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（
１
）

「
序
章
問
題
の
提
起
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
い
わ
ゆ
る
私
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
を
で
き
る
か
ぎ
り
実
感
的
に
描
き
出
そ
う
と

試
み
た
。
そ
し
て
そ
の
手
探
り
の
作
業
か
ら
、
私
小
説
と
は
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
に
明
確
な
輪
郭
の
見
え
に
く
く
な
る
も
の
、
把
握
し

よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
に
指
の
あ
い
だ
か
ら
す
り
ぬ
け
る
も
の
、
と
い
う
結
論
を
得
た
。
し
か
も
な
お
、
そ
の
存
在
感
ば
か
り
は
何
と

し
て
も
否
定
し
が
た
い
。
そ
れ
を
形
容
す
る
に
如
何
な
る
表
現
を
用
い
た
ら
良
い
だ
ろ
う
。
幼
児
の
思
い
え
が
く
母
親
の
顔
、
あ
る
い
は

井
の
中
の
蛙
に
と
っ
て
の
井
戸
と
い
う
小
宇
宙
。
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
精
神
の
基
本
的
な
枠
組
み
そ
の
も
の
と
切
り
離
し
得
な
い
も
の

を
、
肯
定
的
に
で
あ
れ
否
定
的
に
で
あ
れ
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
自
ら
も
ま
た
そ
の
小
宇
宙
の
内
部
に
身
を
お
い
た
の
で
は
時
が

あ
か
な
い
。
必
要
な
の
は
外
界
か
ら
の
視
点
、
外
気
と
も
い
う
べ
き
精
神
性
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
外
界
、
外
気
を
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
求
め
て
み
た
い
と
思
う
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
小
宇
宙

第
一
章
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称
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説
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問
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で
し
か
な
く
、
そ
の
特
質
も
必
ず
し
も
普
遍
的
な
も
の
と
言
え
な
い
こ
と
は
、
序
章
に
お
い
て
見
た
と
う
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
日
本
文

学
と
き
わ
め
て
異
質
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
だ
け
に
、
客
観
性
へ
の
大
き
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
る

そ
う
い
う
わ
け
で
、
幾
つ
か
の
点
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
と
日
本
の
小
説
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
独
特
の
も
の
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
私
小
説
を
、
多
少
な
り
と
も
客
観
的
に
解
明
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
小
論
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
な
る

わ
け
だ
が
、
本
来
な
ら
ば
、
そ
の
前
に
「
私
小
説
」
な
る
語
の
定
義
と
、
こ
れ
ま
で
の
私
小
説
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
順
当

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
「
日
本
近
代
文
学
」
に
、
昭
和
五
十
六
年
か
ら
昭
和
五
十
七
年
度
の
学
界
展
望
と
し
て
書
か
れ
た
柳
沢
孝

子
の
『
私
小
説
研
究
の
こ
と
な
ど
」
と
い
う
一
文
が
、
端
的
に
の
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
引
く
こ
と
に
し
よ
う
。

う
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

（
…
…
）
近
代
文
学
研
究
の
な
か
で
、
い
ま
だ
方
法
論
議
の
侵
略
さ
え
受
け
ぬ
領
域
は
、
ず
い
分
と
多
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
例

え
ば
そ
の
一
つ
に
、
大
正
期
研
究
、
特
に
大
正
期
私
小
説
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
大
正
期
私
小
説
作
家
と

し
て
誰
を
考
え
る
か
は
、
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
白
樺
派
は
さ
て
置
く
と
し
て
も
、
で
き
る
限
り
狭
義
に
し
ぼ
っ
た
と
し

て
、
試
み
に
近
松
秋
江
、
宇
野
浩
二
、
葛
西
善
蔵
と
穏
当
な
あ
た
り
か
ら
か
ぞ
え
て
き
て
、
嘉
村
磯
多
、
川
崎
長
太
郎
あ
た
り
は
昭

和
初
期
の
作
家
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
の
根
は
大
正
期
私
小
説
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
気
も
す
る
。
徳
田
秋
声
の
順
子

も
の
周
辺
な
ど
も
入
れ
ら
れ
よ
う
し
、
広
津
和
郎
、
中
戸
川
吉
二
、
牧
野
信
一
、
岡
田
三
郎
等
等
、
多
少
の
た
だ
し
書
き
は
必
要
と

