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人
間
の
内
面
を
中
心
と
し
た
こ
の
よ
う
な
近
代
文
学
の
流
れ
は
、
む
ろ
ん
、
明
治

以
降
の
個
人
主
義
の
風
潮
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
そ
れ
と
は

異
な
る
傾
向
の
文
学
が
存
在
し
た
こ
と
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
小
泉
八
雲

（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
は
、
松
江
で
の
生
活
を
通
し
て
、
民
間
信
仰
や
怪
談

に
つ
よ
い
関
心
を
持
ち
、
前
近
代
的
な
日
本
の
中
に
特
色
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
八

雲
が
来
日
し
て
松
江
に
到
着
し
た
の
が
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
八
月
の
こ
と
で

あ
る
。
同
年
の
一
月
に
は
森
鷗
外
の
『
舞
姫
』
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
西
洋
と
日
本

を
股
に
か
け
た
両
者
が
同
じ
時
期
に
存
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

り
、
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
、
そ
の
童
話
を
人
間
を
中
心
に
置
い
て
読
も
う
と
す
る
と
、

そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
が
あ
ま
り
に
多
い
こ
と
に
す
ぐ
さ
ま
気
づ
く
。
な
ぜ

な
ら
、
賢
治
の
童
話
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
人
間
で
は
な
く
、
人
間
も
そ
の
中
に
包

括
す
る
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
賢
治
が
童
話
を
書
い
た
の
が
人
間
の
個
性
の
主
張
が

高
ら
か
に
な
さ
れ
た
大
正
期
に
重
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
賢
治
の

文
学
的
ス
タ
ン
ス
の
独
自
性
は
い
っ
そ
う
顕
著
で
あ
る
。

　
本
論
で
は
、
人
間
を
世
界
の
中
心
に
据
え
て
、
そ
の
心
を
描
く
こ
と
を
第
一
と
し

た
近
代
の
小
説
観
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
小
説
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
は
い
さ

さ
か
外
れ
る
が
、
近
代
文
学
史
の
流
れ
の
中
で
異
な
る
傾
向
の
存
す
る
こ
と
も
諒
解

で
き
た
。
そ
こ
に
は
、
中
央
と
地
方
と
い
う
地
理
的
構
図
も
透
け
て
見
え
、
地
方
も

含
め
た
文
学
史
の
見
直
し
が
継
続
的
に
必
要
で
あ
る
。

（
受
稿 

平
成
二
九
年
一
月
二
三
日
、
受
理 

平
成
二
九
年
二
月
七
日
）
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れ
ば
に
や
、
心
の
う
ち
な
に
と
な
く
お
だ
や
か
な
ら
ず
、
奥
深
く
ひ
そ
み
た
り

し
ま
こ
と
の
我
は
、
よ
う
よ
う
表
に
あ
ら
わ
れ
て
、
き
の
う
ま
で
の
我
な
ら
ぬ

我
を
攻
む
る
に
似
た
り
。

こ
の
青
く
清
ら
に
て
物
問
い
た
げ
に
愁
い
を
含
め
る
目
の
、
半
ば
露
を
宿
せ
る

長
き
睫
毛
に
お
お
わ
れ
た
る
は
、
何
故
に
一
顧
し
た
る
の
み
に
て
、
用
心
深
き

わ
が
心
の
底
ま
で
は
徹
し
た
る
か
。

　
第
一
の
引
用
で
は
、友
人
で
あ
る
相
沢
謙
吉
に
対
す
る
「
恨
み
」
の
情
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
「
心
の
奥
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
第
二
の
引
用
で
は
、
日

本
に
お
け
る
受
け
身
の
学
び
に
よ
り
「
所
動
的
、
器
械
的
の
人
物
」
に
な
っ
て
い
た

「
余
」
が
、
ド
イ
ツ
の
大
学
で
学
ぶ
う
ち
に
「
ま
こ
と
の
我
」
に
目
覚
め
、
そ
の
「
ま

こ
と
の
我
」
に
つ
い
て
、「
心
の
う
ち
な
に
と
な
く
お
だ
や
か
な
ら
ず
、
奥
深
く
ひ

そ
み
た
り
し
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
第
三
の
引
用
で
は
、
エ
リ

ス
と
初
め
て
遭
っ
た
時
に
、
エ
リ
ス
に
強
く
惹
か
れ
る
さ
ま
を
、「
用
心
深
き
わ
が

心
の
底
ま
で
は
徹
し
た
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
自
分
自
身
で
制
御
し

