
「自
然
」

「運
命
」
の
時
代

と

ー

l

武
者
小
路
実
篤
の
文
壇
進
出
期
ま
で
|

|

は
じ
め
に

武
者
小
路
実
篤
は
、
雑
誌
『
白
樺
』
の
中
心
的
な
作
家
で
あ
る
。

明
治
末
か
ら
始
ま
り
、
大
変
長
い
作
家
生
活
を
送
っ
た
た
め
、
作
品

は
小
説
、
評
論
、
戯
曲
、
脚
本
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
膨
大
で
あ
る
。

代
表
作
と
し
て
は
、
『
お
目
出
た
き
人
』
(
一
九
一

O
(明
四
三
)
年
)
、

『
友
情
』
(
一
九
一
九
(
大
八
)
年
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
今
日
で

は
読
ま
れ
る
こ
と
の
少
な
く
な
っ
た
作
家
で
あ
る
。

そ
の
膨
大
な
作

品
に
対
し
て
、
二

O
O八
年
二
月
現
在
、
文
庫
化
さ
れ
書
居
で
手
に

入
る
も
の
と
し
て
は
『
友
情
』
(
岩
波
文
庫
・
新
潮
文
庫
)
、
『
お
目
出
た

き
人
』
(
新
潮
文
庫
)
の
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
武
者
小
路
が
今

日
い
か
に
読
ま
れ
て
い
な
い
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ

と
を
逆
に
と
ら
え
る
と
、
息
の
長
い
作
家
生
活
の
中
で

そ
の
初
期

馬
場

祐

に
あ
た
る
作
品
の
み
が
今
日
に
生
き
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

武
者
小
路
の
初
期
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
で
は
影
の
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
武
者
小

路
及
び
彼
を
中
心
と
す
る
『
白
樺
』
派
で
あ
る
が
、
大
正
時
代
に
は

文
壇
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
白
棒
』
派
に
つ
い
て
ま
ず
確
認
し
て
い
く
と
、
本
多
秋
五
は
、

『
白
樺
』
の
時
代
区
分
を
前
期
ご
九
一

O
(
明
四
三
)
年
か
ら
一
九
一

三
(
大
一
乙
年
末
ま
で
の
約
四
年
間
)
、
中
期
ご
九
一

四

(
大
一
三
年
か

ら
一
九
一
八
(
大
七
)
年
末
ま
で
の
五
年
間
)
、
後
期
ご
九
一
九
(
大
八

年
か
ら
一
九
一
三
二
大
二
一
)
年
終
刊
ま
で
の
約
五
年
間
)
と
し
、
「
『
白
樺
』

派
は
、
ほ
ぽ
第
一
次
大
戦
の
期
間
を
全
盛
期
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、



遠
藤
祐
は
本
多
の
設
定
し
た
中
期
を
「
『
白
樺
』
が
文
壇
の
論
議
対
象

と
さ
れ
た
時
期
」
と
し
、
「
注
目
す
べ
き
は
、
評
価
の
『
白
樺
派
』
論

が
ほ
ぼ
武
者
小
路
実
篤
に
集
中
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
だ
と
述
べ
て
い

る
。
遠
藤
は
そ
の
例
と
し
て
生
団
長
江
の
「
自
然
主
義
前
派
の
眺
梁
」

を
挙
げ
、
「
そ
の
ま
ま
武
者
小
路
排
撃
と
と
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
」

と
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
武
者
小
路
に
注
目
が
集

ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
白
樺
』
創
刊
が
一
九
一

O
(明
四
三
)

年
四
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
白
樺
』
及
び
武
者
小
路
は
長
い
年
月
を

経
て
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

武
者
小
路
の
み
に
限
っ
て
考
え
る
と
、
最
も
有
名
な
、
芥
川
龍
之

「
そ
の
頃
は
丁
度
武
者
小
路
実
篤
氏
、が
、
将
に
パ
ル
ナ
ス
の
頂

介
の

上
へ
立
と
う
と
し
て
い
る
頃
だ
っ
た
。
従
っ
て
我
々
の
間
で
も
、
屡

氏
の
作
品
や
そ
の
主
張
が
話
題
に
上
っ
た
。
我
々
は
大
抵
、
武
者
小

路
氏
が
文
壇
の
天
窓
を
開
け
放
っ
て
、
爽
な
空
気
を
入
れ
た
事
を
愉

快
に
感
じ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
、

一
九
一
五
(
大
四
)
年

の
冬
を
回
想
し
た
一
節
や
、
『
新
潮
』

一
九
一
六
(
大
五
)
年
一

O
月

号
と
翌
年
六
月
号
が
「
武
者
小
路
実
篤
特
輯
号
」
を
組
み
、
『
中
央
公

論
』
一
九
一
八
(
大
七
)
年
七
月
号
に
「
白
樺
派
の
人
々

」
と
い
う

特
集
が
組
ま
れ
、
武
者
小
路
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

武
者
小
路
が
こ
の
時
期
に
文
壇
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

武
者
小
路
の
研
究
者
で
あ
る
大
津
山
国
夫
は
、
武
者
小
路
が

新

し
き
村
」
を
始
め
る
ま
で
、

最
も
読
ま
れ
て
い
た
時
代
ま
で
を
、

つ
ま
り
一
九
一
八
(
大
七
)
年
辺
り
の

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
最
も
影
響

の
大
き
い
思
想
家
や
、
武
者
小
路
の
そ
の
時
代
に
特
徴
的
な
言
葉
に

ち
な
ん
で
、
「
第
一
期
・
ト
ル
ス
ト
イ
時
代
」
(
一
九
O
四
(
明
三
七
)

年
か
ら
一
九
O
七
(
明
四
O
)
年
)
、
「
第
二
期
・
「
自
然
」
の
時
代
」
(
一

九
O
八
(
明
四
二
年
か
ら
一
九
一
三
二
大
二
)
年
)
、
「
第
三
期
・
「
人
類
」

の
時
代
」
(
一
九
一
四
(
大
一ニ
)
年
か
ら
一
九
一
七
(
大
六
)
年
)
と
し
て

い
る
。
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武
者
小
路
作
品
の
特
徴
と
し
て
一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
強

烈
な
自
己
主
張
、
自
己
の
肯
定
、
楽
天
的
、

人
道
主
義
な
ど
の
点
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
自
己
」
「
自
我
」
「
自
然
」
「
人
類
」
な
ど
の
武
者

小
路
に
お
い
て
独
特
な
意
味
を
持
っ
た
抽
象
的
な
用
語
が
多
く
使
わ

れ
て
い
る
点
も
特
徴
で
あ
る
。
武
者
小
路
は
文
士
と
し
て
の
出
発
点

か
ら
一
貫
し
て
こ
れ
ら
の
特
徴
に
基
づ
い
て
作
品
を
作
っ
て
き
た
よ

う
に
恩
わ
れ
が
ち
だ
が
、
初
期
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
単
純
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
代
表
作
の
み
か
ら
考
え
る
の
で
は



な
く
、
他
の
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
数
多
く
の
特
徴
的
な
初
期
作

品
を
評
価
し
て
い
く
こ
と
や
、
『
白
樺
』
創
刊
号
の

コ
そ
れ
か
ら
」

に
就
て
」
に
代
表
さ
れ
る
、
評
論
家
と
し
て
の
武
者
小
路
を
評
価
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
の
武
者
小
路
像
を
つ
か
ん
で
い
く
こ

武
者
小
路
の
出
発
点
を
考
え
て
い
く
こ
と
か

と
と
す
る
。

ま
ず
は
、

ら
、
始
め
て

い
き
た
い
。

文
壇
に
お
け
る
武
者
小
路
の
受
容
時
期

武
者
小
路
が
文
壇
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
前
述
し
た
通

り

一
九
一
六
(
大
五
)
年
前
後
で
あ
る
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
始
め

