
術
」
と
い
う
芸
術
と
し
て
重
く
考
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
倫
理
的
な
生
き
方
と
し
て
、
動
物
の
自
然
な
生
き
方
と
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
エ
リ
スH

enry H
ave-

lock E
llis

（
一
八
五
九―

一
九
三
九
）
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
人
間
に
と
っ
て
、
科
学
や
宗
教
と
と
も
に
元
来
「
同
一
の
深
刻
な
衝
動
の
三

様
相
」
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
二
者
と
区
別
さ
れ
意
味
を
狭
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
（『
生
命
の
舞
踏
』T

he D
ance of 

Life

）。
周
作
人
は
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
で
「
生
活
の
芸
術
」
を
提
起
す
る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ス
の
芸
術
観
を
深
く
受
け
止
め

て
い
た
。
こ
う
し
た
広
義
の
芸
術
の
総
体
を
見
渡
す
視
角
は
、
彼
に
お
い
て
は
、
非
専
門
家
的
な
「
雑
役
夫
」
の
視
角
と
し
て
選
び
取
ら
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れ
て
い
た
。
周
作
人
の
言
う
「
生
活
の
芸
術
」
と
は
、
広
義
の
芸
術
と
重
な
り
合
う
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う（

1
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
周
作
人
に
せ
よ
、
エ
リ
ス
に
せ
よ
、
彼
ら
の
議
論
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
に
は
、
近
代
以
降
に
独
立
し
精
緻
化
さ
れ

た
純
文
学
や
美
術
、
音
楽
な
ど
美
フ
ァ
イ
ン

芸ア
ー
ト術
の
個
々
の
作
品
群
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
近
代
的
な
社
会
文
化
制
度
が
、
厳
然

と
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。
特
に
、
唯
美
主
義
あ
る
い
は
芸
術
至
上
主
義
は
、
彼
ら
の
「
生
活
の
芸
術
」
に
消
そ
う

と
し
て
も
消
せ
な
い
深
い
歴
史
的
刻
印
を
残
し
て
い
る
。
エ
リ
ス
『
生
命
の
舞
踏
』
は
、
芸
術
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
不
可
避
の
「
二
千
年
の
社
会
的
変
遷
の
結
果
」
で
あ
り
、「
思
想
の
古
典
的
な
伝
統
」
が
、「
ポ
ス
ト
古
典
主
義
」

の
思
潮
の
中
で
様
々
な
部
門
へ
と
解
体
し
た
結
果
な
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
エ
リ
ス
は
特
に
脚
注
を
施
し
、
そ
の
解
体
と
は
つ
ま

る
と
こ
ろ
「
デ
カ
ダ
ン
スdecadence
」
の
こ
と
な
の
だ
と
し
て
い
る
。
周
作
人
に
も
影
響
を
与
え
た
『
断
言
』A

ffirm
ations

の
ユ
イ

ス
マ
ン
スG

. H
uysm

ans

（
一
八
四
八―
一
九
〇
七
）
を
扱
っ
た
章
で
、
エ
リ
ス
は
デ
カ
ダ
ン
ス
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

よ
れ
ば
彼
の
デ
カ
ダ
ン
ス
に
対
す
る
態
度
は
、
全
面
肯
定
で
な
い
に
し
て
も
、
決
し
て
否
定
的
と
は
言
え
ず
、
少
な
く
と
も
両
義
的
で
あ

る
。

　
「
デ
カ
ダ
ン
スdecadence

」に
対
応
す
る
中
国
語
と
し
て「
頽
廃tuifei

」を
当
て
唯
美
頽
廃
主
義
に
共
鳴
し
た
こ
と
の
あ
る
周
作
人
も
、

エ
リ
ス
と
課
題
を
共
有
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る（

2
）。

先
に
触
れ
た
よ
う
な
エ
リ
ス
の
「
デ
カ
ダ
ン
スdecadence

」
と
い
う
こ
と
ば
の
用

法
は
、
現
代
中
国
語
の
「
頽
廃
」、「
頽
廃
主
義tuifei zhuyi

」
の
用
法
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
現

在
の
日
本
語
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」、「
頽
廃
（
退
廃
）」
も
同
様
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
エ
リ
ス
お
よ
び
周
作
人
はdecadence

（「
デ
カ
ダ

ン
ス
」「
頽
廃
」）
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
芸
術
の
総
体
性
と
（
そ
の
解
体
と
し
て
の
）
デ
カ
ダ

ン
ス
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
頽
廃
」
概
念
に
対
す
る
こ
う
し
た
問
い
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を
中
心
に
、
周
作
人
の
「
生
活
の
芸
術
」
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

二　

脱
宗
教
化

　

周
作
人
に
は
、『
中
国
新
文
学
の
源
流
』（
一
九
三
二
年
）
と
い
う
有
名
な
著
書
が
あ
る
（
以
下
『
源
流
』
と
略
す
）。
独
創
的
な
中
国

文
学
史
観
を
提
示
し
た
、
も
と
は
連
続
講
演
の
記
録
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
近
現
代
中
国
文
化
に
対
す
る
鮮
烈
な
批
評
に
も
な
っ
て

い
る
。
本
稿
の
議
論
の
中
で
は
、
彼
の
文
学
史
論
は
そ
の
ま
ま
彼
の
芸
術
史
論
と
し
て
読
み
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、『
源
流
』
に
よ
れ
ば―

　

中
国
の
歴
代
の
文
学
史
は
ず
っ
と
、
個
人
主
義
的
で
即
興
的
な
「
言
志
」
派
文
学
と
、「
社
会
」
主
義（

3
）的

で
教
条
的
な
「
載
道
」
派
文

学
両
派
の
起
伏
消
長
と
し
て
あ
っ
た
。「
言
志
」
派
が
盛
ん
だ
っ
た
春
秋
戦
国
、
魏
晋
六
朝
、
唐
末
五
代
、
明
末
清
初
な
ど
は
、
朝
廷
の

権
力
が
衰
え
中
国
社
会
が
乱
れ
た
時
期
で
あ
り
、
他
方
、「
載
道
」
派
が
盛
ん
だ
っ
た
漢
、
唐
、
宋
、
明
、
清
な
ど
は
、
朝
廷
に
ゆ
る
ぎ

な
い
支
配
力
が
あ
っ
て
、
中
国
社
会
が
安
定
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
中
国
の
新
文
学
は
、
清
末
か
ら
続
く
社
会
的
混
乱
の
中
に
生
ま

れ
た
、
個
人
主
義
的
で
即
興
的
な
文
学
、
つ
ま
り
、「
言
志
」
派
文
学
で
あ
る
。（
が
、
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て

の
社
会
文
化
状
況
は
、「
社
会
」
主
義
的
で
教
条
的
な
「
載
道
」
派
文
学
の
勃
興
を
予
感
さ
せ
る
…
…
）―

　

こ
の
文
学
史
観
に
は
、
胡
適
の
『
白
話
文
学
史
』（
一
九
二
八
年
）
の
シ
ン
プ
ル
で
楽
観
的
な
白
話
文
学
進
化
論
に
対
す
る
強
烈
な
対

抗
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る（

4
）。

一
見
、
進
歩
史
観
に
真
っ
向
逆
ら
う
か
の
よ
う
な
循
環
史
観
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
自
国
の
文
化

史
が
順
調
な
進
化
を
遂
げ
て
い
な
い
と
い
う
彼
の
苦
い
自
己
認
識
の
表
れ
で
も
あ
る
。
彼
が
「
言
志
」
や
「
載
道
」
と
い
っ
た
中
国
古
来
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の
語
彙
を
選
び
出
し
新
し
い
息
吹
を
与
え
た
上
で
、
議
論
の
前
面
に
押
し
出
し
た
事
情
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
こ
の
著
作
全
体
お
よ