す
る
が
、
限
り
が
な
い
。
逆
に
言
え
ば
私
小
説
の
概
念
自
体
が
、
暖
昧
に
し
か
語
り
得
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
は

す
で
に
言
い
古
さ
れ
た
決
り
文
句
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
上
記
の
作
家
の
研
究
が
、
現
在
ど
れ
ほ
ど
進
ん
だ
と
言
う
の
か
。

本
稿
を
起
こ
す
に
あ
た
り
、
こ
こ
一
年
半
ほ
ど
の
研
究
状
況
を
ざ
っ
と
眺
め
直
し
て
み
て
、
多
く
の
見
落
と
し
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
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し
か
も
そ
の
一
方
で
、
「
（
…
…
）
私
小
説
の
概
念
は
き
わ
め
て
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
論
じ
た
種
々
の
私
小
説
論
が
含

む
範
囲
も
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
。
（
…
…
）
文
壇
研
究
壇
を
問
わ
ず
、
個
々
の
作
家
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
は
い
ま
だ
微
々
た
る
も

（
３
）

の
で
あ
る
と
は
い
え
、
私
小
説
論
な
る
も
の
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
」
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
遠
く
フ
ラ
ン
ス
に
ま
で
地
平
を
広
げ
よ
う
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
論
議
こ
そ
は
、
荘
漠
た
る
こ
と
限
り
無
く
、
焦

点
の
絞
り
切
れ
ぬ
ま
ま
に
拡
散
し
て
果
て
る
恐
れ
の
大
き
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
逆
に
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
「
き
わ
め
て
暖
昧
な
も
の
」

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
「
私
小
説
の
概
念
」
に
、
新
し
い
光
を
当
て
る
可
能
性
の
少
な
く
な
い
こ
と
も
ま
た
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
き
わ
め
て
単
純
な
問
い
を
発
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
私
小
説
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
日
本
と
い
う
精
神

風
土
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
い
て
答
え
を
見
出
す
こ
と
の
難
し
い
も
の
だ
と
い
う
の
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
こ
れ
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
何

と
説
明
し
た
ら
い
い
の
か
？
ど
う
い
う
訳
語
を
あ
て
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

言
う
ま
で
も
な
く
、
問
題
は
「
私
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
語
り
手
な
い
し
は
主
人
公
が
一
人
称

の
「
私
」
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
私
小
説
は
．
人
称
小
説
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
私
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
作
品
の
主
題
が
「
私
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
「
自
伝
的
小
説
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
「
私
的
な
」
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
視
野
の
狭
い
個
人
的
な
事
柄
を
あ
つ

か
っ
た
小
説
作
品
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
端
的
な
訳
語
が
み
あ
た
ら
な
い
、
い
さ
さ
か
語
数
を
用
い
て
説
明
す
る
以
外
に
な

い
だ
ろ
う
が
、
日
本
で
当
初
か
ら
私
小
説
に
対
し
て
言
わ
れ
て
き
た
強
い
批
判
の
一
つ
に
、
身
辺
雑
記
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る

（
○
ム
）

私
説
研
究
の
少
な
さ
は
眼
を
お
お
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

ｎ
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か
ら
、
説
明
の
仕
方
と
し
て
は
、
そ
う
的
の
は
ず
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
第
四
と
し
て
「
私
情
」
つ
ま
り
自
分
一
人
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
主
観
的
な
作
品
な
ど
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
す
べ
て
の
文
学
は
個
人
の
主
観
的
な
想
念
を
基
調
と
し
た
も
の
以
外
で
は
あ
り

え
ま
い
か
ら
、
私
小
説
の
定
義
と
し
て
は
既
に
広
す
ぎ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
訳
語
、
す
な
わ
ち
．
人
称
小
説
」
、
「
自
伝
的
小
説
」
、
「
私
的
な
小
説
」
を
並
べ
て
み
る
と
、
多
少
と
も

文
学
に
関
心
の
あ
る
日
本
人
な
ら
ば
、
疑
問
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ど
れ
も
が
私
小
説
の
占
め
る
領
域
と
微
妙
に
重

な
り
合
い
な
が
ら
、
し
か
も
、
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
ど
れ
も
が
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
し
か
し
必
ず
そ

う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
必
須
条
件
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
三
つ
の
条
件
を
全
て
み
た
し
て
も
尚
、

ひ
と
つ
の
小
説
作
品
が
完
壁
な
私
小
説
に
な
り
う
る
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
私
小
説
の
本
質
を
言
い
当