え
な
い
感
情
、
意
識
し
な
い
う
ち
に
自
然
と
生
じ
た
感
情
に
つ
い
て
、
心
の
「
奥
」

や
「
底
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
、
先
の
「
小
説
論
」
に
お
い
て
、
理
屈
で
は
割
り
切
れ
な
い
心
の
領
分
に

つ
い
て
鷗
外
が
言
及
し
て
い
た
こ
と
と
重
な
る
。

　
さ
ら
に
『
舞
姫
』
で
は
、
こ
れ
に
類
す
る
事
柄
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
特
徴
的
な

心
に
つ
い
て
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

　
エ
リ
ス
と
の
関
係
を
「
余
」
か
ら
知
ら
さ
れ
た
相
沢
謙
吉
は
、
情
交
を
断
つ
よ
う

に
「
余
」
に
勧
め
、「
余
」
は
そ
の
勧
め
に
応
じ
る
約
束
を
す
る
。
そ
の
際
の
決
断

に
つ
い
て
、「
余
は
守
る
と
こ
ろ
を
失
わ
じ
と
思
い
て
、
お
の
れ
に
敵
す
る
も
の
に

は
抵
抗
す
れ
ど
も
、
友
に
対
し
て
は
否
と
は
え
対
え
ぬ
が
常
な
り
」
と
あ
る
。
天
方

大
臣
か
ら
ロ
シ
ア
行
の
随
行
を
求
め
ら
れ
た
際
に
、「
余
」
は
す
ぐ
さ
ま
応
じ
る
わ

け
だ
が
、
そ
の
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
余
は
お
の
れ
が
信
じ
て
頼
む
心
を
生
じ
た

る
人
に
、
卒
然
も
の
を
問
わ
れ
た
る
と
き
は
、
咄
嗟
の
間
、
そ
の
答
の
範
囲
を
よ
く

も
は
か
ら
ず
、
た
だ
ち
に
う
べ
な
う
こ
と
あ
り
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
方
大
臣
よ

り
共
に
日
本
に
帰
国
し
力
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
促
さ
れ
た
「
余
」
は
、
か
た
や
妊

娠
し
た
エ
リ
ス
か
ら
見
捨
て
な
い
よ
う
に
繰
り
返
し
懇
願
さ
れ
て
い
な
が
ら
大
臣
の

意
に
従
い
、
そ
の
折
の
自
身
の
心
を
、「
あ
あ
、
な
ん
ら
の
特
操
な
き
心
ぞ
」
と
語
っ

て
い
る
。
相
沢
や
大
臣
に
対
し
て
、「
余
」
が
よ
く
考
え
ぬ
ま
ま
に
彼
ら
の
意
向
に

従
う
の
は
、
そ
の
根
底
に
、
彼
ら
に
対
す
る
篤
い
信
頼
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

篤
い
信
頼
が
、
一
方
で
は
「
余
」
自
身
が
あ
き
れ
る
ほ
か
な
い
「
特
操
な
き
心
」
を

生
み
、
エ
リ
ス
か
ら
の
信
頼
を
裏
切
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
余
」
の
心
の
不
思
議
に
も
、
や
は
り
、
鷗
外
の
心
の

捉
え
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
坪
内
逍
遥
、
二
葉
亭
四
迷
、
森
鷗
外
の
小
説
観
に
つ
い
て
、
理
論
と
実
践

の
両
面
か
ら
、や
や
駆
け
足
な
が
ら
見
て
き
た
。
逍
遥
は
「
脚
色
」
よ
り
も
「
人
情
」

こ
そ
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
四
迷
は
「
現
象
（
形
）」
と
「
情
態
（
意
）」
の
相
関

性
に
着
目
し
、
鷗
外
は
分
析
の
届
か
な
い
心
の
領
域
を
描
く
こ
と
に
小
説
の
本
領
を

見
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
小
説
の
捉
え
方
は
三
者
三
様
で
あ
る
も
の
の
、
人
間
の

内
面
を
描
く
こ
と
に
小
説
の
主
眼
を
置
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
三
者
に
共
通
し
て

い
る
。

　
近
代
文
学
の
黎
明
期
に
お
い
て
打
ち
出
さ
れ
た
、
小
説
と
は
人
の
心
に
つ
い
て
書

か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
小
説
の
も
っ
と
も
簡
潔
素
朴
な
定
義

と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
も
根
強
く
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