び
細
部
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
多
義
性
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
全
体
が
彼
の
書
く
エ
ッ
セ
イ
の
よ
う
な
反
語
的
な
意
味
の
揺
ら
ぎ
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
と
芸
術
一
般
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
彼
は
ジ
ェ
ー
ン
・
ハ
リ
ソ
ンJane H

arrison

（
一
八
五
〇―

一
九
二
八
）

の
ギ
リ
シ
ア
儀
礼―

演
劇
研
究
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
芸
術
宗
教
起
源
説
を
奉
じ
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
。

　

周
作
人
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
元
来
宗
教
の
一
部
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
人
々
が
参
加
す
べ
き
で
あ
っ
た
宗
教
儀
礼
は
、
民
智
が
高
ま
る

と
と
も
に
徐
々
に
迷
信
を
解
か
れ
、
人
々
が
見
て
楽
し
む
芸
術
形
式
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
宗
教
儀
礼
が
元
来
持
っ

て
い
た
生
活
に
直
結
す
る
切
実
な
目
的
が
い
わ
ば
形
骸
化
し
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
形
式
と
い
う
の
は
直
接
的
に
は
す
で
に
何

の
役
に
も
た
た
な
い
無
用
の
長
物
に
な
っ
て
い
る
。（
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
悲
劇
に
関
し
て
言
う
と
こ
ろ
の
カ
タ
ル
シ
ス
作
用

だ
け
は
今
も
備
え
た
ま
ま
だ
と
い
う
。）
こ
の
説
は
、
再
現
不
能
な
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
件
に
関
す
る
仮
説
で
あ
っ
て
、
現
在
お
よ
び
将

来
に
お
い
て
も
適
用
で
き
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
周
作
人
も
、
こ
の
説
を
胡
適
の
よ
う
な
進
化
論
に
仕
立
て
上
げ
る
よ
う
な

こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
四
退
潮
期
以
降
（
特
に
一
九
三
〇
年
代
以
降
）、
周
作
人
は
脱
宗
教
化
と
い
う
こ
と
を
、
彼

自
ら
の
芸
術
の
極
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
と
み
な
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
あ
る
い
は
、
千
年
単
位
の
ス
ケ
ー
ル
で
は
脱
宗
教
化
こ
そ

芸
術
の
進
歩
と
彼
も
観
念
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
彼
は
芸
術
宗
教
起
源
説
を
、
ま
ず
は
、
中
国
及
び
ギ
リ
シ
ア
の
迎
春
儀
式
を
例
に
あ
げ
て
説
明
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
次
の
よ

う
な
例
を
あ
げ
て
議
論
を
単
純
化
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
夏
、
雨
が
今
に
も
降
り
そ
う
な
時
、
私
た
ち
は
蒸
し
暑
く
て
い
や
に
な
り
、
よ
く
思
わ
ず
「
あ
あ
、
早
く
雨
が
降
れ
ば
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い
い
の
に
！
」
と
叫
び
ま
す
。
こ
う
い
う
の
が
芸
術
の
態
度
で
す
。
道
士
た
ち
が
雨
乞
い
を
す
る
際
に
は
、
様
々
な
儀
式
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
太
鼓
を
た
た
い
て
雷
を
表
し
た
り
、
黒
い
旗
を
振
っ
て
風
を
表
し
た
り
、
水
を
撒
い
て
雨
を
表
し
た
り
し
ま
す
。

彼
ら
は
こ
れ
ら
の
儀
式
で
も
っ
て
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
考
え
る
の
で
す
。

（『
源
流
』「
第
一
講　

文
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て　

五　

文
学
の
起
源
」）

　

芸
術
形
式
で
は
、「
雨
よ
降
れ
！
」
と
言
う
と
し
て
も
単
に
言
う
だ
け
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
定
の
気
晴
ら
し
が
で
き
る
の
で
、
結
果

と
し
て
雨
が
降
ら
な
く
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で
済
ん
で
い
く
。
降
雨
と
い
う
外
界
に
対
す
る
希
望
の
実
現
に
は
固
執
し
な
い
。
も
し
、
目
的

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
言
う
」
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
だ
、
と
い
う
の
が
周
作
人
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
雨
乞

い
は
、
結
果
と
し
て
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
せ
っ
か
く
実
践
し
た
儀
式
が
無
意
味
に
な
る
。
周
作
人
は
、「
文
芸
に
は
感
情
だ
け
が
あ
っ
て

目
的
は
な
い
。」
と
言
っ
て
い
る
が
、
彼
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
芸
術
形
式
そ
れ
自
体
の
目
的
は
外
界
に
対
す
る
切
実
な
希
望

の
実
現
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
芸
術
形
式
の
表
現
者
が
希
望
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。）

逆
に
言
え
ば
、
彼
が
こ
こ
で
言
う
「
宗
教
」
と
は
、
外
界
に
対
す
る
切
実
な
希
望
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
原
初
的
な
宗
教
儀
礼
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。

　
「
目
的
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
少
し
補
足
し
て
お
く
と
、
彼
が
「
目
的
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
た
の
は
、「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」

対
「
人
生
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
芸
術
史
上
の
著
名
な
意
見
対
立
を
た
ぶ
ん
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
二

年
の
時
点
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
自
分
の
見
解
を
ま
と
め
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
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
。
た
だ
渾
然
と
し
た
人
生
の
芸
術
で
あ
る
の
に
任
せ
れ
ば
い
い
。「
芸
術
の
た
め
」
派
は
個
人
を
芸

術
の
職
人
に
し
、「
人
生
の
た
め
」
派
は
芸
術
を
人
生
の
召
使
に
す
る
…
…

（「
自
分
の
畑
」《
自
己
的
園
地
》
一
九
二
二
年（

5
））

　

こ
の
「
独
立
し
た
芸
術
美
と
無
形
の
功
利
」
を
と
も
に
そ
な
え
た
「
人
生
の
芸
術
」
を
、
の
ち
に
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
が
「
生
活
の
芸

術
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
上
述
の
彼
の
「
目
的
」
を
め
ぐ
る
ロ
ジ
ッ
ク
（
Ｘ
そ
れ
自
体
の
た
め
の
Ｘ
）
は
、
ほ
ぼ
「
芸
術

の
た
め
の
芸
術
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
同
じ
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
芸
術
を
人
生
か
ら
隔
離
す
る
必
要
」
が
あ
る
と
彼
が
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。な
ぜ
な
ら
、『
源
流
』の
構
想
を
ま
と
め
あ
げ
た
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
前
半
と
い
う
の
は
、

周
作
人
が
当
時
の
社
会
文
化
状
況
に
直
面
す
る
中
で
、
主
に
左
翼
の
声
高
な
功
利
主
義
的
芸
術
観
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
芸
術
の
自
律
性
、

無
目
的
性
、
無
功
利
性
を
こ
と
さ
ら
に
主
張
し
た
嫌
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
周
作
人
が
芸
術
の
自
律
性
（
無
目
的
性
）
と
人

間
性
（
功
利
性
）
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
て
い
た
か
を
、
超
歴
史
的
に
問
う
の
は
あ
ま
り
生
産
的
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
生
々

し
い
言
説
状
況
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
応
じ
て
、
両
者
の
い
ず
れ
か
を
前
面
に
押
し
出
し
た
り
背
後
に
引
っ
込
め
た
り
し
た
と
考
え
る
方

が
合
理
的
で
あ
る
。「
芸
術
の
非
人
間
化（

6
）」

は
、
周
作
人
に
と
っ
て
、
絶
対
的
な
信
条
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
中
に
根
底
的
な
も
の
と
し

て
あ
っ
た
の
は
、
芸
術
の
自
律
性
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
社
会
功
利
至
上
主
義
に
対
し
て
反
抗
し
よ
う
と