て
て
は
い
な
い
の
だ
。
さ
り
と
て
他
に
ど
の
よ
う
な
言
い
方
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
私
小
説
の
本
質
、
言
い
変
え
る
な
ら
私
小
説
の

「
私
」
と
は
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
と
ら
え
が
た
い
難
物
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
「
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
」
私
小
説
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ

（
４
）

の
、
私
小
説
の
「
私
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
誘
わ
れ
て
歩
き
は
じ
め
、
道
に
迷
っ
て
果
て
た
の
だ
と
い
っ
て
、
言
い
す
ぎ
で
な
い
。

さ
て
、
そ
う
い
う
わ
け
で
前
途
に
よ
こ
た
わ
る
大
い
な
る
危
険
を
承
知
の
う
え
で
、
今
や
わ
れ
わ
れ
の
作
業
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
私
小

説
の
特
徴
を
フ
ラ
ン
ス
小
説
と
比
較
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
一
人
称
小
説
の
問
題
を
、
つ
づ
く
第
二
章
、

第
三
章
で
は
、
自
伝
的
小
説
の
問
題
お
よ
び
私
小
説
の
「
私
的
」
性
格
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
い
さ
さ
か
長
く
な
っ
た

が
、
こ
こ
ま
で
を
も
っ
て
、
第
一
章
の
前
置
き
と
す
る
。
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フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
に
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
「
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
完
成
稿
に
見
ら
れ
る
殆
ど
怪
物
的
と
も

（
７
）

言
う
べ
き
「
私
」
に
至
る
ま
で
に
、
最
初
の
先
行
作
品
で
あ
る
『
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
ト
ゥ
イ
ュ
」
以
来
、
ど
れ
ほ
ど
の
改
変
を
繰
り
返
し
、

（
８
）

そ
れ
が
死
に
い
た
る
ま
で
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
か
、
い
ま
だ
に
研
究
者
達
の
飽
く
な
き
探
求
の
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
梶
井
基
次
郎
の
場
合
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
場
合
も
、
作
者
の
問
題
意
識
は
単
に
形
式
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
彼
等
の
苦
闘
は
、
と
も
に
、
小
説
と
い
う
表
現
様
式
に
よ
っ
て
到
達
し
う
る
究
極
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
こ
そ
が
彼
等
二
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
本
質
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
本
質
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
近
代
文
学
の
珠
玉
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
巨
峰
と
、
そ
の
二
つ
を
並
べ
て
本

質
を
問
う
と
は
、
ま
さ
に
舷
量
を
誘
う
よ
う
な
知
的
ゲ
ー
ム
だ
が
、
加
え
て
こ
れ
を
私
小
説
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
る
と
き
、
こ
と
は

小
説
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
主
人
公
な
い
し
は
語
り
手
を
如
何
に
設
定
す
る
か
と
い
う
問
題
が
決
し
て
些
細
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

（
５
）

は
、
文
学
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
で
あ
れ
ば
知
り
ぬ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
私
小
説
に
関
す
る
最
初
の
本
格
的
な
論
議
」
と
み
な
さ
れ

る
中
村
武
羅
夫
の
「
本
格
小
説
と
心
境
小
説
と
』
（
一
九
二
四
）
に
対
抗
し
て
初
め
て
書
か
れ
た
私
小
説
擁
護
論
で
あ
る
『
「
私
」
小
説
と

「
心
境
」
小
説
」
（
久
米
正
雄
一
九
二
五
）
の
中
に
既
に
、
「
最
早
過
去
の
作
家
達
を
悩
ま
し
た
一
人
称
三
人
称
問
題
な
ぞ
に
改
め
て
余
計

な
苦
労
を
す
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
言
葉
の
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
事
の
重
要
性
は
お
お
よ
そ
察
し
が
つ
く
。

事
実
、
作
家
達
は
そ
の
後
も
こ
の
問
題
に
悩
み
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
梶
井
基
次
郎
の
「
樟
榛
』
（
一
九
二
五
）
は
四
度
の
書

き
変
え
を
経
た
第
五
稿
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
手
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
書
き
変
え
は
い
ず
れ
も
主
人
公
と
語
り
手
の
説
定
を
軸
と
し
た
も