私
た
ち
は
、
子
供
の
頃
か
ら
、
国
語
教
育
な
ど
を
通
じ
て
、
物
語
の
登
場
人
物
の
心

を
読
む
こ
と
を
覚
え
て
き
た
。
兵
十
に
撃
た
れ
た
時
の
ご
ん
の
気
持
ち
は
ど
ん
な

だ
っ
た
ろ
う
、
エ
ー
ミ
ー
ル
か
ら
侮
蔑
を
受
け
た
「
僕
」
が
、
集
め
た
標
本
箱
の
蝶

を
粉
々
に
し
た
時
の
気
持
ち
は
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
、
丸
善
の
本
棚
の
書
籍
を
積
み

上
げ
、
そ
の
上
に
檸
檬
を
置
い
た
時
の
「
私
」
の
気
持
ち
は
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
、

と
い
う
よ
う
に
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
私
た
ち
は
登
場
人
物
の
〈
心
〉
の
向
こ
う
に
作

者
の
〈
心
〉
を
見
よ
う
と
し
、
い
わ
ば
そ
れ
が
、
作
品
論
か
ら
作
家
論
へ
と
い
う
近

代
文
学
研
究
の
ベ
イ
シ
ッ
ク
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
大
学
で
の
学
び
に
お
い
て
も
確

立
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
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と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
語
り
手
は
、「
文
三
」
と
登
場
人
物
の
こ
と

を
三
人
称
で
呼
び
な
が
ら
、
い
つ
し
か
語
り
手
自
身
が
文
三
の
視
点
を
持
ち
、
本
田

に
仕
事
の
お
願
い
す
べ
き
か
ど
う
か
を
ま
ず
は
お
勢
に
相
談
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
と

文
三
に
な
り
き
っ
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
三
人
称
の
一
人
称
化
と
言
っ
て

も
よ
い
。
い
わ
ゆ
る
「
半
独
白
」
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
の
「
情

態
（
意
）」
に
肉
薄
す
る
た
め
に
、「
言
葉
の
言
廻
し
、
脚
色
の
模
様
」
の
具
体
的
な

工
夫
と
し
て
、
四
迷
は
こ
の
手
法
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

三
．
森
鷗
外
「
小
説
論
」
と
『
舞
姫
』

　
そ
れ
で
は
、
森
鷗
外
の
「
小
説
論
」
か
ら
次
に
引
用
す
る
。

小
説
家
は
果
し
て
此
の
如
き
事
実
の
範
囲
内
を
彷
徨
し
て
満
足
す
べ
き
や
若
し

然
り
と
曰
は
ゞ
何
の
処
に
か
天
来
の
奇
想
を
着
け
那
の
辺
に
か
幻
生
の
妙
思
を

施
さ
ん
や
分
析
、
解
剖
の
成
績
は
作
家
の
良
材
な
り
之
を
運
転
使
用
す
る
の
活

法
は
独
り
覚
悟
（「
イ
ン
ト
ユ
イ
シ
ョ
ン
」）
に
依
て
得
べ
き
の
み
宜
な
る
か
な

「
ド
イ
ス
レ
リ
ー
」
の
英
吉
利
に
於
け
る
「
ド
ー
デ
ー
」
の
法
蘭
西
に
於
け
る

其
実
験
の
成
績
を
使
用
す
る
や
変
幻
霊
活
、
固
よ
り
「
ゾ
ラ
ー
」
の
比
に
非
ず

筆
墨
の
間
、
時
に
水
花
鏡
月
の
韻
を
存
ず
之
を
華
実
兼
ね
収
む
る
も
の
と
謂
ふ

も
可
な
り
（
中
略
）
余
は
医
な
り
一
把
解
体
の
刀
、
久
く
拳
を
離
れ
ず
一
条
煮

薬
の
筒
、
屢
々
指
に
触
れ
ど
も
事
実
を
捜
究
す
る
の
熱
心
は
未
だ
嘗
て
無
何
有

の
郷
に
遊
ぶ
の
夢
を
妨
げ
ず

　
鷗
外
の
場
合
も
、小
説
が
人
の
内
面
を
描
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、

逍
遥
や
四
迷
の
考
え
方
と
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
鷗
外
の
人
の
内
面
の
捉
え
方

は
、他
の
ふ
た
り
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、右
引
用
に
お
け
る
「
天