す
る
覚
悟
で
あ
っ
た
。
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三　

頽
廃
時
代

　
『
源
流
』の
芸
術
史
論
の
基
礎
と
な
っ
た
思
想
的
要
素
と
し
て
、上
述
の
芸
術
宗
教
起
源
説
が
ひ
と
つ
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、も
う
ひ
と
つ
、

エ
リ
ス
の
議
論
に
即
し
た
芸
術
史
観
に
も
是
非
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
ち
ら
の
方
が
む
し
ろ
周
作
人
の
考
え
方
を
総
合
的

に
考
え
る
う
え
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

　

元
来
「
同
一
の
深
刻
な
衝
動
の
三
様
相
」
で
あ
っ
た
芸
術
、
科
学
、
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
化
し
、「
思
想
の
古
典
的
な
伝
統
」
が
、

「
ポ
ス
ト
古
典
主
義
」
の
思
潮
の
中
で
様
々
な
部
門
へ
と
解
体
し
て
き
た
こ
と
を
、
エ
リ
ス
が
特
に
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は

既
に
触
れ
た
。エ
リ
ス
は
、ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
小
説『
さ
か
し
ま
』（
一
八
八
四
年
）の
主
人
公
で
典
型
的
な
デ
カ
ダ
ン
ト
で
あ
る
デ
・
ゼ
ッ

サ
ン
ト
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
デ
カ
ダ
ン
ス
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

厳
密
に
言
う
と
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
様
式
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
古
典
様
式
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
古
典
様
式

の
さ
ら
な
る
進
展
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
専
門
化
で
あ
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
流
に
言
え
ば
、
均
質
が
不
均
質
に
な
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

古
典
様
式
が
美
し
い
の
は
、
部
分
が
総
体
に
従
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
様
式
が
美
し
い
の
は
、
総
体
が
部
分
に

従
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

7
）。

　

部
分
と
総
体
の
関
係
に
関
し
て
は
、
エ
リ
ス
も
引
用
す
る
有
名
な
次
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
の
ス
タ
イ
ル
」
に
関
す
る
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
定
式



東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
五
十
二
册

― 126 ―

を
踏
襲
し
て
い
る
。

﹇
社
会
と
い
う
有
機
体
に
お
け
る
の
と
﹈
同
様
の
法
則
が
、
言
語
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
有
機
体
の
成
長
と
デ
カ
ダ
ン
ス
を
支
配
し

て
い
る
。
デ
カ
ダ
ン
ス
の
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
は
、
書
物
の
統
一
性
は
崩
壊
し
て
一
ペ
ー
ジ
の
独
立
性
に
場
を
譲
り
、
一
ペ
ー
ジ
は

一
文
の
独
立
性
に
場
を
譲
り
、
一
文
は
一
語
の
独
立
性
に
場
を
譲
る（

8
）。

　

エ
リ
ス
は
「
進
展
」
と
か
「
専
門
化
」
と
か
「
均
質
が
不
均
質
に
な
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
こ
の
ブ
ー

ル
ジ
ェ
の
定
式
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
諸
形
式
の
精
緻
化
、
個
性
化
あ
る
い
は
自
由
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
デ
カ
ダ
ン
ス
の
観
念
を
論
じ
た
マ
テ
イ
・
カ
リ
ネ
ス
ク
は
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。

デ
カ
ダ
ン
ス
の
ス
タ
イ
ル
と
は
要
す
る
に
、
美
的
個
人
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
助
長
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
統
一
性
、
階
層
秩

序
、
客
観
性
と
い
っ
た
伝
統
的
か
つ
権
威
主
義
的
な
要
請
と
手
を
切
っ
た
ス
タ
イ
ル
な
の
だ（

9
）。

　

エ
リ
ス
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
の
は
社
会
道
徳
的
態
度
と
し
て
で
は
な
く
、
審
美
的
趨
向
と
し
て
考
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
周
作
人
は
、『
源
流
』
発
表
の
少
し
前
に
書
い
た
「
氷
雪
小
品
選
序
」（「
近
代
散
文
抄
序（

10
）」）

で
、
朝
廷
の
権
力
が
衰
え
中
国
社

会
が
乱
れ
た
時
期
の
こ
と
を
「
頽
廃
時
代
」
と
呼
ん
で
い
る
。
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﹇
朝
廷
の
力
が
強
い
と
き
は
載
道
主
義
が
勢
力
を
持
つ
が
﹈
い
っ
た
ん
頽
廃
時
代
に
な
る
と
、
皇
帝
祖
師
な
ど
の
要
人
は
た
い
し
た

力
を
持
た
な
く
な
り
、
在
野
の
士
の
議
論
が
横
溢
し
、
百
家
争
鳴
と
な
り
、
正
統
家
は
「
人
心
古
な
ら
ず
」
と
大
い
に
嘆
く
の
だ
が
、

し
か
し
、
多
く
の
新
思
想
や
い
い
文
章
は
皆
そ
ん
な
時
代
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
私
た
ち
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
私
た
ち
が

言
志
派
だ
か
ら
だ
。

　

こ
こ
で
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
頽
廃
」
時
代
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
安
定
し
た
総
体
性
が
崩
れ
、
部
分
や
個
が
総
体
の
従
属
か
ら
離

れ
て
い
く
、
つ
ま
り
は
乱
世
の
こ
と
で
あ
り
、
エ
リ
ス
の
言
う
デ
カ
ダ
ン
ス
優
位
の
個
人
主
義
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が

言
語
（
芸
術
）
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
も
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
現
象
を
当
て
は
め
た
よ
う
に
、
周
作
人
も
社
会
の
デ
カ
ダ
ン
ス
「
頽
廃
」

を
中
国
芸
術
史
上
に
見
透
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

時
期
は
や
や
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
九
二
三
年
六
月
、
エ
リ
ス
の
デ
カ
ダ
ン
ス
論
が
含
ま
れ
て
い
る
『
断
言
』
一
九
二
二
年
リ
プ
リ

ン
ト
版
を
購
入
し
た
四
ヵ
月
後
、
彼
は
「
新
文
学
の
二
大
潮
流
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る（

11
）。

こ
の
文
章
は
そ
の
時
点
で
、
今
後
の
中

国
の
文
壇
の
趨
勢
と
し
て
、「
革
命
文
学
派
」
と
「
頽
廃
派
」
が
そ
の
二
大
潮
流
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
た
も
の
で
、
そ

こ
に
は
、
総
体
と
部
分
に
関
わ
る
エ
リ
ス
の
デ
カ
ダ
ン
ス
論
の
痕
跡
が
く
っ
き
り
と
残
さ
れ
て
い
る
。

…
…
今
の
時
代
は
、
ま
さ
に
頽
廃
時
代
で
あ
る
。
総
体
が
分
裂
し
、
個
体
が
解
放
さ
れ
、
独
創
的
な
あ
る
い
は
偏
向
し
た
文
芸
が
発

生
し
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
典
派
に
と
っ
て
は
衰
微
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
時
代
の
要
求
で
あ
っ
て
、

し
か
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
で
、
個
体
が
総
体
に
統
括
さ
れ
て
い
た
時
代
の
古
典
文
学
よ
り
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
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る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
表
面
上
は
頽
廃
的
だ
が
、
そ
の
精
神
は
極
端
に
現
世
的
で
、
革
命
文
学
家
よ

り
も
も
っ
と
熱
烈
に
現
世
的
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

エ
リ
ス
は
『
断
言
』
の
中
で
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
様
式
と
古
典
様
式
と
の
間
の
相
対
的
な
関
係
を
、
歴
史

的
で
動
的
な
関
係
の
中
に
置
い
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
芸
術
は
、古
典
と
デ
カ
ダ
ン
ス
、こ
の
二
つ
の
両
極
端
の
間
の
周
期
的
な
曲
線
の
勾
配
を
上
っ