（
６
）

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

(二）
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錯
綜
し
て
、
ほ
と
ん
ど
解
決
Ｌ

可
能
で
な
い
か
、
そ
の
境
界
槍

性
格
の
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。

主
人
公
の
人
称
の
問
題
は
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
根
の
深
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
個
々
の
作
品
の
成
立
過
程
の
研
究
と
し

て
は
、
先
の
「
棒
榛
」
や
「
失
な
わ
れ
た
時
を
求
め
て
」
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
一
般
理
論
の

面
に
お
い
て
は
、
大
き
な
説
得
力
を
も
つ
も
の
は
乏
し
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

分
析
と
い
う
こ
と
を
そ
の
精
神
性
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
そ
う
し
た
方
面

で
の
研
究
が
「
物
語
論
Ⅱ
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
」
の
名
称
の
も
と
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
と
い
う
の
は
、
テ
ク
ス
ト
を
織
り

な
す
「
語
り
」
の
文
章
が
、
時
間
や
空
間
に
お
い
て
ど
こ
に
位
置
す
る
か
、
ま
た
ど
こ
に
収
数
す
る
か
、
そ
の
視
点
は
ど
こ
か
、
な
ど
と

い
っ
た
問
題
を
分
析
す
る
も
の
で
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
小
説
家
た
ち
を
悩
ま
す
よ
う
に
な
っ
た
、
「
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
神
の
ご
と
き

（
９
）

作
者
」
に
対
す
る
不
信
か
ら
始
ま
っ
た
、
「
誰
が
知
っ
て
い
る
の
か
？
」
「
誰
が
見
て
い
る
の
か
？
」
「
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う

（
旧
）

疑
問
の
追
及
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
」
の
「
語
り
」
を
分
析
し
た
Ｇ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
そ

（
Ⅱ
）

れ
を
批
判
し
つ
つ
ま
た
別
の
作
品
群
に
適
用
し
た
Ｍ
・
バ
ル
な
ど
は
、
そ
れ
な
り
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
日
本
の
私
小
説
の
個
々
の
作
品
に
応
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
い
ま
だ
方
法
論
議
の
侵
略
さ
え
受
け

ぬ
領
域
」
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
大
正
期
私
小
説
に
か
っ
て
な
い
鋭
い
メ
ス
を
い
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し

て
大
い
に
期
待
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
方
法
が
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
る
か
、
疑
念
を
い
だ
か
ず
に

い
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
方
法
と
い
う
の
は
分
析
精
神
を
可
能
な
限
り

押
し
進
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
同
じ
人
称
代
名
詞
の
「
彼
」
を
も
、
「
語
り
手
」
「
視
点
」
「
行
為
者
」
に
分
け
て
し
ま
う
が
、
後
に
見
る

ほ
と
ん
ど
解
決
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
小
説
は
い
ず
れ
も
、
こ
れ
を
私
小
説
と
み
る
こ
と
が
可
能
か

か
、
そ
の
境
界
線
上
に
あ
っ
て
、
逆
に
こ
こ
か
ら
私
小
説
の
定
義
そ
の
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
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日
本
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
作
品
の
な
か
で
、
一
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
は
果
た
し
て
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の

作
品
を
調
べ
る
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
不
可
能
で
あ
る
。
大
部
の
文
学
史
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
実
際
に
書
か
れ
た

作
品
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
多
少
と
も
個
性
的
な
理
念
や
傾
向
を
持
っ
た
著
作
の
場
合
は
、
作
品
の
選
択
基
準
が
公
平
で
な
い
。

さ
り
と
て
、
や
た
ら
数
多
く
の
年
表
に
あ
た
る
こ
と
も
、
労
多
く
し
て
、
実
り
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
私
が
参
考
に

（
皿
）
（
旧
）

し
た
の
は
、
日
本
近
代
文
学
に
つ
い
て
は
、
『
新
版
日
本
文
学
史
』
の
「
巻
８
年
表
」
、
日
本
近
代
文
学
館
編
『
日
本
近
代
文
学
史
』
、
フ

（
Ｍ
）

ラ
ン
ス
文
学
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
・
ラ
ン
ソ
ン
、
Ｐ
・
チ
ュ
フ
ロ
ー
共
著
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
』
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
編
「
フ

（
喝
）

ラ
ン
ス
文
学
辞
典
』
の
そ
れ
ぞ
れ
巻
末
に
付
い
て
い
る
年
表
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
比
較
対
照
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
正
直
に
い
っ
て
大
雑
把
な
感
想
し
か
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、