来
の
奇
想
」「
幻
生
の
妙
思
」「
水
花
鏡
月
の
韻
」「
無
何
有
の
郷
」
の
語
句
に
よ
く

表
れ
て
い
る
。「
天
来
の
奇
想
」「
幻
生
の
妙
思
」
は
、出
自
や
因
果
の
明
確
で
な
い
、

今
日
の
言
葉
で
平
た
く
言
え
ば
、
ふ
と
し
た
思
い
つ
き
や
夢
想
に
近
い
思
い
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。「
水
花
鏡
月
の
韻
」
と
は
、
水
に
映
っ
た
花
、
鏡
に
映
っ
た
月
の
よ
う

に
虚
ろ
な
も
の
の
醸
し
出
す
雰
囲
気
の
意
で
あ
り
、「
無
何
有
の
郷
」
も
ま
た
虚
無

の
世
界
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
右
引
用
に
あ
る
「
事
実
の
範
囲
内
」
か

ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
、
鷗
外
は
そ
こ
に
こ
そ
小
説
の
描
く
べ
き
も
の

が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
引
用
に
あ
る
通
り
、
当
時
の
日
本
の
文

学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
っ
た
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
根
底
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
遺
伝
に
関
す

る
発
見
な
ど
近
代
自
然
科
学
の
成
果
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
科
学
で
は
割
り
切
れ
な

い
人
の
心
の
領
分
を
こ
そ
、
鷗
外
は
小
説
の
材
料
と
す
べ
き
だ
と
認
識
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
心
理
学
の
道
理
に
基
づ
け
ば
内
面
を
深
く
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
た
逍
遥
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

　『
舞
姫
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、「
小
説
論
」
発
表
の
翌
明
治
二
三
年
の
こ
と
で
あ

る
。「
小
説
論
」
に
見
ら
れ
た
鷗
外
の
小
説
観
、
も
し
く
は
人
の
内
面
の
捉
え
方
が
、

『
舞
姫
』
の
創
作
に
い
か
に
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　『
舞
姫
』
は
、太
田
豊
太
郎
の
一
人
称
「
余
」
が
語
り
手
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
て
、

読
者
は
そ
こ
に
「
余
」
の
内
面
を
主
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
挙
げ
る

三
つ
の
引
用
に
は
、
い
ず
れ
も
「
余
」
の
「
心
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
恨
み
は
初
め
一
抹
の
雲
の
ご
と
く
わ
が
心
を
か
す
め
て
、
ス
イ
ス
の
山
色

を
も
見
せ
ず
、
イ
タ
リ
ア
の
古
蹟
に
も
心
を
と
ど
め
さ
せ
ず
、
中
ご
ろ
は
世
を

い
と
い
、
身
を
は
か
な
み
て
、
腸
日
ご
と
に
九
廻
る
す
と
も
い
う
べ
き
惨
痛
を

わ
れ
に
負
わ
せ
、
い
ま
は
心
の
奥
に
凝
り
固
ま
り
て
、
一
党
の
翳
と
の
み
な
り

た
れ
ど
、
文
読
む
ご
と
に
、
物
見
る
ご
と
に
、
鏡
に
映
る
影
、
声
に
応
ず
る
響

き
の
ご
と
く
、
限
り
な
き
懐
旧
の
情
を
喚
び
起
こ
し
て
、
い
く
た
び
と
な
く
わ

が
心
を
苦
し
む
。

か
く
て
三
年
ば
か
り
は
夢
の
ご
と
く
に
た
ち
し
が
、
時
来
れ
ば
包
み
て
も
包
み

が
た
き
は
人
の
好
尚
な
る
ら
ん
、
余
は
父
の
遺
言
を
守
り
、
母
の
教
え
に
従
い
、

人
の
神
童
な
り
な
ど
褒
む
る
が
嬉
し
さ
に
怠
ら
ず
学
び
し
と
き
よ
り
、
官
長
の

よ
き
働
き
手
を
得
た
り
と
奨
ま
す
が
喜
ば
し
さ
に
た
ゆ
み
な
く
勤
め
し
と
き
ま

で
、
た
だ
所
動
的
、
器
械
的
の
人
物
に
な
り
て
み
ず
か
ら
悟
ら
ざ
り
し
が
、
い

ま
二
十
五
歳
に
な
り
て
、
す
で
に
久
し
く
こ
の
自
由
な
る
大
学
の
風
に
当
り
た
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二
．
二
葉
亭
四
迷
「
小
説
総
論
」
と
『
浮
雲
』

　
次
に
、
二
葉
亭
四
迷
の
「
小
説
総
論
」
の
次
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