る
の
は
い
つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
こ
の
こ
と
を
確
認
し

て
い
き
た
い
。

『
白
樺
』
一
九
一

O
(明
四
三
)
年
一
二
月
号
「
編
輯
室
に
て
」
か

ら
、
創
刊
当
初
の
評
判
を
確
認
す
る
。

自
分
た
ち
の
知
っ
て
る
人
で
白
樺
を
「
い
』
融
資
沢
だ
」
と
か

構
な
遊
び
」
だ
と
か
云
っ
て
呉
れ
る
人
が
あ
る
。
全
く
遊
び
な
ら

之
程
い
』
遊
び
は
無
い
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
若
し
そ
れ
が
真
な
ら

文
学
や
哲
学
程
呑
気
な
も
の
は
無
い
と
思
ふ
、
げ
に
吾
々
の
書
く

も
の
に
未
だ
価
値
が
無
い
と
云
っ
て
呉
れ
る
な
ら
其
責
は
充
分
に

受
け
る
只
書
い
た
態
度
を
一
図
に
批
難
し
て
も
ら
っ
て
は
不
服
で

あ
る
。

そ
ん
な
に
賛
沢
に
、
意
味
な
く
、
遊
び
に
書
い
た
の
で
は

な
い
つ
も
り
で
あ
る
。

白
樺
を
批
評
す
る
人
は
多
く
「
青
年
貴
族
」
だ
と
か
「
華
胃
の
子

弟
」
だ
と
か
或
い
は

「銀
の
サ
ジ
よ
り
持
っ
た
事
の
な
い
人
」
だ

と
か
云
っ
て
隔
を
つ
け
る
け
れ
ど
、
な
ん
だ
っ
て
そ
ん
な
に
継
子

あ
つ
か
ひ
に
し
て
呉
れ
る
の
だ
ら
う
、
人
間
に
変
り
は
無
い
か
ら
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人
並
に
考
へ
て
く
れ
て
も
よ
さ
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
形

容
調
を
先
入
し
て
批
評
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
が
為
に
随
分
取
り
違

へ
を
さ
れ
て
損
を
す
る
事
が
あ
る
様
に
思
ふ
。

「結

こ
の
よ
う
に
最
初
は
雑
誌
の
内
容
が
批
評
さ
れ
る
以
前
の
単
な
る

ゴ
シ
ッ
プ
と
し
て
で
し
か
な
い
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
末
年
に
な
る
と
『
早
稲
田
文
学
』

九

(
明
四
四
)
年
九

月
号

「小
説
界
」
に
て
、

「『
白
様
』
と
言
ふ
雑
誌
は
一
風
変
わ
っ
た

特
色
の
あ
る
雑
誌
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
や
哲
学
や
美
術
の
紹
介



な
ど
に
も
中
々
力
を
尽
く
し
て
を
る
」
と
さ
れ
、
『
新
小
説
』
一
九

二
(
明
四
五
)
年

一
月
号

「
明
治
四
十
四
年
文
壇
の
回
顧
」
に
お
い
て

「
白
樺
は
文
壇
の
空
気
に
染
ま
な
い
丈
ケ
で
も
気
持
の

宮
本
和
士
口
が

い
』
雑
誌
で
あ
る
」
と
し
て
、
多
少
は
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
西
洋
美
術
の
紹
介
な
ど
主
に
美
術
に
関
す
る
も
の
に
対
し
て
の

評
価
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
『
白
樺
』
の
人
々
」
と
い
う
ふ
う
に
一
括

り
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
個
々
人
の
名
前
が
あ
ま
り
出
て
い
な
い

も
し
く
は
一
言
程
度
で
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
武
者
小
路
の
認
知
度

も
ま
だ
ま
だ
低
い
段
階
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

武
者
小
路
個
人
と
し
て
、
文
壇
か
ら
ま
と
ま
っ
た
評
価
を
受
け
る

の
は
、

一
九
一
三
(
大
二
)
年
四
月
号
の
『
文
章
世
界
』
で
野
上
白

川
が
「
武
者
小
路
実
篤
論
」
を
八
頁
に
わ
た
っ
て
書
い
た
こ
と
が
始

め
で
あ
る
。
ま
た
、
『
早
稲
田
文
学
』

一
九
一
四
(
大
一
二
)
年
二
月
号

の
「
大
正
二
年
文
芸
資
料
」
に
て
、
武
者
小
路
の
名
前
が

論
家
」
と
し
て
初
め
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
翌
一
五
年
二
月

「
青
年
評

号
の

「
大
正
三
年
文
芸
資
料
」

こ
と
か
ら
、

で
は
さ
ら
に
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る

一
九
二
二
(
大
二
)
年
あ
た
り
か
ら
武
者
小
路
が
徐
々

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
武
者
小
路
が
作
品
を
作
り
始
め
て
か
ら
文
壇

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
ま
で
の
時
期
、

つ
ま
り
大
津
山
が
言
う
と

こ
ろ
の
「
「
自
然
」

の
時
代
」
か
ら

「「人
類」

の
初
め
ま

の
時
代
」

で
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。
文
士
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
前
の
武
者

小
路
に
つ
い
て
は

大
津
山
の
研
究
に
詳
し
い
が
、

学
習
院
在
籍
時

に
ト
ル

ス
ト
イ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
出
発
点

で
あ
る
。
そ
の
後
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
禁
欲
的
な
思
想
か
ら
離
反
し
性

欲
を
肯
定
し
て
い
く
時
期
が
大
き
な
転
機
と
な
り
コ
自
然
」
の
時
代
」

の
始
ま
り
と
な
る
の
で
、

そ
こ
に
つ
い
て
論
じ
る
。

明
治
末
期
に
お
け
る
「
淋
し
い
」
武
者
小
路
像
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武
者
小
路
は
そ
の
作
家
と
し
て
の
初
期
か
ら
一
貫
し
て
楽
天
的
な

思
想
を
持
ち
、
徹
底
し
た
自
己
主
張
、
自
我
肯
定
を
行
っ
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
だ
が
、
実
際
の
そ
の
時
期
の
武
者

小
路
は
決
し
て
単
純
な
、
楽
天
的
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

初
期
作
品
や
初
期
の
思
想
に
関
す
る
研
究
は
、

そ
の
後
の
時
代
の

も
の
に
比
べ
盛
ん
で
あ
る
。
武
者
小
路
の
思
想
の
原
点
を
探
り
、
独

特
の
意
味
を
持
つ
「
自
我
」
「
自
然
」
な
ど
の
言
葉
を
解
釈
す
る
こ
と

は
武
者
小
路
を
研
究
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
大
津
山
は
そ
の
初
期



を
「
「
自
然
」

の
時
代
」
と
し
、

そ
の
後
の

「
「
人
類
」

の
時
代
」
に

つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
、
「
自
然
」
「
人
類
」
と
い
う
言
葉
に
徹
底

的
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
り
論
じ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
多
く
の
論

で
こ
れ
ら
の
言
葉
は
解
釈
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
次
章
に
か
け
て
、
初
期
の
代
表
作
『
お
白
出

た
き
人
』
と
と
も
に
、
『
生
長
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
を
主
に
扱
う
こ

と
と
す
る
。
『
生
長
』
は
一
九

O
九
(
明
四
二
)
年
か
ら
一
九
二
二
大

正
元
)
年
ま
で
の
感
想
類
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
「
淋
し
さ
」
と
い

う
表
現
及
び

「淋
し
さ
」
に
つ
な
が
っ
た
解
釈
が
で
き
る
作
品
が
多

い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
明
治
末
の
武
者
小
路
を
「
淋
し
さ
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
今
後
解
釈
し
て
い
く
上
で
、
最
も
重
要
な
書
籍
の

一
つ
で
あ
る
。
「
淋
し
さ
」
は
従
来
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
言
葉
だ
が
、

「
自
然
」
と
と
も
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。

そ
し
て
、
「
淋
し
さ
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
今
一
度
「
自
然
」
な
ど
の