実
物
に
あ
た
っ
て
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
、
予
想
以
上
に
多
く
、
そ
れ
を
私
個
人
の
乏
し
い
知
識
に
よ
っ
て
整
理
裁
断
す
る

の
は
危
険
だ
と
し
て
差
し
控
え
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
概
観
し
て
得
た
感
想
は
、
少
な
く
と
も
私
自
身
に
と
っ
て
は
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
に
分
っ
た
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
三
人
称
小
説
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
、

よ
う
に
、
私
小
説
の
「
私
」
は
、
時
に
三
人
称
の
仮
面
を
か
ぶ
り
、
一
見
「
私
」
で
あ
っ
て
「
私
」
で
な
く
、
し
ば
し
ば
姿
を
く
ら
ま
し
、

し
か
も
そ
れ
ら
を
統
合
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
読
者
の
背
後
に
立
ち
、
分
析
を
拒
否
す
る
構
え
を
も
っ
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な

ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
で
完
成
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
無
作
為
を
装
っ
て
、
小
説
の
な
か
の
「
私
」
を
虚
心
に
な
が
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

(三）
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一
方
フ
ラ
ン
ス
小
説
に
お
い
て
は
、
一
人
称
小
説
は
時
た
ま
散
見
さ
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
が
、
さ
り
と
て
決
し
て
珍
し
い
代
物
で

も
な
く
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
「
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』
、
「
告
白
』
、
「
地
獄
」
、
「
反
逆
児
」
、
「
腹
の
か
ら
み
あ
い
』
、
『
肉
体
の
悪
魔
』
、
『
地

の
糧
』
、
「
ナ
ジ
ャ
』
、
『
異
邦
人
」
…
：
と
挙
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
日
本
に
比
べ
て
そ
の
数
の
少
な
い
こ
と
は
歴
然

と
し
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
も
注
目
す
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
た
の
は
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
両
国
の
文
学
史
年
表
に
現
わ
れ
る
散
文
作

品
の
質
の
差
異
で
あ
る
。
日
本
文
学
に
お
い
て
小
説
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
、
「
こ
う
い
う
も
の
は
フ
ラ
ン
ス
小
説
の
な

か
に
は
ち
ょ
っ
と
見
当
た
ら
な
い
な
」
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
ち
ょ
く
ち
ょ
く
目
に
つ
く
。
こ
れ
で
も
小
説
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
思

う
。
駄
作
だ
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
傑
作
だ
と
思
う
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
し
か
し
、
ロ
マ
ン
Ⅱ

３
ョ
四
口
で
は
な
い
、
と
思
う
。
と
言
っ
て
、
そ
れ
で
は
ど
う
い
う
の
が
ロ
マ
ン
な
の
だ
、
と
聞
か
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
明
確
に
答
え
る
す
べ

も
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
作
品
に
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
る
か
と
い
え
ば
、
例
え
ば
古
く
は
鵬
外
や
独
歩
の
あ
る
種
の
も
の
、
新
し

く
は
藤
枝
静
雄
の
小
説
群
。
い
わ
ゆ
る
私
小
説
に
も
そ
れ
を
感
じ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
に
し
て
日
仏
の
文
学
史
年
表
を
見
比
べ
て
い
た
と
き
、
私
は
お
そ
ら
く
、
日
本
の
外
国
文
学
者
達
が
、
昔
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に

感
じ
、
問
い
続
け
て
き
た
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
私
な
り
に
繰
返
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
英
文
学
者
の
中
野
好
夫

フ
ラ
ン
ス
文
学
で
は
当
然
の
こ
と
で
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
近
代
小
説
の
殆
ど
が
三
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
こ
れ

ほ
ど
強
い
印
象
を
受
け
る
と
い
う
の
は
、
私
自
身
の
思
考
が
こ
の
と
こ
ろ
専
ら
私
小
説
の
こ
と
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
た
せ
い
に
違
い
な

い
と
、
反
省
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
一
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
の
割
合
を
占
め
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
時
代

に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
正
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
大
正
末
期
以
降
の
も
の
で
、
お
お
よ
そ
五
分
の
一
な
い
し
四
分
の
一
と

い
と
、
反
省
さ
れ
た
こ
ル
ー

に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
〒

い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
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は
こ
う
書
い
た
。

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
生
島
遼
一
は
、

ド
イ
ツ
文
学
の
手
塚
富
雄
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
こ
う
で
あ
る
。