抑
〻
小
説
は
浮
世
に
形
は
れ
し
種
々
雑
多
の
現
象
（
形
）
の
中
に
て
其
自
然
の

情
態
（
意
）
を
直
接
に
感
得
す
る
も
の
な
れ
ば
、
其
感
得
を
人
に
伝
へ
ん
に
も

直
接
な
ら
で
は
叶
は
ず
。
直
接
な
ら
ん
と
に
は
、模
写
な
ら
で
は
叶
は
ず
。（
中

略
）
模
写
と
い
へ
る
こ
と
は
実
相
を
仮
り
て
虚
相
を
写
し
出
す
と
い
ふ
こ
と
な

り
。
前
に
も
述
し
如
く
、
実
相
界
に
あ
る
諸
現
象
に
は
自
然
の
意
な
き
に
あ
ら

ね
ど
、
夫
の
偶
然
の
形
に
蔽
は
れ
て
判
然
と
は
解
ら
ぬ
も
の
な
り
。
小
説
に
模

写
せ
し
現
象
も
、
勿
論
偶
然
の
も
の
に
相
違
な
け
れ
ど
、
言
葉
の
言
廻
し
、
脚

色
の
模
様
に
よ
り
て
、
此
偶
然
の
形
の
中
に
明
白
に
自
然
の
意
を
写
し
出
さ
ん

こ
と
、
是
れ
模
写
小
説
の
目
的
と
す
る
所
な
り
。

　
二
葉
亭
四
迷
の
場
合
、小
説
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
軸
と
な
る
の
が
、「
現
象（
形
）」

と
「
情
態
（
意
）」
の
二
つ
の
概
念
で
あ
る
。「
現
象
（
形
）」
は
「
実
相
」、「
情
態

（
意
）」
は
「
虚
相
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
逍
遥
の
論
と
比
較
し
た
場
合
、

逍
遥
の
言
う
「
人
情
」
と
四
迷
の
言
う
「
情
態
（
意
）」（
虚
相
）、逍
遥
の
言
う
「
脚

色
」
と
四
迷
の
言
う
「
現
象
（
形
）」（
実
相
）
が
そ
れ
ぞ
れ
近
い
関
係
に
あ
る
。
厳

密
に
は
、
四
迷
の
「
情
態
（
意
）」
は
人
物
の
感
情
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
、「
情
態

（
意
）」
は
逍
遥
の
「
人
情
」
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
。
同
じ
く
、
四
迷
の
「
現
象

（
形
）」
は
表
象
さ
れ
た
物
事
全
般
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
現
象

（
形
）」
は
逍
遥
の
「
脚
色
」
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
は
あ
る
も

の
の
、
逍
遥
も
四
迷
も
、
二
項
の
概
念
を
駆
使
し
て
小
説
論
を
組
み
立
て
て
い
る
点

は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
逍
遥
に
お
け
る
「
人
情
」
と
「
脚
色
」
の
関
係
、
四
迷

に
お
け
る
「
情
態
（
意
）」
と
「
現
象
（
形
）」
の
関
係
に
は
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ

る
。
逍
遥
に
と
っ
て
、「
人
情
」
を
描
く
こ
と
と
「
脚
色
」
を
考
え
る
こ
と
は
別
物

で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
対
立
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
四

迷
の
場
合
は
、「
小
説
に
模
写
せ
し
現
象
も
、
勿
論
偶
然
の
も
の
に
相
違
な
け
れ
ど
、

言
葉
の
言
廻
し
、
脚
色
の
模
様
に
よ
り
て
、
此
偶
然
の
形
の
中
に
明
白
に
自
然
の
意

を
写
し
出
さ
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
情
態
（
意
）」
と
「
現
象
（
形
）」
は
補
完
し

あ
う
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
四
迷
の
考
え
方
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
夏
の
夕
暮

れ
、
一
対
の
若
い
男
女
が
海
辺
に
た
た
ず
ん
で
い
る
と
す
る
。
今
述
べ
た
こ
の
「
現

象
（
形
）」
に
つ
い
て
、「
言
葉
の
言
廻
し
、
脚
色
の
模
様
」
と
い
っ
た
表
現
の
仕
方

を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
女
の
心
情
を
含
む
「
情
態
（
意
）」
を
生
じ
さ
せ

る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
翻
っ
て
、
逍
遥
の
「
小
説

神
髄
」
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
「
人
情
」
の
重
要
性
は
繰
り
返
し
強
調