た
り
、
下
っ
た
り
す
る
こ
と
だ（

12
）。

　

こ
の
描
写
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
が
、『
源
流
』
の
中
で
周
作
人
が
掲
げ
た
中
国
文
学
史
の
流
れ
を
示
し

た
図
で
あ
る
（
図
）。
周
作
人
は
、『
源
流
』
の
循
環
史
観
に
つ
い
て
、
誰
か
の
ア
イ
デ
ア
を
踏
襲
し
た
も

の
で
は
な
い
と
言
明
し
て
い
る
が
、
彼
が
エ
リ
ス
の
『
断
言
』
を
丹
念
に
読
ん
で
い
る
こ
と
は
は
っ
き
り

し
て
い
る
以
上
、
エ
リ
ス
の
『
断
言
』
か
ら
何
の
示
唆
も
受
け
な
か
っ
た
と
言
う
の
は
む
し
ろ
難
し
い
。

　

一
九
二
三
年
六
月
の
時
点
で
、
周
作
人
が
構
想
し
た
中
国
文
学
史
の
二
項
対
立
は
、「
革
命
文
学
」
派

対
「
頽
廃
」
派
で
あ
っ
た
が
、
七
月
に
は
、「
応
教
」
と
い
う
、
諸
王
の
命
に
応
じ
て
詩
文
を
作
る
と
い

う
意
味
の
古
語
を
引
っ
張
り
出
し
て
き
て
古
典
派
を
代
表
さ
せ
、
そ
れ
と
、
後
に
「
言
志
」
と
換
言
さ
れ

る
お
な
じ
み
の
「
即
興
」
と
を
二
項
対
立
と
し
て
立
て
て
い
る（

13
）。

そ
の
後
、
二
〇
年
代
の
特
に
そ
の
後
半

甲.晩周

乙.

甲.1 甲.五代2

乙.唐1 乙.明3 乙.清4乙.　宋2

甲.元3 甲.明末4 甲.民国5魏普
六朝
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の
革
命
文
学
論
全
盛
期
を
く
ぐ
り
抜
け
る
な
か
で
、
革
命
文
学
派
の
言
説
の
中
に
古
典
派
の
根
深
い
影
を
見
出
し
、
一
九
三
〇
年
ご
ろ
に

は
、
左
翼
文
芸
運
動
と
古
典
派
を
同
時
に
「
載
道
」
派
と
し
て
批
判
す
る
立
場
に
身
を
置
く
覚
悟
を
固
め
る（

14
）。

そ
こ
へ
、
再
発
見
し
た
明

末
の
公
安
派
、
竟
陵
派
と
、
中
国
新
文
学
運
動
を
、
と
も
に
「
言
志
」
派
と
し
て
見
る
視
点
を
加
え
、
八
股
文
お
よ
び
桐
城
派
古
文
に
対

す
る
批
判
や
様
々
な
歴
史
的
肉
付
け
を
し
て
構
築
し
た
の
が
、『
中
国
新
文
学
の
源
流
』
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

周
作
人
が
「
頽
廃
」
と
い
う
中
国
語
を
め
ぐ
っ
て
語
っ
て
い
る
議
論
は
、
明
ら
か
に
、
エ
リ
ス
の
デ
カ
ダ
ン
ス
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
際
、
周
作
人
は
エ
リ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
のdecadence

に
「
頽
廃
」
と
い
う
中
国
語
を
そ
の
ま
ま
当
て
て
い
る
。
こ
の
中

国
語
（
あ
る
い
は
日
本
語
）
の
文
字
面
は
原
語
以
上
に
道
徳
的
劣
化
を
想
起
さ
せ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
が
、
し
か
し
、
周
作
人
の
言
う
「
頽

廃
」
は
、
エ
リ
ス
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
同
様
、
必
ず
し
も
道
徳
的
放
蕩
や
自
堕
落
、
あ
る
い
は
日
本
の
辞
書
の
記
載
に
あ
る
よ
う
な
「
不

健
全
」
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
進
化
論
的
な
衰
微
や
退
歩
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
そ
の
根
本
的
な
性
質
は
、
総
体
と
部
分
と
の
関
係
に
お
け
る
部
分
の
相
対
的
独
立
化
、
優
越
化
で
あ
る
。
そ
れ
を
、「
自
由
化
」
と

か
「
個
性
化
」
あ
る
い
は
「
専
門
化
」、「
精
緻
化
」
と
呼
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
一
面
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
な
が
ち
ま
ち
が

い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
時
に
総
体
の
分
裂
や
拡
散
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
周
作
人
の
言
う
「
頽
廃
」
は
、
そ
れ
に
対
す

る
社
会
道
徳
的
判
断
と
は
一
応
別
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
節
で
、
芸
術
宗
教
起
源
説
に
お
け
る
芸
術
の
脱
宗
教
化

に
触
れ
た
が
、
こ
れ
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
歴
史
的
デ
カ
ダ
ン
ス
の
結
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
総
体
と
し
て
あ
っ
た
宗
教
儀

式
の
中
か
ら
そ
の
一
部
分
で
あ
っ
た
芸
術
形
式
だ
け
が
、
本
来
の
宗
教
的
意
義
を
失
っ
て
、
独
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
を
元
来
の
精
神
の
堕
落
と
か
衰
退
と
か
呼
ぶ
の
は
自
由
だ
が
、
儀
式
に
せ
よ
、
形
式
に
せ
よ
、
そ
こ
に
生
命
が
宿
っ
て
い
る
期
間
と

い
う
の
は
畢
竟
無
期
限
で
は
あ
り
え
な
い
。
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四　

茶
菓
子
の
頽
廃
性

　

周
作
人
の
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
に
「
北
京
の
茶
菓
子
」（《
北
京
的
茶
食
》
一
九
二
四
年（

15
））

と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

…
…
本
当
に
北
京
に
は
い
い
茶
菓
子
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
あ
る
の
に
私
た
ち
が
知
ら
な
い
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

ん
な
こ
と
を
言
う
の
も
、
単
に
食
欲
を
む
さ
ぼ
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
古
い
都
に
住
み
な
が
ら
、
歴
史
的
精
錬
を
含
ん
だ
あ
る

い
は
頽
廃
し
た
菓
子（

16
）が

食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
大
き
な
欠
陥
だ
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…

　

こ
の
名
篇
は
、
北
京
に
い
い
茶
菓
子
が
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
、
日
常
必
要
な
も
の
以
外
に
「
無
用
の
遊
び
と
享
楽
」
が
必
要
だ
と
説
い

た
エ
ッ
セ
イ
だ
が
、
そ
の
中
に
、
何
気
な
く
「
頽
廃
」
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
く
る
。「
頽
廃
し
た
菓
子
」
と
は
こ
こ
で
は
「
歴
史
的
精

錬
を
含
ん
だ
」
い
い
菓
子
と
同
義
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
周
作
人
は
そ
う
し
た
生
活
上
の
「
無
用
の
飾
り
」
は
「
精
錬
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
よ
い
」
と
ま
で
書
い
て
い
る
。
舒
蕪

は
こ
の
あ
た
り
に
注
目
し
て
、
実
は
「
頽
廃
」
と
「
精
錬
」
は
同
義
語
で
あ
っ
て
、「
精
錬
的
頽
廃
（
精
錬
さ
れ
た
頽
廃
）」、「
頽
廃
的
精

錬
（
頽
廃
の
精
錬
）」
こ
そ
周
作
人
の
追
求
し
た
美
学
だ
と
指
摘
し
て
い
る（

17
）。

ま
た
、
解
志
熙
も
「
歴
史
的
精
錬
を
含
ん
だ
あ
る
い
は
頽

廃
し
た
菓
子
」
を
、「
ほ
と
ん
ど
千
篇
一
律
」
な
周
作
人
の
「
趣
味
の
文
」
の
実
質
を
表
し
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る（