そ
こ
か
ら
楽
天
的
で
な
か
っ
た

言
葉
の
解
釈
に
踏
み
込
ん
で
い
く
。

初
期
の
武
者
小
路
像
を
提
示
し
た
い
。

武
者
小
路
は
明
治
四

0
年
代
に
入
っ
て
、

ト
ル
ス
ト
イ
の
禁
欲
主

義
的
な
思
想
の
影
響
を
乗
り
越
え

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
影
響
を
受

け
た
、
性
欲
を
肯
定
す
る
立
場
に
立
っ
た
。
明
治
四
一
年
に
書
か
れ

た

四
つ
の
絵
に
顕
は
さ
れ
た
る
快
楽
」
の
中
の

「
五
、
快
楽
」
に

は
こ
の
時
期
の
特
徴
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

人
生
に
快
楽
の
与
へ
ら
れ
た
る
こ
と
は
吾
人
人
間
と
生
れ
し
も
の

に
と
っ
て
大
な
る
恵
み
で
あ
る
。
(
中
略
)

自
分
は
今
回
つ
の
絵
に
よ
っ
て
快
楽
は
個
性
が
個
性
と
合
奏
し
得

る
時
に
得
ら
れ
る
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
を
知
っ
た
。
(
中
略
)

自
分
は
人
の
世
に
於
て
声
高
く
自
己
の
歌
を
唄
ふ
個
性
が
、
他
の

個
性
に
合
奏
す
る
相
手
を
見
出
し
得
ざ
る
時
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
淋

し
さ
と
悲
哀
を
感
ず
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
。
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明
治
四
三
年
の
作
品
『
お
白
出
た
き
人
』
の

「鶴」

の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
女
性
と
の
失
恋
を
含
め
る
と

武
者
小
路
は
こ
の
時
期
ま
で

に
三
度
の
失
恋
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
が
そ
の
後
の
武

者
小
路
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
こ
れ
は
、
性
欲
に
基
づ

く
「
快
楽
」
を
「
大
な
る
恵
み
」
と
品
同
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
「
個
性

が
個
性
と
合
奏
し
得
」
な
い
失
恋
は

そ
の

「
恵
み
」
が
大
き
い
だ

け
「
淋
し
さ
」
も
大
き
く
な
る
と
い
え
る
。
性
欲
を
肯
定
す
る
こ
と

で
逆
に
性
欲
に
縛
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
が
初
期
に
特
有
の
「
淋



し
さ
」
と
い
う
言
楽
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(明
四
二
)
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
秋
が
来
た
」
と
い
う

作
品
に
は
、

「淋
し
い
秋
が
来
た
、
彼
女
な
つ
か
し
い
秋
が
来
た
」
と

い
う
表
現
が
あ
り
、
「
淋
し
い
」
と
い
う
題
名
の
作
品
に
は

「愛
す
る

一
九

O
九

も
の
に
は
愛
さ
れ
ず
。
何
事
も
せ
ず
に
生
き
ら
れ
る
為
に
、

自
分
は

淋
し
い
こ
と
の
好
き
な
こ
と
を
感
謝
す
る
」
と
も
あ
る
。

他
に
も
こ

の
時
期
の
多
く
の
作
品
で
「
淋
し
い
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
明
治
四

0
年
代
の
武
者
小
路
に
お
い
て
、
失
恋
に

よ
る
「
淋
し
さ
」
が
い
か
に
大
き
い
か
が
わ
か
る
。

武
者
小
路
は
失
恋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
淋
し
さ
」
を
常
に
感
じ

な
が
ら
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
失
恋
の

「
淋
し
さ
」
は
さ
ら
な
る
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

閉
鎖
的
な
「
淋
し
さ
」

武
者
小
路
の

「
淋
し
さ
」
は
、
失
恋
を
き
っ
か
け
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
影
響
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
「
自
分
の
筆
で
す
る
仕
事
」
(
執
筆
は
一
九
一

O
(
明
四
三
)

年
)
に
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

自
分
は
こ
の
頃
に
な
っ
て
他
人
と
自
分
と
の
聞
に
超
ゆ
べ
か
ら
ざ

る
溝
が
あ
る
こ
と
を
真
に
知
っ
た
。

お
互
に
理
解
す
る
こ
と
は
不

可
能
と
云
ふ
こ
と
を
真
に
知
っ
た
。
か
く
て
自
分
は
ま
す
/
¥
自

分
の
自
我
に
執
着
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
す
べ
て
の
価
値
は
自
我

で
き
め
る
べ
き
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
を
ま
す
/
¥
信
ず
る
や
う
に

な
っ
て
来
た
。

こ
の
中
に
あ
る
「
自
我
」
は
「
自
己
の
内
に
の
み
神
が
ゐ
る
。
そ

の
神
を
自
我
と
名
づ
け
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
自
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分
の
心
の
中
の
最
も
重
要
な
部
分
、
中
心
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
自
己
の
内
部
に
あ
る
自
我
だ
け
が
信
じ
ら
れ
る
も
の
、

Jコ

ま
り
自
分
だ
け
が
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
他
人
と
い
う
も
の
を
考

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
個
性
が
個
性
と
合
奏
し
得
る
」
こ
と

で
快
楽
は
得
ら
れ
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
よ
り
「
淋
し
さ
」
を
感
じ

る
の
で
あ
る
が
、

「
他
人
と
自
分
と
の
問
に
超
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
構
が
あ

る
こ
と
を
真
に
知
っ
た
」
時
点
で
「
合
奏
」
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
が



九

(
明
四
四
)
年
八
月
号
『
白
樺
』
に
発
表
さ
れ
た
、
「
個
人
主

義
者
の
感
謝
」

で
あ
る
。

自
分
は
始
め
個
人
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
は
自
分
の
道
を

大
勢
と
一
緒
に
歩
く
心
算
だ
っ
た
、
友
達
と
か
、
恋
人
と
か
は
自

分
を
守
護
し
て
く
れ
る
の
が
当
然
と
思
っ
て
ゐ
た
。
(
中
略
)

あ
る
処
ま
で
来
た
時
に
自
分
は
友
達
や
恋
人
に
別
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
自
分
は
そ
の
時
な
ん
だ
か
背
か
れ
た
気
が
し
た
。

さ
う
し
て
淋
し
か
っ
た
。
腹
立
し
か
っ
た
。
(
中
略
)
自
分
は
こ
の

苦
き
経
験
を
可
な
り
強
い
淋
し
さ
と
反
感
を
以
て
私
か
に
味
は
つ

た
。
さ
う
し
て
そ
の
結
果
自
分
は
個
人
の
尊
厳
を
認
め
る
や
う
に

な
っ
た
。
(
中
略
)
自
分
を
理
解
す
る
も
の
は
自
分
だ
け
で
あ
る
。

自
分
の
仕
事
を
す
る
も
の
も
自
分
だ
け
で
あ
る
。
自
分
を
愛
す
る

人
も
自
分
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
作
品
か
ら
は
強
い
自
己
主
張
が
目
立
っ
て
い
る
点
に
目
が
い

ミ
、

ノ
¥
ー
刀

そ
の
こ
と
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
自
己
」
「
自
我
」
「
個
人

主
義
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
武
者
小
路
の
性
欲
肯
定
及
び
失
恋
経
験

の
影
響
に
よ
っ
て
、
他
人
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、独
善
的

自
己
中
心
的
な
、

た
だ
の
わ
が
ま
ま
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
他
の
作
品
と
し
て
は
、

「
自
分
と
他
人
」
(
執
筆
は
一
九

O
九
(
明
四
二
)
年
)
が
あ
る
。

自
分
は
他
人
に
冷
淡
な
こ
と
を
感
謝
す
る
。

他
人
の
自
分
に
冷
淡
な
こ
と
を
感
謝
す
る
。

他
人
を
愛
す
る
と
も
、
他
人
の
こ
と
を
心
配
す
る
と
も
、
他
人
の

運
命
を
如
何
と
も
す
る
事
の
で
き
な
い
自
分
に
と
っ
て
他
人
の
こ

と
に
冷
淡
に
な
り
得
る
の
は
恵
み
で
あ
る
。
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こ
の
作
品
で
は
、
「
自
分
」
と
「
他
人
」
と
が
全
く
関
係
の
無
い
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
前
の
引
用
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