さ
れ
て
い
た
が
、「
人
情
」
を
い
か
に
描
き
出
す
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
考
え
が

熟
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
逍
遥
が
「
小
説
神
髄
」
の
実
践
と
し
て
『
当
世
書
生
気
質
』
を
書
い
た
よ

う
に
、四
迷
は
「
小
説
総
論
」
の
実
践
と
し
て
『
浮
雲
』
を
書
い
た
。
次
の
『
浮
雲
』

か
ら
の
引
用
は
、
人
員
整
理
の
た
め
に
下
級
官
吏
の
職
を
失
っ
た
内
海
文
三
が
、
恋

敵
で
あ
る
本
田
昇
に
頼
ん
で
復
官
の
運
動
を
し
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る

場
面
で
あ
る
。
文
三
の
心
理
描
写
に
注
意
し
て
読
ん
で
み
た
い
。

然
う
だ
〳
〵
文
三
の
病
原
は
お
勢
の
心
に
在
る
。
お
勢
の
心
一
ッ
で
進
退
去
就

を
決
し
さ
へ
す
れ
ば
イ
サ
ク
サ
は
無
い
。
何
故
最
初
か
ら
其
處
に
心
附
か
な

か
ッ
た
か
、
今
と
成
ッ
て
考
へ
て
見
る
と
文
三
我
な
が
ら
我
が
怪
し
ま
れ
る
。

／
お
勢
に
相
談
す
る
、極
め
て
上
策
。
恐
ら
く
は
此
に
越
す
思
案
も
有
る
ま
い
。

若
し
お
勢
が
、
小
挫
折
に
逢
ッ
た
と
云
ッ
て
そ
の
節
を
移
さ
ず
し
て
、
尚
ほ
未

だ
に
文
三
の
智
識
で
考
へ
て
、
文
三
の
感
情
で
感
じ
て
、
文
三
の
息
氣
で
呼
吸

し
て
、
文
三
を
愛
し
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
文
三
に
厭
な
事
は
お
勢
に
も
ま
た
厭
に

相
違
は
有
る
ま
い
。
文
三
が
昇
に
一
着
を
輸
す
る
事
を
屑
と
思
は
ぬ
な
ら
、
お

勢
も
ま
た
文
三
に
、
昇
に
一
着
を
輸
さ
せ
た
く
は
有
る
ま
い
。

　『
浮
雲
』
は
三
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
引
用
し
た
個
所
で
は
、
あ
る

不
思
議
な
現
象
が
起
き
て
い
る
。「
然
う
だ
〳
〵
文
三
の
病
原
は
お
勢
の
心
に
在
る
。」

の
一
文
の
、「
然
う
だ
〳
〵
」
と
思
っ
た
の
は
、
い
っ
た
い
誰
で
あ
ろ
う
か
。
通
常

で
あ
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
語
り
手

と
も
と
れ
る
が
、
登
場
人
物
で
あ
る
文
三
の
思
い
つ
き
を
伝
え
る
「
然
う
だ
〳
〵
」
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る
を
見
る
な
り
。
和
漢
に
名
あ
る
稗
官
者
流
は
、
ひ
た
す
ら
脚
色
（
し
く
み
）

の
皮
相
に
と
ど
ま
る
を
拙
し
と
し
て
、
深
く
其
骨
髄
に
入
ら
む
こ
と
を
力
め
た

り
し
も
、
主
脳
と
な
す
べ
き
人
情
を
ば
皮
相
を
写
し
て
足
れ
り
と
せ
り
。
豈
憾

む
べ
き
こ
と
な
ら
ず
や
。
稗
官
者
流
は
心
理
学
者
の
ご
と
し
。
宜
し
く
心
理
学

の
道
理
に
基
づ
き
、
其
人
物
を
ば
仮
作
（
つ
く
）
る
べ
き
な
り
。
苟
に
も
お
の

れ
が
意
匠
を
以
て
、
強
ひ
て
人
情
に
悖
戻
（
は
い
れ
い
）
せ
る
、
否
、
心
理
学

に
戻
れ
る
人
物
な
ど
を
仮
作
り
い
だ
さ
ば
、
其
人
物
は
已
に
既
に
人
間
世
界
の

者
に
あ
ら
で
、
作
者
が
想
像
の
人
物
な
る
か
ら
、
其
脚
色
は
巧
な
り
と
も
、
其

譚
（
も
の
が
た
り
）
は
奇
な
り
と
い
ふ
と
も
、之
を
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