18
）。

こ
れ
ら
の
論
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者
は
、
周
作
人
の
こ
の
文
章
あ
る
い
は
彼
の
思
想
の
中
に
、
中
国
民
族
全
体
の
運
命
に
も
関
わ
り
か
ね
な
い
大
い
な
る
危
機
を
見
出
し
、

こ
の
よ
う
な
周
作
人
の
美
学
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
確
か
に
周
作
人
の
言
う
「
頽
廃
」
に
は
毒
が
あ
り
、
危
機
が
含
ま
れ
て
い
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
、
彼
が
現
代
中
国
に
は
毒
さ
え
必
要
だ
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
の
は
む
だ

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
、「
生
活
の
芸
術
」
と
い
う
こ
と
ば
を
熟
語
と
し
て
初
め
て
使
い
簡
単
な
説
明
を
加
え
た
エ
ッ
セ
イ
「『
糸
車
の

物
語
』
を
読
む
」《
読
〈
紡
輪
的
故
事
〉》
の
中
で
、
頽
廃
派
文
人
マ
ン
デ
ス
の
中
に
あ
る
毒
を
認
め
、
中
国
の
「
現
代
の
青
年
」
が
こ
の

毒
に
反
応
す
る
こ
と
を
望
む
、
と
書
き
記
し
て
い
る（

19
）。

毒
は
量
を
調
節
し
、
服
用
方
法
を
工
夫
す
れ
ば
ワ
ク
チ
ン
の
よ
う
な
薬
に
な
る
こ

と
も
あ
る
。
周
作
人
は
日
本
占
領
下
の
北
京
で
、
薬
堂
と
号
し
、『
薬
堂
語
録
』（
四
一
年
）、『
薬
味
集
』（
四
二
年
）、『
薬
堂
雑
文
』（
四

四
年
）
と
題
し
た
文
集
を
出
版
し
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
を
出
版
し
た
こ
ろ
の
彼
の
態
度
と
し
て
は
、
社
会
に
必
要
で
有
用
な
物
と
し

て
「
薬
」
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
べ
つ
に
反
語
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時
に
も
彼
は
、
自
身
の
書
く

も
の
の
中
に
密
か
に
仕
組
ん
だ
毒
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
私
が
言
い
た
い
の
は
、
彼
の
文
章

の
中
に
は
危
機
と
同
じ
く
ら
い
チ
ャ
ン
ス
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
本
題
に
戻
ろ
う
。先
に
触
れ
た
デ
カ
ダ
ン
ス
の
根
本
的
な
性
質
を
想
起
す
れ
ば
、「
歴
史
的
精
錬
を
含
ん
だ
菓
子
」が
す
な
わ
ち「
頽

廃
し
た
菓
子
」
で
あ
る
と
い
う
周
作
人
の
言
い
方
も
難
な
く
理
解
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
時
間
を
か
け
て
代
々
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
味
わ
い
深
い
も
の
に
し
て
き
た
、
享
楽
に
堪
え
る
精
緻
な
茶
菓
子
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
茶
菓
子
と
周

作
人
の
エ
ッ
セ
イ
の
間
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
立
す
る
と
い
う
の
は
、
解
志
熙
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
享
楽
に
堪
え
る
精
緻
な
文
章

を
書
く
た
め
に
周
作
人
が
凝
ら
し
た
工
夫
に
限
り
は
な
い
が
、
本
稿
の
文
脈
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
重
要
な
ひ
と
つ
は
、
部
分
に
対
す

る
注
目
、
細
部
へ
の
焦
点
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
無
限
に
あ
る
日
常
世
界
の
諸
事
象
の
中
か
ら
一
事
象
を
と
ら
え
て
、
人
情
や
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社
会
、
歴
史
の
あ
り
さ
ま
を
照
ら
し
出
す
彼
の
こ
の
種
の
小
品
文
は
、
こ
の
「
北
京
の
茶
菓
子
」
が
書
か
れ
た
一
九
二
四
年
あ
た
り
か
ら
、

続
々
と
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　

故
郷
の
山
菜
《
故
郷
的
野
菜
》　

一
九
二
四
年　

四
月　

五
日
発
表

　

蝿
《
蒼
蝿
》　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
年　

七
月
一
三
日
発
表
（
七
月
一
一
日
作
）

　

長
雨
《
苦
雨
》　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
年　

七
月
二
二
日
発
表
（
七
月
一
七
日
作
）

　

茶
を
飲
む
《
喝
茶
》　
　
　
　
　
　
　

二
四
年
一
二
月
二
九
日
発
表

　

鳥
の
鳴
き
声
《
鳥
声
》　
　
　
　
　
　

二
五
年　

四
月　

六
日
発
表

　

酒
を
語
る
《
談
酒
》　
　
　
　
　
　
　

二
六
年　

六
月
二
八
日
発
表
（
六
月
二
〇
日
作
）

　

烏
蓬
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
六
年
一
一
月
二
七
日
発
表

　

一
九
三
〇
年
初
頭
に
は
、
連
作
「
草
木
虫
魚
」
と
し
て
、

　

金
魚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
三
〇
年　

四
月
一
七
日
発
表
（
三
月
一
〇
日
作
）

　

蚤
《
虱
子
》　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
年　

四
月
三
〇
日
発
表
（
三
月
五
日
作
）

　

水
の
中
の
も
の
《
水
裏
的
東
西
》　
　

三
〇
年　

五
月
一
二
日
発
表

　

蝙
蝠
に
つ
い
て
《
関
於
蝙
蝠
》　
　
　

三
〇
年　

八
月　

四
日
発
表
（
七
月
二
三
日
作
）
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二
本
の
木
《
両
株
樹
》　
　
　
　
　
　

三
一
年　

三
月
一
〇
日
発
表
（
三
〇
年
一
二
月
二
五
日
作
）

　

案
山
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一
年
一
〇
月
一
一
日
作

　

莧
菜
梗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一
年
一
〇
月
二
六
日
作

　

な
ど
が
あ
る
。
彼
が
書
い
た
膨
大
な
数
の
文
章
全
体
か
ら
見
る
と
、
こ
う
し
た
風
物
、
民
俗
、
日
常
生
活
の
ひ
と
コ
マ
な
ど
を
ま
と
も

に
主
題
に
据
え
た
も
の
は
実
は
相
対
的
に
は
少
な
く
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
の
は
、
書
籍
を
主
題
に
し
た
読
書
筆
記
で
あ
る
が
、
と
は

い
え
、
そ
こ
で
も
、
彼
は
具
体
的
で
些
細
な
事
象
に
焦
点
を
当
て
、
多
く
は
、
書
籍
の
中
の
一
節
を
実
際
に
引
用
し
て
示
し
な
が
ら
、
海

外
の
文
人
や
古
人
の
人
格
を
、
あ
る
い
は
ま
た
文
化
的
事
象
の
歴
史
的
顛
末
な
ど
を
、
繊
細
で
シ
ン
プ
ル
な
タ
ッ
チ
で
、
浮
き
彫
り
に
し

て
い
く
。
そ
の
い
さ
さ
か
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
ト
リ
ビ
ア
ル
な
焦
点
の
当
て
方
は
、
周
作
人
の
エ
ッ
セ
イ
の
魅
力
（
あ
る
い
は
魔
力
）
に

深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
彼
の
精
緻
化
、
部
分
化
、
専
門
化
が
決
し
て
無
制
限
に
徹
底
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ダ
ン
ス
、
頽
廃
は
彼
に
お
い
て
む
し
ろ
徹
底
さ
れ
な
い
。
彼
は
瑣
末
な
事
象
に
焦
点
を
当
て
、
書
物
の

中
か
ら
現
実
生
活
の
火
急
の
問
題
と
は
直
接
関
係
の
な
い
一
節
を
引
用
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
焦
点
を
当
て
る
事
象
の
向
こ
う
に