と、

「ど
う
せ
理
解
な
ど
で
き
な
い
の
だ
か
ら
か
ま
わ
な
い
で
く
れ
、

自
分
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
」
と
い
っ
た
姿
勢
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
作
品
は
読
者
に
と
っ
て
は
反
感
を
覚
え
や
す
い
傾
向
を
持

っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
他
人
と
自
分
と
の
閑
」
の
「
超
ゆ
べ

か
ら
ざ
る
溝
」
と
い
う
点
は
、
別
の
特
徴
か
ら
も
示
す
こ
と
が
で
き

る

こ
の
時
期
の
武
者
小
路
に
と
っ
て
、
他
人
は
理
解
す
る
こ
と
の
で



き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
「
自
己
」
は
世
界
で
あ
り

「
自
己
」

の
中
で
全
て
が
充
足
し
て
い
た
。

自
分
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
が
自
分
の
世

界
に
入
り
込
む
こ
と
を
嫌
が
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
時
期
の
武
者

そ
の
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
て
い
た
。
最
も
初
期
の
も
の
と

小
路
は
、

し
て
は
、
「
な
ま
ぬ
る
い
室
」
(
執
筆
は
一
九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
)
が

あ
る
。な

ま
ぬ
る
い
室
に
青
年
が
ゐ
る
、

外
は
田
川
、
が
吹
い
て
ゐ
る
、
と
青
年
は
思
っ
て
ゐ
る
、

こ
の
夙
に
ふ
れ
る
時
、
な
ま
ぬ
る
い
室
に
育
っ
た
自
分
は
縮
み
上

っ
て
し
ま
う
、
と
青
年
は
思
っ
て
ゐ
る
。

青
年
は
な
ま
ぬ
る
い
事
の
大
き
ら
い
な
男
だ
。

し
か
し
夙
に
ふ
れ

る
の
が
こ
わ
い
。

出
ゃ
う
/
¥
と
思
ふ
が

夙
に
ふ
れ
る
こ
と
を
思
ふ
と

も
う
少

し
し
て
か
ら
で
い
』
と
思
ふ
。

こ
の
頃
青
年
は
自
分
の
心
の
な
ま
ぬ
る
く
な
っ
て
来
た
の
に
気
が

っ、こ、

J
'
h
v
，マ，
，

こ
の
自
覚
は
青
年
に
は
耐
え
難
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か

し
田
川
が
こ
わ
い
。

さ
う
し
て
青
年
は
今
だ
に
不
安
に
う
た
れ
な
が
ら
、
な
ま
ぬ
る
い

室
に
生
活
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
な
ま
ぬ
る
い
青
年
に
な
り
つ
』

あ
る
。

明
治
四
二
年
で
あ
れ
ば
、
武
者
小
路
の
知
名
度
は
ほ
と
ん
ど
な
い

し
た
が
っ
て
、
名
も
な
い
作
家
が
こ

か
な
り
自
意
識
過

に
等
し
い
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

こ
ま
で
周
り
の
世
界
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

剰
で
あ
る
。
自
分
よ
り
外
の
世
界
に
対
す
る
恐
れ
と
い
う
も
の
が
こ

こ
ま
で
あ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
時
期
の
大
き
な
特
徴
の
一

っ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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他
に
も
、
多
く
の
作
品
に
お
い
て
こ
の
特
徴
は
見
受
け
ら
れ
る
。

自
分
は
ど
う
も
意
気
地
な
し
で
困
る
。
ま
だ
他
人
の
自
分
に
対
す

る
心
持
、
が
気
に
な
っ
て
い
け
な
い
。
嫌
は
れ
て
る
と
か
、
軽
蔑
さ

れ
て
る
と
か
思
ふ
と
い
』
気
が
し
な
い
。
(
「
六
号
雑
感
」
『
白
樺
』
一

九

(
明
四
四
)
年
三
月
)

「
君
は
皆
に
評
判
が
大
変
わ
る
い
よ
」

「
そ
ん
な
に
俺
は
え
ら
い
の
か
な
」



「
君
の
や
う
な
人
聞
は
危
険
人
物
だ
と
、
皆
云
っ
て
ゐ
る
よ
」

「
そ
ん
な
に
俺
は
え
ら
い
の
か
な
」

「
君
は
今
に
き
っ
と
後
悔
す
る
よ
と
皆
云
っ
て
ゐ
る
よ
」

「
そ
ん
な
に
皆
は
馬
鹿
な
の
か
な
」

「
君
を
皆
が
軽
蔑
し
て
ゐ
る
よ
」

「
そ
ん
な
に
皆
は
馬
鹿
な
の
か
な
」
(
「
負
け
惜
み
」

九

四
四
)
年
六
月
)

自
分
は
他
人
に
悪
意
を
も
た
れ
る
こ
と
を
恐
れ
す
ぎ
る
男
で
あ
る
。

編
輯
室
に
て
」
『
白
樺
』

一
九

一
二

(
明
治
四
五
)
年
七
月

こ
の
よ
う
に
、
他
者
か
ら
「
自
己
」

の
世
界
に
踏
み
込
ま
れ
る
こ

と
を
恐
れ
る
も
の
や
、
逆
に
自
分
か
ら
そ
の
よ
う
な
想
定
を
す
る
こ

と
で
予
防
線
を
張
っ
て
い
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
「
雑
感
」
な
ど
で

表
さ
れ
る
強
烈
な
自
己
主
張
が
、
他
者
の
排
除
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

っ
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
で
は
、

明
治
末
年
の
武
者
小
路
を
「
淋
し
さ
」
と
い
う

メ
1

テ
ル
リ
ン
ク
の
思
想
の
影
響
を

受
け
、
性
欲
を
肯
定
し
た
武
者
小
路
で
あ
っ
た
が
、
失
恋
経
験
に
よ

面
か
ら
特
徴
付
け
て
い
っ
た
。

っ
て

よ
り
強
い

「
淋
し
さ
」
を
感
じ
た
こ
と
で
「
他
の
個
性
」
と

の
「
溝
」
を
感
じ
、
「
自
己
」
の
世
界
の
中
だ
け
で
主
張
す
る
こ
と
と

な
る
。
そ
こ
に
他
者
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
は
、
他
者
を
恐
れ
、
排
除

し
て
い
く
こ
と
で
「
自
己
」
「
自
我
」
が
生
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点

は
、
こ
の
時
期
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。

明

こ
の
時
期
に
特
有
な
言
葉
と
し
て
は
、
「
自
然
」
と
い
う
も
の
も
用

い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
の
解
釈
は
、
も
ち
ろ
ん
人
間
と
い
う
存

在
を
超
え
た
原
規
範
と
い
う
意
味
を
持
つ
の
だ
が
、
こ
の
時
期
の
特

徴
の
根
本
に
あ
る
「
性
欲
を
肯
定
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
も
強
く

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
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こ
の
こ
と
は
『
お
目
出
た
き
人
』
の

「
自
分
」

の
性
格
に
よ
く
表

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
自
分
は
い
く
ら
女
に
餓
え
て
ゐ
る
か
ら
と
云
っ
て
、

く

ら
鶴
を
恋
し
て
ゐ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
自
分
の
仕
事
を
す
て
』
ま

で
鶴
を
得
ゃ
う
と
は
思
は
な
い
。
自
分
は
鶴
以
上
に
自
我
を
愛
し

い
く
ら
淋
し
く
と
も
自
我
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
鶴
を
得

[
i
5
]
 

ゃ
う
と
は
恩
は
な
い
。

て
ゐ
る
。



「
自
分
」

は
、
恋
す
る
相
手
の
考
え
、
意
見
な
ど
全
く
無
い
か
の

ご
と
く
、
自
我
を
最
も
大
切
な
も
の
と
し
、
自
分
の
世
界
に
合
わ
せ

て
全
て
を
消
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
性
格
は
、
こ
の
章
で

述
べ
て
き
た
時
期
の
武
者
小
路
の
特
徴
に
合
致
す
る
と
い
う
点
で

『
お
目
出
た
き
人
』
を
、
こ
の
時
期
の
特
徴
を
よ
く
表
し
た
感
想
を

集
め
た
『
生
長
』
と
と
も
に
、
代
表
作
と
位
置
付
け
る
理
由
と
な
る

だ
ろ
う
。

五

「
淋
し
さ
」
の
変
化

前
章
で
は
武
者
小
路
の
明
治
四

0
年
代
か
ら
大
正
の
初
め
に
特
有

な
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
。
『
お
目
出
た
き
人
』
の
題
材
と
な
っ
た
「
第