物
に
た
と
へ
て
之
を
い
は
ゞ
、機
関
（
あ
や
つ
り
）
人
形
と
い
ふ
者
に
似
た
り
。

　
逍
遥
の
小
説
観
は
、「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。」
の

一
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
人
情
」
は
、「
情
慾
」
あ
る
い
は
「
百
八
煩
悩
」
と
言

い
換
え
ら
れ
て
い
て
、
も
っ
と
平
た
く
言
え
ば
、
人
の
心
の
意
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
「
人
情
」
な
る
も
の
と
対
比
さ
れ
る
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
脚
色

（
し
く
み
）」
の
語
で
あ
る
。「
和
漢
に
名
あ
る
稗
官
者
流
」、
す
な
わ
ち
過
去
の
物
語

作
者
は
「
脚
色
」
に
凝
っ
て
「
人
情
」
を
軽
ん
じ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
過
去

の
物
語
作
者
に
は
た
と
え
ば
紫
式
部
や
近
松
門
左
衛
門
ら
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
そ

れ
で
は
「
源
氏
物
語
」
や
近
松
の
戯
曲
が
「
人
情
」
を
深
く
描
い
て
い
な
い
か
と
な

る
と
、
そ
こ
は
議
論
の
余
地
が
大
い
に
あ
ろ
う
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
逍
遥
が

小
説
と
い
う
新
し
い
文
学
形
態
に
か
け
る
意
気
込
み
、
す
な
わ
ち
こ
れ
か
ら
は
物
語

の
「
脚
色
」（
筋
）
で
は
な
く
登
場
人
物
の
「
人
情
」（
心
）
を
描
く
の
だ
と
い
う
思

い
は
伝
わ
っ
て
く
る
。

　「
人
情
」を
描
く
に
あ
た
っ
て
、逍
遥
が
高
く
評
価
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
が「
心

理
学
」
で
あ
る
。「
小
説
神
髄
」
が
発
表
さ
れ
た
明
治
一
〇
年
代
後
半
は
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
心
理
学
が
提
唱
さ
れ
は
じ
め
て
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
時
期

で
あ
る
。
逍
遥
の
心
理
学
の
受
容
が
ど
の
程
度
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
は

詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
心
の
は
た
ら
き
を
科
学
の
対
象
と
し
た
学
問
が
当
時
の
知
識

人
を
強
く
刺
激
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
心
理
学
と
対
比
し
て
語
ら
れ

る
の
が
「
お
の
れ
が
意
匠
」、
す
な
わ
ち
作
者
の
考
え
で
あ
る
。
心
理
学
に
基
づ
く

こ
と
な
く
、
作
者
の
考
え
の
ま
ま
に
人
物
を
描
い
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
出
来
上
が

る
の
は
心
を
持
た
な
い
「
機
関
人
形
」
で
あ
る
と
す
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
理
屈
で

あ
っ
て
、
心
理
学
に
基
づ
い
て
人
の
心
を
描
く
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
、
そ
の
実
践
と
し
て
逍
遥
が
書
い
た
の
が
『
当
世
書
生
気
質
』
で
あ
る
。

　
題
名
の
『
当
世
書
生
気
質
』
に
は
、「
一
読
三
歎
」
の
文
字
が
冠
し
て
あ
っ
て
、

す
な
わ
ち
一
度
読
む
と
三
回
泣
け
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
当
時
か
ら
読
者
を
惹
き

つ
け
る
要
素
と
し
て
「
泣
け
る
」
と
い
う
事
柄
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
興

味
深
い
が
、そ
れ
で
は
実
際
に
『
当
世
書
生
気
質
』
を
読
ん
で
泣
け
る
か
と
な
る
と
、

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
当
時
の
学
生
の
日
常
生
活
の
様
子
で
あ
っ
て
、
例
え
ば