は
、
必
ず
、
人
間
の
生
々
し
い
生
命
の
脈
動
が
見
透
か
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
デ
カ
ダ
ン
ス
は
決
し
て
人
間
か
ら
決
定
的
に
は
離
れ
な
い
。

例
え
ば
彼
に
は
代
表
的
な
小
品
文
と
し
て
先
の
リ
ス
ト
に
も
あ
げ
た
「
蝿
」
が
あ
る
。
焦
点
は
蝿
と
い
う
一
小
動
物
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
外
貌
や
所
作
も
細
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
語
り
が
主
に
辿
る
の
は
、
ル
キ
ア
ノ
ス
や
ホ
メ
ロ
ス
、
小
林
一
茶
ら
が
ど

の
よ
う
に
蝿
を
見
、
描
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
子
ど
も
時
代
あ
る
い
は
一
九
二
四
年
当
時
の
自
身
が
蝿
の
存
在
を
ど
う
感
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じ
て
い
た
か
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
焦
点
を
当
て
ら
れ
る
事
物
は
、
人
間
の
主
観
や
日
常
生
活
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
た
単
な
る
「
事

物
」
と
し
て
、
唯
物
論
的
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
蝿
は
あ
く
ま
で
も
審
美
主
体
の
感
性
の
及
ぶ
範
囲
内
で
描
か
れ
て
い

る
。
実
の
と
こ
ろ
、
周
作
人
の
小
品
文
の
本
当
の
焦
点
と
は
、
常
に
、
視
覚
や
聴
覚
を
代
表
と
す
る
人
間
の
五
覚
が
直
接
に
は
届
か
な
い
、

事
物
と
人
間
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
も
、
蝿
は
、
厳
密
に
言
え
ば

審
美
対
象
で
は
な
く
、
審
美
対
象
で
あ
る
人
間
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
材
料
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
一
種
の
形
式
に

す
ぎ
な
い
。
総
体
性
や
真
理
を
棚
上
げ
し
て
材
料
や
形
式
に
焦
点
を
当
て
る
の
は
一
種
の
デ
カ
ダ
ン
ス
だ
が
、
し
か
し
、
周
作
人
に
お
い

て
デ
カ
ダ
ン
ス
は
、
そ
の
達
人
的
な
節
制
に
よ
っ
て
、
審
美
主
体
の
い
わ
ば
日
常
感
覚
の
範
囲
内
に
あ
く
ま
で
も
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
常
々
彼
が
言
う
よ
う
に
、
小
品
文
と
は
畢
竟
、
茶
酒
や
あ
る
い
は
菓
子
の
よ
う
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
食
事
に
代
え
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
最
優
先
さ
れ
る

べ
き
は
、
あ
く
ま
で
も
茶
菓
子
や
酒
で
は
な
く
食
事
で
あ
る
。
茶
菓
子
や
酒
は
食
事
よ
り
ず
っ
と
量
を
控
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

彼
の
デ
カ
ダ
ン
ス
は
こ
う
し
た
小
品
文
に
対
す
る
自
覚
的
限
定
に
も
規
定
さ
れ
て
い
た
。
魯
迅
が
小
品
文
を
取
り
上
げ
て
「
ち
ょ
っ
と
し

た
飾
り
」（
小
摆
設
）
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
（「
小
品
文
の
危
機（

20
）」）

の
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
も
的
確
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

周
作
人
は
兄
の
そ
の
批
判
に
対
し
て
、
祭
壇
に
置
く
祭
器
よ
り
は
ま
し
、
と
反
発
し
た（

21
）が

、
確
か
に
祭
器
を
脱
宗
教
化
し
た
ら
そ
れ
は
単

な
る
「
ち
ょ
っ
と
し
た
飾
り
」
に
な
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
周
作
人
が
理
想
と
し
て
追
求
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
彼
自
身
も
強
く
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
彼
の
理
想
は
必
ず
し
も
彼
の
実
践
と
一
致
し
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
そ
の
理
想
は
、
完
全
な
実
現
や
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
達
成
を
決
し
て
求
め
な
い
類
の
理
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
微
分
の
曲
線
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が
、
漸
近
線
に
近
づ
い
て
い
こ
う
と
し
な
が
ら
も
決
し
て
交
わ
ろ
う
と
は
し
な
い
の
と
、
あ
る
意
味
よ
く
似
て
い
る
。

　

さ
て
、
周
作
人
は
、
五
四
運
動
の
熱
狂
か
ら
醒
め
て
い
く
中
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
の
頽
廃
派
文
人
へ
の
理
解
と

共
感
を
深
め
た
あ
と
、
本
来
自
分
が
持
っ
て
い
た
歴
史
民
俗
趣
味
に
触
れ
る
文
章
を
書
く
こ
と
が
、
実
は
、
西
洋
の
頽
廃
派
に
と
っ
て
の

象
徴
主
義
詩
歌
形
式
や
耽
美
的
な
絵
画
形
式
な
ど
と
同
じ
く
、
現
実
へ
の
強
烈
な
不
満
を
仮
託
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
徐
々
に

気
づ
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
歴
史
的
意
義
を
深
く
自
分
の
も
の
と
し
つ
つ
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
自
身
が
満
足
で
き

る
表
現
形
式
を
模
索
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
彼
は
例
え
ば
夢
や
幼
少
時
の
甘
美
な
記
憶
に
苦
悶
を
仮
託
し
よ
う
と
し

た
こ
と
も
あ
っ
た（

22
）。

が
、
結
局
彼
は
歴
史
民
俗
趣
味
に
よ
っ
て
安
定
的
に
そ
の
時
々
の
自
分
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
中
国
と
い
う
固
有
の
土
壌
に
育
ま
れ
た
近
代
の
文
人
と
し
て
、
彼
は
、
西
洋
の
土
壌
で
育
ま
れ
た
芸
術

形
式
よ
り
も
っ
と
ず
っ
と
切
実
な
、
身
の
丈
に
あ
っ
た
表
現
形
式
を
、
つ
い
に
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
頽
廃
派
表
現
の
「
創
造

的
転
化
」
と
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
し
、
中
国
的
土
着
化
と
呼
ん
で
も
い
い
。
喩
え
て
言
え
ば
、
デ
カ
ダ
ン
ス
は
近
代
中
国
の
生
ん
だ
周

作
人
と
い
う
個
性
豊
か
な
炉
の
中
で
精
錬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五　

む
す
び

　

以
上
、
周
作
人
（
お
よ
び
エ
リ
ス
）
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」（
頽
廃
）
と
は
、
根
本
的
に
は
、
総
体
と
部
分
と
の
関
係
に

お
け
る
ひ
と
つ
の
審
美
的
趨
向
で
あ
り
、
部
分
の
相
対
的
独
立
化
、
優
越
化
の
こ
と
だ
と
し
て
、
議
論
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を

こ
れ
ま
で
、
精
緻
化
、
自
由
化
、
個
性
化
あ
る
い
は
専
門
化
な
ど
と
言
い
換
え
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
少
し
視
角
を
変
え
る
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だ
け
で
、
形
骸
化
、
断
片
化
、
孤
立
化
あ
る
い
は
タ
コ
ツ
ボ
化
と
換
言
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ
本
来
の
意
味
で
の
「
頽
廃
」
を

結
果
と
し
て
招
来
す
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
も
う
一
度
、
周
作
人
の
態
度
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
は
読
書
筆
記
「『
ク
オ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
』」《〈
你
往
何
処
去（

23
）〉》

の
中
で
「
い

わ
ゆ
る
頽
廃
派
詩
人
の
元
祖
」
と
も
言
え
る
ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