三
の
恋
」
に
お
い
て
、
武
者
小
路
は
三
度
目
の
失
恋
を
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
後
『
世
間
知
ら
ず
』
と
い
う
作
品
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

「
第
四
の
恋
」

の
女
性
一
房
子
と
一
九
一
三
(
大
二
)
年
二
月
に
結
婚

す
る
こ
と
と
な
る
。
性
欲
の
肯
定
そ
し
て
失
恋
が
初
期
作
品
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
き
た
武
者
小
路
に
と
っ
て
こ
の
結
婚
は
大
き
な
意

味
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
結
婚
の
前
年
の
一
九
一
一
一
(
明
四
五
)

年
か
ら
文
墳
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
一
九
一
四
(
大

そ
の
前
の
時
期
と
は
違
っ
た
特
徴
、
変
化
を
作

品
内
か
ら
見
出
し
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
時
代
区
分
を
試
み
て
い

一
二
)
年
に
か
け
て
、

く
武
者
小
路
と
房
子
と
の
恋
愛
は
、
大
津
山
の
研
究
に
よ
る
と

一
九

一
二
(
明
四
五
)
年
の
五
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
の

終
わ
り
で
あ
る
こ
の
時
期
の

『
白
樺
』
の

「
雑
感
」
に
は

早
く
も

変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に

つ
い
て
遠
藤
祐
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

初
期
雑
感
を
年
代
順
に
追
っ
て
い
っ
た
と
き
、
文
章
の
端
々
ま
で

弱
気
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
の
は
や
は
り
四
十
五
年
に
入
っ
て
か
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ら
の
よ
う
で
あ
る
。
(
中
略
)
『
「
自
己
の
為
」
お
よ
び
其
他
に
つ
い

て
』
(
二
月
)
『
価
値
あ
る
文
芸
』
(
四
月
)
『
生
長
』
(
七
月
)
『
個

性
に
就
い
て
の
雑
感
』
(
一
O
月
)
と
い
う
具
合
に
、
そ
の
調
子
は

一
段
と
高
ま
っ
て
く
る
。
も
は
や
、
自
我
の
成
長
意
欲
は
内
心
に

お
け
る
屈
折
を
経
ず
に
の
び
の
び
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

他
人
が
気
に
な
る
自
分
へ
の
こ
だ
わ
り
は
解
消
し
、
強
烈
な
自
己

中
心
主
義
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



や
は
り
、
房
子
と
の
恋
愛
、

そ
し
て
結
婚
が
自
己
の
肯
定
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
失
恋
の

「
淋
し
さ
」
に

よ
っ
て
作
品
を
書
い
て
い
た
武
者
小
路
は
、
批
判
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
自
分
と
い
う
基
盤
が
揺
ら
ぎ
、
孤
独
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

意
味
で
過
剰
な
反
応
を
示
し
て
い
た
。
だ
が
、

恋
人
と
い
う
存
在
が

い
れ
ば
自
分
と
い
う
基
盤
は
し
っ
か
り
し
、
他
人
に
批
判
さ
れ
よ
う

と
も
孤
独
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
時
期
か
ら
す
で
に
恋
人
に
よ
っ
て

自
己
が
安
定
し
て
き
た
た
め
に
、
他
人
の
目
を
気
に
し
な
い
、
現
在

の
一
般
的
な
武
者
小
路
像
に
挙
げ
ら
れ
る
真
の
意
味
で
の

定
」
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

「
自
己
肯

ま
た
、
武
者
小
路
は
、

失
恋
や
、
思
う
よ
う
に
自
分
が
評
価
さ
れ

な
い
こ
と
を
「
淋
し
い
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
表
し
て
い
た
。
自

分
が
評
価
さ
れ
な
い

「
淋
し
さ
」
や
、
失
恋
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
、
他
者
と
の
「
潜
」
を
感
じ
た
と
き
の
「
淋
し
さ
」

は
、
恋
愛
そ
し
て
結
婚
を
経
る
こ
と
で
表
現
上
は
な
く
な
っ
て
い
く

こ
と
と
な
る
。
『
白
樺
』

一
九
一
三
(
大
二
)
年
一
二
月
号
及
び
翌
年

一
一
月
号
の
「
六
号
感
想
」
に
は
、

次
の
よ
う
に

「
淋
し
さ
」
か
ら
「
卒

業
を
し
た
」
様
子
が
表
さ
れ
て
い
る
。

自
分
は
独
身
の
時
は
絶
え
ず
あ
る
淋
し
さ
を
感
じ
て
ゐ
た
。
今
は

そ
の
淋
し
さ
は
ま
る
で
感
じ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
自
分
は
そ
れ

が
為
に
創
作
力
を
減
じ
た
と
は
思
は
な
い
。
反
っ
て
之
か
ら
だ
と

思
っ
て
ゐ
る
。
自
分
は
以
前
に
は
よ
く
「
あ
る
淋
し
さ
」
に
強
い

ら
れ
て
創
作
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
は
そ
の
淋
し

さ
に
卒
業
し
た
い
気
が
強
か
っ
た
。
卒
業
す
れ
ば
新
し
い
世
界
が

聞
け
る
と
思
っ
た
の
だ
。
さ
う
し
て
予
期
通
り
の
卒
業
を
し
た
。

自
分
は
こ
の
八
九
年
の
問
、
自
分
の
心
臓
に
あ
る
傷
を
も
っ
て
ゐ

た
。
そ
の
傷
に
さ
わ
れ
ば
自
分
は
何
時
で
も
創
作
を
し
な
い
で
は

し
か
し
こ
の
頃
は
こ
の
傷
が
殆
ん
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い
ら
れ
な
い
気
分
に
な
れ
た
。

ど
な
ほ
っ
た
。
少
く
も
そ
の
傷
に
さ
わ
っ
て
も
以
前
程
痛
さ
を
感

じ
な
い
、
さ
う
し
て
創
作
し
な
い
で
も
耐
え
難
い
淋
し
さ
は
感
。せ

ず
に
す
め
る
や
う
に
な
っ
た
。

武
者
小
路
は
そ
れ
ま
で
「
淋
し
さ
」
と
い
う
主
に
失
恋
に
契
機
し

た
動
機
に
よ
っ
て
創
作
を
進
め
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
性
格
上
、
作

ロ
聞
は
失
恋
の
痛
み
に
耐
え
う
る
よ
う
な
、
自
分
の
辛
さ
に
反
比
例
し

た
強
烈
な
自
己
主
張
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
淋
し
さ
」



を
克
服
す
る
こ
と
で
、
「
新
し
い
世
界
が
開
け
る
」
と
し
た
が
、
こ
の

「
新
し
い
世
界
」
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
・
も
の
で
、
以
前
と
は

ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
武
者
小
路
の
「
淋
し
さ
」

の
質
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
最
も
大
き
な
違
い
と
な
っ
て
い
る
。

武
者
小
路
は
結
婚
に
よ
っ
て
、
「
淋
し
さ
」
か
ら
開
放
さ
れ
た
こ
と

を
前
述
し
た
。
た
し
か
に
、
「
六
号
雑
感
」
で
武
者
小
路
は
そ
の
よ
う

し
か
し
、
こ
の
「
淋
し
さ
」
と
い
う
も
の
は
文
面

そ
の
後
も
な
く
な
ら
な
い
の

に
書
い
て
い
る
。

上
は
姿
を
消
し
て
も
、
内
面
化
さ
れ
、

で
あ
る
。
具
体
的
な
変
化
と
し
て
は
、

そ
れ
ま
で

「
淋
し
さ
」
と
い

う
も
の
は
武
者
小
路
作
品
の
主
人
公
に
あ
た
る
一
人
称
の
人
物
が
ほ

と
ん
ど
味
わ
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
後
は
作
品
の
主
人
公
以
外
の