次
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
。

折
し
も
聖
堂
の
方
よ
り
し
て
。
急
ぎ
来
れ
る
一
個
の
書
生
と
。
出
逢
が
し
ら
に

皃
見
合
せ
。
以
前
の
書
生
ハ
声
を
か
け（
書
）ヤ
須
河
。
君
も
今
帰
る
の
か（
須
）

ヲ
ヽ
宮
賀
か
。
君
ハ
何
処
へ
行
つ
て
来
た
（
宮
）
僕
か
ネ
。
僕
ハ
い
つ
か
話
を

し
た
。
ブ
ツ
ク
［
書
籍
］
を
買
ひ
に
。
丸
屋
ま
で
い
つ
て
。
そ
れ
か
ら
下
谷
の

叔
父
の
所
へ
ま
は
り
。
今
帰
る
と
こ
ろ
だ
が
。
尚
門
限
ハ
大
丈
夫
か
ネ
エ（
須
）

我
輩
の
ウ
ヲ
ツ
チ
［
時
計
］
で
ハ
ま
だ
テ
ン
ミ
ニ
ツ
［
十
分
］
位
あ
る
か
ら
。

急
い
て
行
き
よ
つ
た
ら
。
大
丈
夫
じ
や
ら
う
（
宮
）
そ
れ
じ
や
ア
一
所
に
ゆ
か

う

　
書
生
二
人
が
道
で
ば
っ
た
り
出
く
わ
し
た
場
面
で
、
当
時
の
学
生
た
ち
の
英
語
か

ぶ
れ
の
様
子
が
会
話
を
通
し
て
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
逍
遥
は
こ
こ
で
、
学
生
の
会

話
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、こ
れ
は
、先
の
引
用
に
あ
っ

た
「
お
の
れ
が
意
匠
」
に
よ
っ
て
「
機
関
人
形
」
を
作
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
逍
遥

の
考
え
方
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
当
世
書
生
気

質
』
に
よ
っ
て
「
人
情
」
が
深
く
描
写
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
実
際
に
は
逍
遥

が
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。」
と
記
し
た
う
ち
の
「
世

帯
風
俗
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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は
じ
め
に

　
明
治
に
入
っ
て
、
日
本
の
近
代
文
学
が
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
る
の
は
、
明

治
一
〇
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
小
説
と
い
う
新
た
な
文
学
形
式
を
め

ぐ
っ
て
、
様
々
な
考
え
方
や
実
践
が
試
み
ら
れ
た
。
中
で
も
、
そ
の
頃
に
書
か
れ
た

重
要
な
小
説
論
と
し
て
、
坪
内
逍
遥
の
「
小
説
神
髄
」（
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）

年
～
一
九（
一
八
八
六
）年
）、二
葉
亭
四
迷
の「
小
説
総
論
」（
明
治
一
九（
一
八
八
六
）

年
）、
森
鷗
外
の
「
小
説
論
」（
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
）
の
三
編
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
三
名
は
、
小
説
に
対
す
る
理
論
を
展
開
す
る
と
共
に
、
そ
の
実

践
と
し
て
小
説
の
創
作
に
も
挑
戦
し
た
。
逍
遥
の
『
当
世
書
生
気
質
』（
明
治
一
八

（
一
八
八
五
）年
～
一
九（
一
八
八
六
）年
）、四
迷
の『
浮
雲
』（
明
治
二
〇（
一
八
八
七
）

年
～
二
二
（
一
八
八
九
）
年
）、
鷗
外
の
『
舞
姫
』（
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
）

で
あ
る
。

　
本
論
で
は
、
逍
遥
、
四
迷
、
鷗
外
の
理
論
と
実
践
を
考
察
し
、
日
本
近
代
文
学
の

黎
明
期
に
お
け
る
小
説
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
．
坪
内
逍
遥
「
小
説
神
髄
」
と
『
当
世
書
生
気
質
』

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
坪
内
逍
遥
の
「
小
説
神
髄
」
に
つ
い
て
、
中
で
も
逍
遥
の
小
説

に
対
す
る
考
え
方
が
端
的
に
表
れ
た
次
の
一
説
を
引
用
す
る
。

小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。
人
情
と
は
い
か
な
る
も

の
を
い
ふ
や
。
曰
く
、
人
情
と
は
人
間
の
情
慾
に
て
、
所
謂
百
八
煩
悩
是
れ
な

り
。（
中
略
）
此
人
情
の
奥
を
穿
ち
て
、賢
人
、君
子
は
さ
ら
な
り
、老
若
男
女
、

善
悪
正
邪
の
心
の
中
の
内
幕
を
ば
洩
す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周
密
精
到
、
人

情
を
灼
然
と
し
て
見
え
し
む
る
を
我
が
小
説
家
の
務
め
と
す
る
な
り
。
よ
し
や

人
情
を
写
せ
ば
と
て
、
其
皮
相
の
み
を
写
し
た
る
も
の
は
、
未
だ
之
を
真
の
小

説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
骨
髄
を
穿
つ
に
及
び
、
は
じ
め
て
小
説
の
小
説
た
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