私
小
説
に
対
す
る
私
の
不
満
の
根
本
は
、
取
材
的
な
方
面
よ
り
は
、
ス
タ
イ
ル
の
欠
如
に
あ
る
と
、
い
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

事
を
、
自
己
流
の
言
葉
に
な
お
し
て
、
作
品
に
お
け
る
空
間
性
の
欠
乏
を
不
満
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
自
分
で
は
同
じ
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
小
説
の
狭
さ
と
は
、
書
か
れ
て
あ
る
世
界
の
狭
さ
と
い
う
よ
り
も
、
文
章
そ
の
も
の
が
内
包
す
る
世

界
の
狭
さ
が
、
読
者
を
う
っ
と
う
し
く
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
…
…
）

（
Ⅳ
）

（
…
…
）
ス
タ
イ
ル
と
は
、
そ
の
作
家
自
身
に
よ
る
世
界
の
構
成
原
理
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

（
・
…
：
）
伝
記
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
く
て
も
、
た
だ
作
品
そ
の
も
の
の
系
列
か
ら
し
て
、
ほ
ぼ
正
確
な
作
者
の
伝
記
が
構
成
せ

ら
れ
る
と
い
う
種
類
の
小
説
は
ま
ず
西
欧
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
原
則
と
し
て
、
な
い
。
（
…
…
）
た
と
え
ば
作
者
某
は
何
年
に
何
処

へ
転
任
し
、
旅
行
し
て
、
い
つ
近
親
縁
辺
の
誰
れ
が
、
ど
う
生
死
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
柄
か
ら
、
今
作
者
に
は
ど
ん
な
女
が
で
き

か
け
て
お
り
、
妻
と
喧
嘩
別
れ
し
た
が
、
や
が
て
焼
棒
杭
に
火
が
つ
い
て
元
の
鞘
に
納
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
類
の
私
事
に
い
た
る

ま
で
、
い
わ
ば
時
々
刻
々
の
報
告
的
に
、
時
に
は
伝
記
書
に
さ
え
書
か
れ
な
い
心
理
の
動
き
に
ま
で
わ
た
っ
て
、
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
略
）

し
か
も
そ
れ
ら
を
多
く
の
場
合
、
素
朴
に
信
じ
て
大
過
な
い
と
い
う
よ
う
な
文
学
（
…
…
）
は
、
世
界
に
ま
ず
類
が
な
い
。
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私
自
身
の
思
い
も
、
こ
こ
に
挙
げ
た
意
見
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
い
の
裏
で
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
な
い

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
私
小
説
は
克
服
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
人
が
い
て
、
好
ん

で
読
む
人
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
意
味
は
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
存
在
は
そ
れ
な
り
に
必
然
な
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
必
然
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
、
少
し
で
も
解
明
す
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に

考
え
た
上
で
、
先
刻
外
国
文
学
者
達
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
私
小
説
に
と
っ
て
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
取
材
面
で
の
限
界
、
空
間
性
の
欠

落
、
・
時
間
感
覚
の
不
在
等
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
新
た
な
展
望
の
開
け
る
よ
う
な
予
感
も
な
い
で
は
な
い
。
い
や
、

い
出
す
に
違
い
な
い
。

最
後
に
こ
の
仮
想
座
談
会
の
締
括
り
と
し
て
、
再
度
中
野
好
夫
の
こ
と
ば
を
ひ
く
な
ら
ば
、

（
釦
）

こ
れ
と
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
、
誰
も
が
小
林
秀
雄
の
「
私
小
説
論
」
の
「
社
会
化
し
た
私
」
と
い
う
有
名
に
な
り
す
ぎ
た
言
葉
を
思

（
．
：
…
）
私
は
現
在
そ
れ
が
い
か
に
宿
命
的
に
見
え
よ
う
と
も
、
厳
密
な
意
味
で
は
決
し
て
宿
命
で
は
な
い
。
逆
に
克
服
へ
の
希
望
は

立
派
に
開
け
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
決
し
て
「
私
小
説
」
を
「
軽
々
に
否
定
し
」
去
る
つ
も
り
な
ど
は
な
い
。
む
し
ろ
「
私
小
説
」

克
服
へ
の
途
は
、
ま
ず
そ
の
根
強
さ
を
知
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
え
信
じ
て
い
る
が
、
（
…
…
）
問
題
は
む
し