登
場
人
物
が
「
淋
し
さ
」
を
味
わ
う
こ
と
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
効
果
と
し
て
は
、
前
者
が
よ
り
主
観
的
で
武
者
小
路
が
モ
デ
ル

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
よ
り
客
観

と
い
う
も
の
を
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

的
に
「
淋
し
さ
」

武
者
小
路
は
第

一
次
世
界
大
戦
中
に
反
戦
の
姿
勢
を
「
そ
の
妹
」

な
ど
の
作
品
内
で
見
せ
る
。
そ
の
辺
り
か
ら
「
人
道
主
義
」
の
作
家

と
し
て
武
者
小
路
が
文
壇
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。
繰
り
返
す
が
、
そ

の
時
期
に
「
人
類
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
津
山

は
一
九
一
四
(
大
一
三
年
か
ら
一
九
一
七
(
大
六
)
年
を
「
「
人
類
」

の
時
代
」
と
名
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

四
二
年
か
ら
一
九
一
三
(
大
二
)
年
を

そ
の
前
の
一
九

O
七

明

コ
自
然
」

の
時
代
」
と
し

て
つ
な
げ
て
い
る
が
、
結
婚
が
あ
っ
た
り
「
淋
し
さ
」

の
質
が
変
わ

つ
で
き
た
り
と
い
う
一
九
一
二
(
大
二
)
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の

時
期
は
、
武
者
小
路
の
転
換
期
と
し
て
さ
ら
に
細
か
く
見
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

....... 
J、

「
運
命
」
の
時
代

ss 

一
九
一
三
(
大
二
)
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
作
品
に

つ
い
て
、
武
者
小
路
は
『
わ
し
も
知
ら
な
い
』
私
家
版
の
序
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

こ
L

に
の
せ
ら
れ
た
る
脚
本
三
つ
は
、

去
年
の
く
れ
と
今
年
の
前

半
に
か
』
れ
た
も
の
で
あ
る
。
之
等
を
「
白
樺
」
に
の
せ
た
創
作

の
聞
に
入
れ
る
と
か
う
云
ふ
順
序
に
な
る
。

「
仏
御
前
」
「
わ
し
も
知
ら
な
い
」
「
二
十
八
歳
の
耶
蘇
」
「
第
二
の

母
」
「
A
と
運
命
」
「
罪
な
き
罪
」
「
母
親
の
心
配
」
「
或
る
日
の
事
」



さ
う
し
て
以
上
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
欧
州
の
大
戦
争
の
噂
の
ま
だ

起
こ
ら
な
い
時
に
か
』
れ
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
云
ふ
の
は
「
わ

し
も
知
ら
な
い
」
及
び

「
或
日
の
事
」
が
戦
争
の
噂
に
ヒ
ン
ト
を

得
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
前
に
自
分
の
心
の
内
に
起
っ
た
不
安

か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
し
た
い
た
め

で
あ
る
。

武
者
小
路
は
自
ら
「
戦
争
の
噂
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
」
作
品
と
そ
う

で
な
い
作
品
を
は
っ
き
り
と
区
別
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
作
品
を
ま
と
め
て
「
人
道
主
義
」

の

「
「
人
類
」
の
時
代
」
の
作
品
と
し
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
の
で

あ
る
。そ

こ
で
、
武
者
小
路
が
結
婚
す
る
一
九
一
三
(
大
二
)
年
の
初
め

か
ら
一
九

一
四
(
大
一
ニ
)
年
の
前
半
ま
で
の
時
期
を
新
た
に

「
「
運
命
」

の
時
代
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

「
六
号
感
想
」
及

び
「
雑
感
」
に
は
、
前
号
ま
で
に
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

九

(
大
二
)
年
一

O
月
号
『
白
樺
』
の

「
運
命
」
と
い
う
言
葉
が
急
に
頻
出
し
て
く
る
。
「
六
号
感
想
」
に
お

い
て
は
「
運
命
と
云
ふ
も
の
を
自
分
は
信
じ
て
ゐ
る
」
「
運
命
と
云
ふ

も
の
が
客
観
的
に
あ
る
も
の
か
、
な
い
も
の
か
、
知
ら
な
い
」
と
い

っ
た
よ
う
な
表
現
が
、
ま
た

「
雑
感
」
に
お
い
て
も
「
運
命
の
狂
ひ

と
祈
り
」
「
運
命
に
祝
福
さ
れ
た
自
我
」
と
い
っ
た
題
名
か
ら
分
か
る

よ
う
に
「
運
命
」

「
運
命
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
果
た

一
色
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
武
者
小
路
が

し
て
「
運
命
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
前
ま
で
の
中
心
的
な
語
句
で
あ
っ
た

る
こ
と
で
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
き
た
い
。 「

自
然
」
と
比
較
す

「
自
然
」
と
い
う
言
葉
は

一
九
一

O
(明
四
三
)
年
の
『
白
樺
』

創
刊
前
後
に
多
く
使
わ
れ
て
い
た
が
、
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一
九
一
三
(
大
二
)
年
に
入

る
と
「
運
命
」
と
い
う
言
葉
が
主
に
使
わ
れ
、
「
自
然
」
と
い
う
言
葉

は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
「
運
命
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
引
用
し
、

把
握
し
て
い
く
。

時
に
よ
っ
て
運
命
に
守
護
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
深
く
感
ず
る
こ
と

が
あ
る
。
(
中
略
)
他
人
と
如
何
に
調
和
し
て
ゐ
て
も
、
自
分
に
深

い
自
覚
が
な
け
れ
ば
浮
か
さ
れ
る
楽
し
み
は
あ
っ
て
も
運
命
に
守

議
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
落
ち
つ
き
と
、
深
い
誇
り
は
味
は
う
こ
と



が
出
来
な
い
。
運
命
に
守
護
さ
れ
る
べ
き
道
を
自
覚
を
持
っ
て
歩

い
て
い
る
も
の
』
み
常
に
最
後
の
勝
利
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
、

自
我
に
深
い
権
威
を
感
ず
る
。
(
「
運
命
に
祝
福
さ
れ
た
自
我
」

九

三
(
大
正
二
)
年
九
月
)

運
命
と
云
ふ
も
の
を
自
分
は
信
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
も
の
は
た
Y
全

カ
で
生
き
る
も
の
に
の
み
姿
を
あ
ら
は
す
。
さ
う
し
て
全
力
で
生

き
る
も
の
だ
け
運
命
の
意
志
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
全
力
で

生
き
ら
れ
な
い
も
の
、
生
長
の
と
ま
っ
た
も
の
、
境
遇
に
支
配
さ

れ
切

っ
て
平
気
で
ゐ
る
も
の
、
情
勢
で
生
き
て
ゐ
る
も
の
は
運
命

を
知
ら
な
い
。
感
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
運
命
に
抵
抗
し
ゃ
う

と
真
に
試
み
た
も
の
よ
り
外
、
運
命
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
(
一
九
一

一
(大
一
一
)
年
一

O
月
号
『
白
機
』
「
六
号
雑
感
」

一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
「
運
命
」
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
定

義
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
る
と
、
「
人
間
の

意
志
を
越
え
て
、
幸
福
や
不
幸
、

喜
び
ゃ
悲
し
み
を
も
た
ら
す
超
越

的
な
力
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
人
聞
を
超
え
た
存
在

を
武
者
小
路
は
そ
れ
ま
で
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
き
た
が
、

「
運
命
」
と
い
う
言
葉
に
も
そ
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
は
「
運
命
に
守
護
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
自
然
」
と
「
運
命
」
と
は
共
通
す
る
部
分
を
持
っ
て

い
る
が
、
異
な
っ
た
意
味
で
解
釈
で
き
る
点
も
あ
る
。

「
「
運
命
」
の
時
代
」
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
作
品
の
一
つ