実
際
あ
の
こ
ろ
ロ
ー
マ
は
朝
廷
の
内
外
に
い
く
ら
で
も
頽
廃
派
気
味
の
人
間
が
い
た
。
ま
さ
に
ネ
ロ
自
身
も
そ
う
だ
っ
た
。
た
だ
、

彼
ら
は
極
端
へ
と
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
教
徒
が
も
う
一
方
の
極
端
へ
行
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
。
だ
か
ら
あ
の
よ
う
な
衝

突
が
起
こ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
両
方
と
も
幸
福
者
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中
間
で
霊
と
肉
の
衝
突
を
感
じ
、
美

を
終
生
崇
拝
す
る
者
、
そ
し
て
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
的
な
力
を
感
知
す
る
者
、
例
え
ば
ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
の
よ
う
な
人
間
こ
そ
、

最
も
同
情
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
現
代
人
も
同
感
で
き
る
状
況
だ
か
ら
だ
。

　

周
作
人
が
こ
の
部
分
で
注
目
し
て
い
る
の
は
、
ネ
ロ
帝
の
よ
う
な
徹
底
的
な
頽
廃
よ
り
も
、
む
し
ろ
ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
の
よ
う
な
、
頽
廃

と
信
仰
、
あ
る
い
は
美
と
宗
教
の
神
秘
的
な
力
と
の
間
の
葛
藤
に
悩
む
主
体
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
私
た
ち
も
、
彼
が
ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
を

見
る
よ
う
に
、
周
作
人
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
精
神
全
体
を
統
御
す
る
周
作
人
の
主
体
の
あ
り
か
た
に
も
っ

と
注
目
し
て
い
い
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
周
作
人
（
や
魯
迅
）
が
基
本
的
に
保
持
し
た
翻
訳
の
方
法
「
直
訳
」
は
、
部
分
の
統
辞
を
最
大
限
尊
重
す
る
と
い
う
意

味
で
、
中
国
語
文
に
一
種
の
デ
カ
ダ
ン
ス
を
も
た
ら
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
周
作
人
の
翻
訳
の
ス
タ
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イ
ル
を
「
直
訳
」
と
呼
ぶ
の
な
ら
、
彼
は
「
頽
廃
」
派
文
人
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
を
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
、
自
身
の
ス
タ

イ
ル
と
し
て
選
ん
だ
の
だ
と
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
た
だ
し
、
た
と
え
時
期
に
よ
っ
て
彼
の
訳
文
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
強
度
に
違
い

が
あ
る
と
し
て
も
、当
の
文
章
や
作
品
全
体
の
意
図
、主
旨
な
ど
、つ
ま
り
総
体
的
な
も
の
を
彼
が
度
外
視
し
て
翻
訳
し
た
こ
と
は
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

思
う
に
、
彼
の
表
現
形
式
は
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
り
、
態
度
は
享
楽
主
義
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
主
体
の
あ
り
よ
う
は
、

決
し
て
一
般
的
な
意
味
で
の
「
頽
廃
」
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
主
体
の
あ
り
よ
う
は
、「
芸
術
」
的
（
自
然
と
対
峙
す
る
と
い

う
意
味
で
）
で
あ
り
、
統
御
的
、
倫
理
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
享
楽
主
義
は
、
晩
年
の
フ
ー
コ
ー
が
言
う
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
禁
欲
主
義

的
な
性
質
を
帯
び
て
い
た（

24
）。

つ
ま
り
、
周
作
人
に
と
っ
て
「
生
活
の
芸
術
」
と
は
、
実
は
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
欲
望
を
、
ひ
と
つ
の
主
体
と

し
て
、
ひ
と
つ
の
人
格
と
し
て
、
美
的
に
統
御
す
る
術
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
使
徒
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
デ
カ
ダ
ン
ス
を
手
な
ず
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ニ
ー
チ
ェ
が
デ
カ
ダ
ン
ス
と
対
決
し
た
仕
方
と
は
ま
っ
た
く
違
う
方
式

で
、
周
作
人
も
彼
な
り
に
デ
カ
ダ
ン
ス
と
対
決
し
格
闘
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

25
）。

そ
の
結
果
、
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ

リ
ス
世
紀
末
の
い
わ
ゆ
る
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
と
は
か
な
り
違
う
、
あ
る
喜
ば
し
き
芸
術
形
式
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
、
あ
る
い
は
言
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
、
彼
の
芸
術
実
践
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
現
代
中
国
風
の
文
字
通
り
の
頽
廃
を
生
み
出
す
だ
け
に
終
わ
っ
た

と
言
う
べ
き
な
の
か
？―

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
先
に
私
た
ち
自
身
の
中
の
デ
カ
ダ
ン
ス
を
真
摯
に
問
い
な
お
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 

二
〇
〇
七
年
六
月
三
〇
日



東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
五
十
二
册

― 138 ―

1　

伊
藤
徳
也
「
芸
術
の
本
義―

周
作
人
に
お
け
る
『
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
。

2　

周
作
人
の
頽
廃
派
文
人
へ
の
共
鳴
に
つ
い
て
は
、
小
川
利
康
「
五
四
時
期
の
周
作
人
の
文
学
観―

Ｗ
・
ブ
レ
イ
ク
、
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
の
受
容
を

中
心
に―
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
二
集
、
一
九
九
〇
年
）
が
部
分
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

3　

本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
「『
社
会
』
主
義
」
は
歴
史
上
の
「
社
会
主
義
」
で
は
な
い
。「
個
人
主
義
」
に
対
す
る
「
社
会
主
義
」
の
謂
い
で
あ
る
。

4　

周
作
人
の
『
源
流
』
が
胡
適
の
白
話
文
学
史
観
を
強
く
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
竹
内
好
が
「
現
代
中
国
文
学
の
特
質
」（
一
九
三
七
年
／

『
竹
内
好
全
集
』
第
一
四
巻
）
で
早
く
も
指
摘
し
て
い
る
。

5　

文
集
『
自
己
的
園
地
』
所
収
。

6　

オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
「
芸
術
の
非
人
間
化
」（
一
九
二
五
年
）
は
、
周
作
人
の
「
生
活
の
芸
術
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
論
考
で
あ
る
。
オ
ル
テ

ガ
の
描
く
「
現
代
芸
術
」
の
非
人
間
化
の
あ
り
よ
う
は
、
周
作
人
の
芸
術
の
「
非
人
間
化
」
の
希
薄
さ
を
印
象
付
け
る
。

7　

H
avelock E

llis, A
ffirm

ations

（London : C
onstable, 1926

）p.175

よ
り
訳
出
。

8　

こ
こ
で
は
周
作
人
が
直
接
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
エ
リ
ス
の
英
文
訳
（E

llis, A
ffirm

ations, p.180

）
か
ら
日
本
語
に
翻
訳
し
た
。
注
八
の
カ
リ

ネ
ス
ク
著
に
も
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
同
じ
一
節
の
引
用
が
あ
る
。

9　

マ
テ
イ
・　

カ
リ
ネ
ス
ク
『
モ
ダ
ン
の
五
つ
の
顔―

モ
ダ
ン
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
・
デ
カ
ダ
ン
ス
、
キ
ッ
チ
ュ
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』（
せ
り
か
書

房
、
一
九
八
九
年
）
二
三
八
頁
。

10　

こ
の
文
章
は
、「
氷
雪
小
品
選
序
」
と
し
て
一
九
三
〇
年
九
月
二
一
日
付
『
駱
駝
草
』
第
二
一
期
に
ま
ず
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
、「
近
代
散
文
抄
序
」

と
改
題
さ
れ
て
周
作
人
の
各
文
集
に
収
録
さ
れ
た
。

11　

こ
の
文
章
の
初
出
は
『
綺
虹
』
第
一
期
（
一
九
二
九
年
四
月
）。
た
だ
し
、
文
章
末
尾
の
本
人
に
よ
る
付
記
（
二
三
年
一
〇
月
一
九
日
付
）
に
よ
る
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と
、
一
九
二
三
年
六
月
に
文
章
の
前
半
を
、
同
年
一
〇
月
に
後
半
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
本
論
文
に
関
わ
る
前
半
部
分
が
、
二
三
年
六
月
執
筆
と
言