一
九
一
三
(
大
二
)
年
の
脚
本
「
A
と
運
命
」
と
い
う
も
の
が

A
と
い
う
文
士
の
主
人
公
が
、

B
や
C
や
擬

あ
る
。
こ
の
作
品
は
、

人
化
さ
れ
た
運
命
な
ど
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
相
手
と
対
話
を
し
な
が

ら
、
運
命
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
い
く
。
そ
の
途
中

で
、
偶
然
飛
ん
で
き
た
狩
猟
の
弾
に
撃
た
れ
、

A
は
死
ん
で
し
ま
う
。
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葬
式
に
お
い
て
、
生
前
最
後
の
A
の
作
品
「
運
命
」
が
読
み
上
げ
ら

れ
る
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
終
始
「
運
命
」
と
い
う
一
言
葉
に
つ

い
て
登
場
人
物
た
ち
は
議
論
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
時
代
の
武
者
小

「
運
命
」
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ

と
を
象
徴
し
た
作
品
と
言
え
る
。
作
品
内
か
ら
「
運
命
」
に
つ
い
て

路
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

さ
ら
に
考
え
て
い
く
。

運
命
と
云
ふ
も
の
は
、
一
つ
の
潮
流
の
や
う
な
も
の
で
す
。
(
中
略
)

し
か
し
私
が
こ
』
で
云
ふ
も
の
は
も
っ
と
自
然
に
よ
っ
て
意
識
さ



れ
た
る
運
命
で
す
。
(
中
略
)
し
か
し
運
命
は
あ
る
人
に
は
忠
実
で

あ
り
、
あ
る
人
に
は
不
忠
実
で
あ
り
ま
す
。
(
中
略
)
私
が
運
命
に

選
ば
れ
た
人
と
申
し
ま
す
の
は
こ
の
自
由
意
志
で
よ
き
種
を
た
え

ず
に
ま
い
て
ゐ
る
人
を
指
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
運
命
に
よ
っ

て
い
や
お
う
な
し
に
大
き
な
仕
事
を
負
は
さ
れ
る
人
を
指
す
の
で

す
。
一
言
で
云
へ
ば
天
才
を
さ
す
の
で
す
。

こ
の
引
用
か
ら
は
、
「
自
然
」
を
ふ
ま
え
た
上
で
「
運
命
」
と
い
う

概
念
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
た
が
っ
て

「
運
命
」

は

「
自
然
」
に
内
包
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
こ
こ
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
意
味
と
大
き
く
違
っ
て

く
る
の
で
重
要
で
あ
る
が
、
「
運
命
」
は

「
あ
る
人
に
は
忠
実
」
で
「
あ

る
人
に
は
不
忠
実
」
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

そ
も
そ
も
「
運
命
」
が

「
与
え

ら
れ
」
た
り

「
選
ば
れ
」

た
り
と
い
う
こ
と
自
体
が
新
し
い
捉
え
方

で
あ
る
。
ま
た
、
「
運
命
に
選
ば
れ
た
人
」
は
、

具
体
的
に
は
「
大
き

な
仕
事
を
負
は
さ
れ
」
る
「
天
才
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
天
才
」
が

「運

命
」
を
与
え
ら
れ
、
「
運
命
」
か
ら
祝
福
さ
れ
、
守
護
さ
れ
る
の
で
あ

る。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
武
者
小
路
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ

て
い
る
。
前
述
し
た
通
り
、
大
正
時
代
に
入
り
結
婚
な
ど
を
経
る
こ

と
に
よ
り
、
自
己
を
肯
定
し
て
い
く
傾
向
が
強
ま
る
武
者
小
路
に
と

っ
て
、
こ
の
時
期
は
そ
れ
ま
で
の
「
自
然
」
と
い
う
原
規
範
か
ら
一

歩
踏
み
込
ん
だ
も
の
へ
と
成
長
し
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
「
天
才
」

を
賛
美
し
、

人
間
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
が
自
己
と
も
つ
な
が
っ
て

い
く
存
在
を
設
定
し
た
こ
と
は
こ
の
時
期
に
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ

っ
て
い
る
。

「
選
ば
れ
」
た
「
天
才
」
が
味
わ
う
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
し
て

武
者
小
路
は
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「
運
命
」
を
設
定
し
た
。
自
己
の
肯
定
が
進
み
、
他
人

の
評
価
を
気
に
し
す
ぎ
る
こ
と
も
な
く
、
武
者
小
路
が
安
定
し
た
自

己
を
確
立
で
き
て
き
た
時
代
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
を
最
大

限
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
武
者
小
路
に
と
っ
て

当
然
の
流
れ
と
な
る
。
こ
の
主
張
は
「
雑
感
」
な
ど
の
感
想
を
述
べ

た
も
の
に
率
直
に
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
「
運
命
」

の
時
代
」

の
脚
本
作
品
に
は
、
楽
天
的
な
作
品
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

悲
劇
的
な
作
品
が
多
く
を
占
め
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

評
論
に
お
い
て
は
楽
天
的
で
あ
り
、
脚
本
に
お
い
て
は
悲
観
的
で
あ

の
表
現
の
仕
方
の
ず
れ
と
い
う
点
が
、
後
者
の

る
と
い
う
「
運
命
」



受
容
と
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
脚
本
作
品
は
、
後
に
反
戦
の
姿
勢
に
つ
な
が
り
、
「
人
道

主
義
」
と
呼
ば
れ
、
文
壇
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
重
要
な
テ

l
マ
が

見
出
せ
る
点
や
、
内
容
に
お
い
て
も
大
き
く
成
長
し
て
い
る
点
で
、

初
期
に
お
い
て
最
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
品
群
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
悲
劇
的
な
テ
ー
マ
を
取
り
扱
っ
た
作
品
の
中
で
は
、

「
「
嬰
児
殺
毅
」
中
の
一
出
来
事
」
(
一
九
二
二
(
大
一
一
)
年
六
月
)
の

暴
君
「
へ
ロ
デ
」
と
殺
さ
れ
る

「主
人
」

の

「
子
供
」
、
「
仏
御
前
」

(
一
九
一
三
(
大
二
)
年
一

O
月
)
の
「
清
盛
」
と
見
捨
て
ら
れ
る
「
妓

王
」
の
{
家
、

「
わ
し
も
知
ら
な
い
」
(
一
九
二
ニ
(
大
二
)
年
一
一
月

の

「流
離
王
」
と
殺
さ
れ
る
人
々
、
「
或
る
日
の
事
」
(
一
九
一
五
(
大

四
)
年
六
月
)
の
「
敵
将
」
と
殺
さ
れ
る
「
城
主
」
一
家
と
い
う
風
に
、

「
絶
対
的
な
力
を
持
つ
権
力
者
」
と
「
抑
圧
さ
れ
る
人
々
」
と
い
う

組
み
合
わ
せ
の
共
通
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
者
と
後
者
に
お
い
て

後
者
へ
の
視
線
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま

り
、
「
運
命
」
を
「
与
え
ら
れ
」
な
か
っ
た
人
々
へ
の
注
目
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
武
者
小
路
は
自
分
が
目
指
す
方
向
だ
け
を

見
て
、
違
う
方
向
に
は
全
く
目
を
向
け
な
か
っ
た
が
、
「
天
才
」
と
「全

力
で
生
き
ら
れ
」
ず
、

「境
遇
に
支
配
さ
れ
」
、
「
情
勢
で
生
き
て
ゐ
る
」

人
々
と
を
対
照
的
に
捉
え
な
が
ら
も
、
両
者
に
対
す
る
視
線
が
開
か

れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
悲
劇
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
は
、
初
期
を
貫
く
「
淋
し

理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ま
で
武
者
小
路
は
失
恋
な
ど
、
他
者
と
分
か
り
合
え
な
い
自
身
の

さ
」
と
い
う
面
に
お
い
て
考
え
て
も
、

「
淋
し
さ
」
と
い
う
も
の
を
、
直
接
的
に
一
人
称
で
作
品
に
表
し
て

き
た
。
し
か
し
失
恋
に
関
わ
る
「
淋
し
さ
」
か
ら
逃
れ
た
武
者
小
路

に
と
っ
て
、
今
ま
で
経
験
し
て
き
た
「
淋
し
さ
」
を
一
度
消
化
し
内

面
化
し
た
上
で
作
品
に
表
現
し
て
い
く
こ
と
で
、
語
り
手
以
外
の
人

物
、
が
「
淋
し
さ
」
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
こ
の
時
期
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
前
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の
時
期
の
作
品
と
比
べ
て
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
作
品
の
深
み
で