う
の
は
、
本
論
文
の
主
旨
と
も
合
致
し
、
信
頼
に
値
す
る
。
な
お
、《
綺
虹
》
第
一
期
に
始
め
て
こ
の
文
章
が
発
表
さ
れ
た
際
に
は
、
弟
子
筋
の
方
紀

生
に
よ
る
付
記
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
文
章
は
脱
稿
後
、
発
表
も
さ
れ
ず
一
九
二
九
年
ま
で
捨
て
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
文
章
を
収
録
し
た
『
周
作
人
集
外
文
』
は
、
こ
の
方
紀
生
の
書
誌
説
明
を
省
略
し
て
い
て
、
あ
た
か
も
、「
新
文
学
の
二
大
潮
流
」
が
一
九
二
九

年
に
書
か
れ
た
か
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
。

12　

E
llis, A

ffirm
ations, p.176

13　

伊
藤
徳
也
「
周
作
人
と
ス
イ
フ
ト
『
育
嬰
芻
議
』―

そ
の
翻
訳
に
関
連
し
て
」（『
猫
頭
鷹
』
第
六
号
、
一
九
八
七
年
）。

14　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一
九
三
〇
年
三
月
一
一
日
に
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
エ
ッ
セ
イ
「
金
魚
」
は
注
目
に
値
す
る
。「
金
魚
」
の
末
尾
に
示
さ

れ
て
い
る
「
天
下
の
形
勢
」
の
変
化
に
対
す
る
周
作
人
の
驚
愕
は
、
三
月
二
日
に
成
立
し
た
左
翼
作
家
連
盟
の
常
務
委
員
に
、
魯
迅
が
名
を
連
ね
た

こ
と
と
関
連
付
け
る
と
理
解
し
や
す
い
。
周
作
人
は
お
そ
ら
く
「
金
魚
」
執
筆
の
直
前
に
、
何
ら
か
の
形
で
、
一
目
置
い
て
い
た
兄
魯
迅
が
革
命
文

学
派
と
合
流
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、
文
集
『
看
雲
集
』
所
収
の
「
金
魚
」
末
尾
に
は
、
三
月
一
〇
日
と
後
付
が
あ
り
、

ま
た
、
張
菊
香
・
張
鉄
栄
『
周
作
人
年
譜
』
は
、
三
月
三
一
日
の
執
筆
と
す
る
が
、
周
作
人
の
日
記
と
周
作
人
「『
金
魚
』
を
書
い
た
月
日―

孫
荃
女

士
へ
」《
写
〈
金
魚
〉
的
月
日―

致
孫
荃
女
士
》（
一
九
三
〇
年
四
月
二
一
日
／
『
周
作
人
集
外
文
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
脱
稿
は
そ
の
い
ず
れ
で
も

な
く
、
三
月
一
一
日
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

15　

文
集
『
雨
天
的
書
』
所
収
。

16　
「
歴
史
的
精
錬
を
含
ん
だ
あ
る
い
は
頽
廃
し
た
菓
子
」
の
原
文
は
「
包
含
歴
史
的
精
錬
的
或
頽
廃
的
点
心
」
で
あ
る
。「
歴
史
的
精
錬
」
と
い
う
の

を
ひ
と
つ
の
意
味
の
塊
と
判
断
し
た
。
動
詞
「
包
含
」
の
目
的
語
を
「
歴
史
」
だ
け
と
と
る
と
、「
菓
子
」
は
「
歴
史
を
含
ん
だ
」「
精
錬
さ
れ
た
」「
頽

廃
し
た
」
と
い
う
三
つ
の
連
体
修
飾
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

17　
『
周
作
人
的
是
非
功
過　

増
訂
本
』（
遼
寧
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
二
頁
。
こ
の
議
論
が
含
ま
れ
た
論
著
は
も
と
『
周
作
人
概
観
』
と
し
て
、
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湖
南
人
民
出
版
社
よ
り
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
舒
蕪
は
こ
の
論
著
の
中
で
、
周
作
人
の
二
〇
年
代
の
中
国
新
文
学
に
対
す
る
貢
献
を
極

め
て
高
く
評
価
し
た
う
え
で
、
三
〇
年
代
の
周
作
人
を
「
右
翼
文
壇
の
リ
ー
ダ
ー
」
と
喝
破
し
、
文
人
と
し
て
の
力
量
と
文
壇
へ
の
大
き
な
影
響
力

を
認
め
つ
つ
、
そ
の
政
治
的
な
消
極
性
を
非
難
し
た
。
そ
の
中
で
舒
蕪
は
、「
中
庸
」
と
と
も
に
「
頽
廃
」
を
強
い
口
調
で
斥
け
て
い
る
。

18　

解
志
熙
『
美
的
偏
至　

中
国
現
代
唯
美―

頽
廃
主
義
文
学
思
潮
研
究
』（
上
海
文
芸
出
版
社
／
一
九
九
七
年
）
九
一
頁
。

19　
《
読
〈
紡
輪
的
故
事
〉》
は
、「
雨
天
の
書
・
序
」
と
同
日
の
一
九
二
三
年
一
一
月
五
日
に
書
か
れ
、
の
ち
に
、
文
集
『
雨
天
的
書
』
に
収
め
ら
れ
た
。

20　

一
九
三
三
年
八
月
二
七
日
に
執
筆
さ
れ
、
の
ち
に
文
集
『
南
腔
北
調
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。『
魯
迅
全
集
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）

第
四
巻
。

21　

周
作
人
「
文
章
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
」《
関
於
写
文
章
》。
一
九
三
五
年
三
月
に
執
筆
、
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
文
集
『
苦
茶
随
筆
』
に
収
め
ら
れ
た
。

22　

連
作
「
夏
の
夜
の
夢
」《
夏
夜
夢
》（
一
九
二
二
年
八
月
〜
九
月
）
等
。「
夏
の
夜
の
夢
」
は
『
晨
報
副
刊
』
に
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
そ
の
一
部
が
『
談

虎
集
』
と
『
雨
天
的
書
』
に
収
め
ら
れ
た
。

23　

一
九
二
二
年
九
月
二
日
に
『
晨
報
副
刊
』
に
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
文
集
『
自
己
的
園
地
』
に
収
め
ら
れ
た
。

24　

周
作
人
の
「
生
活
の
芸
術
」
に
類
し
た
「
生
存
の
美
学
」
と
禁
欲
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
フ
ー
コ
ー
『
性
の
歴
史
』
三
部
作
の
う
ち
後
半
の
『
快

楽
の
活
用
』
と
『
自
己
へ
の
配
慮
』、
そ
し
て
、
没
年
で
あ
る
一
九
八
四
年
に
公
表
さ
れ
た
一
連
の
文
章
お
よ
び
記
事
（『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

思
考
集
成
Ⅹ　

一
九
八
四―

八
八
倫
理
道
徳
啓
蒙
』
所
収
）
等
に
詳
し
い
。

25　

ニ
ー
チ
ェ
が
デ
カ
ダ
ン
ス
と
対
決
し
た
そ
の
矛
盾
に
満
ち
た
様
相
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
９
の
カ
リ
ネ
ス
ク
著
書
「
Ⅲ　

デ
カ
ダ
ン
ス
の
観
念
」、

『
ニ
ー
チ
ェ
事
典
』（
弘
文
堂
／
一
九
九
五
年
）
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
項
、
森
谷
宇
一
「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
カ
ダ
ン
ス
の
問
題
」（『
芸
術
に
お
け
る
近
代
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
一
九
九
九
年
所
収
）
等
参
照
。