あ
り
面
白
さ
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
こ
の
時
期
の
脚
本
な
ど
の

創
作
が
「
仏
御
前
」
や
「
わ
し
も
知
ら
な
い
」
が
目
立
っ
た
以
外
、

当
時
そ
こ
ま
で
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
武
者
小
路
が
当
初

評
論
家
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
雑

感
」
等
で
表
現
さ
れ
る
、
自
我
の
肯
定
や
個
性
の
重
視
と
い
う
面
で

武
者
小
路
に
注
目
し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
悲
劇
的
な
テ
ー
マ
を

扱
っ
た
脚
本
と
の
ず
れ
は
か
な
り
の
抵
抗
を
感
じ
た
は
ず
で
あ
る
。



七

お
わ
り
に

一
九
一
四
(
大
一
三
年
一
月
号
『
中
央
公
論
』
で
の

「
わ
し
も
知

ら
な
い
」
に
よ
っ
て
武
者
小
路
は
初
め
て
『
白
樺
』
以
外
の
他
の
雑

誌
に
作
品
を
発
表
し
、
文
壇
へ
と
進
出
す
る
第
一
歩
を
踏
み
出
す
。

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
『
中
央
公
論
』
の
編
集
者
滝
田
樗
陰

に
「
仏
御
前
」
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
武
者
小
路
は

文
壇
で
大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
中
期
に
最
も
読
ま

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
今
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に

「「
運
命
」
の

そ
し
て
こ
の
時
期
の
武
者
小
路
作
品
に
文
壇
が

注
目
し
た
と
い
う
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
期
が
熟
し
た

時
代
」
に
あ
た
る
。

の
で
は
な
く
、
武
者
小
路
の
内
商
の
充
実
や
成
長
が
、
作
品
に
表
現

さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ま
で
の
時
期
か
ら
の

変
化
や
、
こ
の
時
期
に
特
有
な
点
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
は

注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
九
一
四
(
大
二
)
年
か
ら
一
五
年
と
い

う
非
常
に
短
い
こ
の
時
代
を
、
武
者
小
路
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を

持
つ
「
「
運
命
」
の
時
代
」
と
し
て
新
た
に
位
置
付
け
、
作
品
と
と
も

に
評
価
し
て
い
く
こ
と
を
試
み
た
。

「
「
運
命
」
の
時
代
」
を
経
て
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
。
武
者

小
路
は
「
運
命
」
を
「
与
え
ら
れ
」
ず
抑
圧
さ
れ
る
「
淋
し
い
」
人
々

に
注
目
し
続
け
る
。

そ
の
結
果
、
反
戦
の
姿
勢
を
見
せ
、
作
品
に
著

し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
、
「
彼
が
三
十
の
時
」
や
「
そ
の
妹
」
、
「
或

る
青
年
の
夢
」
な
ど
の
作
品
内
に
濃
厚
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
特
に

「
そ
の
妹
」
は
「
昭
和
初
年
ま
で
に
『
新
潮
』
広
告
商
で
は
六

一
版

の
記
録
」
が
あ
っ
た
と
い
う
ほ
ど
よ
く
読
ま
れ
、
武
者
小
路
は
「
人

道
主
義
」
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
楽
天
的

な
自
己
の
肯
定
は
最
初
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
淋
し
さ
」
と

常
に
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
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ま
た
、
明
治
期
に
性
欲
を
肯
定
し
た
結
果
、
よ
り
強
く
「
淋
し
さ
」

を
味
わ
う
こ
と
と
な
っ
た
武
者
小
路
は
、
そ
の
後
再
び
ト
ル
ス
ト
イ

の
方
向
へ
回
帰
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
「
新
し
き
村
」
運
動
な
ど
に

代
表
さ
れ
る
武
者
小
路
の
こ
の
後
の
動
き
に

つ
い
て
は
、
今
後
に
機

会
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

[
注
]

1 

本
多
秋
五
『
『
白
樺
』
派
の
文
学
』
(
一
九
五
五
・
七
、
大
日
本
雄
縛
社
)

2 

遠
藤
祐
「
「
自
己
」
と
「
人
類
」
|
|
武
者
小
路
実
篤
に
つ
い
て
|
|
」



(
『
成
城
文
整
』
、

一
九
五
八

3 

2
に
同
じ

4 

芥
川
龍
之
介
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
(
『
中
央
公
論
』
、
一
九
一
九
・
こ

5 

大
津
山
田
夫
『
武
者
小
路
実
篤
論
|
|
新
し
き
村
ま
で
|
|
』

(
一
九
七
四
・
二
、
東
京
大
学
出
版
会
)

6 

5
に
同
じ

7 

5
に
閉
じ

8 

武
者
小
路
実
篤
「
四
つ
の
絵
に
顕
は
さ
れ
た
る
快
楽
」
(
『
白
樺
』
、

一
0
・
七
)

9 

武
者
小
路
実
篤
「
秋
が
来
た
」
(
『
生
長
』
、

一
九
二
ニ
・
一
二
、
洛
陽
堂
)

1 
0 

武
者
小
路
実
篤
「
淋
し
い
」
(
『
生
長
』
、

一
九
二
ニ
・
一
二
、
洛
陽
堂
)

1 
1 

武
者
小
路
実
篤
「
自
分
の
筆
で
す
る
仕
事
」
(
『
若
き
日
の
思
索
』
、

九
五
ニ
・
一

O
、
三
笠
文
庫
)

1 
2 

武
者
小
路
実
篤
「
自
我
」
(
『
白
樺
』
、

四

九

1 
3 

武
者
小
路
実
篤
「
自
分
と
他
人
」
(
『
生
長
』
、

一
九
一
三
・
二
一
、
洛

陽
堂

1 
4 

武
者
小
路
実
篤
「
な
ま
ぬ
る
い
室
」
(
『
生
長
』
、

一
九
一
三
・
二
一
、

洛
陽
堂
)

t
i
F
h
u
 

武
者
小
路
実
篤
「
お
目
出
た
き
人
」
(
『
お
目
出
た
き
人
』
、
一
九

九

二
、
洛
陽
堂
)

1 
6 

遠
藤
祐
「
武
者
小
路
実
篤
|
|
初
期
雑
感
を
め
ぐ
る
覚
書
|
|
」
(
『
国

語
と
国
文
学
』
、

一
九
五
八
・

て
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会

1 
7 

六
号
感
想
」
(
『
白
樺
』
、

一
九
二
ニ
・
二
一
)

1 
8 

「
六
号
感
想
」
(
『
白
樺
』
、

一
九
一
四
・
二
)

1 
9 

武
者
小
路
実
篤
「
序
」
(
『
わ
し
も
知
ら
な
い
』
、

一
九
一
四
・
二
一
、

私
家
版
)

2 
0 

武
者
小
路
実
篤
「
A
と
運
命
」
(
『
彼
が
三
十
の
待
』
、
一
九
一
五
・
九
、

洛
陽
堂
)

2 
1 

武
者
小
路
の
評
論
と
し
て
は
、
「
「
そ
れ
か
ら
」
に
就
て
」
(
『
白
樺
』
、

61 

一
九
一

0
・
四
)
が
最
も
有
名
で
あ
り
、
初
期
は
他
の
時
期
と
比
べ
て

も
評
論
と
創
作
の
両
立
に
特
に
力
を
入
れ
て
い
た
時
期
と
言
え
る
。
そ

の
他
評
論
家
と
し
て
の
武
者
小
路
に
つ
い
て
は
紙
憾
の
都
合
上
、
他
稿

を
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

2 
2 

関
口
弥
重
吉
「
解
題
」
(
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第
二
巻

九
八

八
・
二
小
学
館
)

※
旧
字
は
適
宜
、
新
字
に
改
め
た
。