（
旧
）

ろ
文
学
以
前
に
あ
る
。
「
私
」
そ
の
も
の
の
変
革
だ
。
単
な
る
西
欧
模
倣
な
ど
で
は
な
い
。
「
私
」
の
窓
を
大
き
く
開
く
こ
と
で
あ
る
。

（
…
…
）
日
本
の
小
説
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
時
間
性
の
上
か
ら
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
っ
た
歴
史
を
示
し
て
い
る
。
人
生
体
験
が
時

（
旧
）

の
流
れ
の
中
に
展
開
し
て
い
る
も
の
や
、
作
品
中
に
時
間
の
諸
相
を
示
し
て
い
る
も
の
は
す
ぐ
な
い
。

－ 1 0 －



私
小
説
は
必
ず
し
も
一
人
称
小
説
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
、
日
本
近
代
文
学
と
い
う
池
に
は
、
あ
た
か
も
小
魚
か
お
た
ま

じ
ゃ
く
し
の
群
れ
の
よ
う
に
、
似
た
よ
う
な
作
品
群
が
か
た
ま
っ
て
い
る
所
が
あ
っ
て
、
そ
の
領
域
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
明
確
で
は
な
く
、

こ
の
際
展
望
と
い
う
語
は
相
応
し
く
な
い
。
私
が
考
え
て
い
る
の
は
、
時
間
的
に
、
空
間
的
に
広
が
り
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
折

り
畳
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
あ
た
か
も
入
れ
子
式
の
箱
の
よ
う
に
幾
重
に
も
重
ね
合
せ
、
そ
れ
に
包
ま
れ
た
虚
無

と
し
て
成
立
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
私
」
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

二
つ
の
文
学
史
年
表
を
眺
め
な
が
ら
の
感
想
で
い
さ
さ
か
道
草
を
く
っ
た
。
本
題
に
も
ど
っ
て
言
え
ば
、
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
よ
り
日
本

の
ほ
う
が
一
人
称
小
説
の
割
合
い
が
多
い
し
、
同
時
に
小
説
作
品
の
質
的
な
差
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
私
小
説
そ
れ
自
体
の
な
か
で
は
、
人
称
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
編
、
中
村
光
夫
・
選
に
な

（
幻
）

る
『
私
小
説
名
作
選
』
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
は
田
山
花
袋
の
「
少
女
病
」
か
ら
高
井
有
一
の
『
仙
石
原
」
ま
で
二
十
六
の
作
品
が
収

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
三
人
称
の
主
人
公
を
も
つ
も
の
は
四
篇
で
あ
る
。
残
る
二
十
二
篇
の
な
か
に
、
「
僕
」
あ
る
い
は
「
ぼ

く
」
と
い
う
の
が
三
篇
、
「
自
分
」
が
一
篇
あ
る
。

お
も
し
ろ
い
の
は
、
純
然
た
る
私
小
説
作
家
と
評
価
さ
れ
て
い
る
田
山
花
袋
や
嘉
村
磯
多
の
作
品
が
か
え
っ
て
三
人
称
の
主
人
公
を

も
っ
て
い
る
、
の
み
な
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
人
物
と
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
客
観
的
外
貌
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
「
私
」
は
論
郭
不
明
瞭
に
な
り
、
そ
の
ぶ
ん
図
々
し
く
な
る
。
こ
れ
で
見
る
か
ぎ
り
、
私
小
説
は
ま
っ

た
く
も
っ
て
否
定
さ
れ
て
も
、
克
服
さ
れ
て
も
い
な
い
。
小
説
一
般
の
な
か
で
ま
す
ま
す
伸
び
や
か
に
幅
を
き
か
せ
、
も
は
や
私
小
説
だ

と
後
ろ
指
さ
さ
れ
る
こ
と
さ
え
無
く
な
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

(四）
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な
ん
と
な
く
他
と
交
じ
り
あ
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
群
れ
の
な
か
に
入
り
こ
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
で
は
圧
倒
的
に
一
人
称
小
説
が
多

い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
一
人
称
小
説
が
群
生
し
て
く
る
こ
と
を
誘
発
す
る
要
因
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
国
民
に
固
有
の
小
説
像
、
あ
る
い
は
「
文
学
的
な
る
も
の
」
の
原
型
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
培
養
土
を
構

成
す
る
も
の
と
し
て
考
慮
す
べ
き
も
の
は
、
あ
ま
り
に
も
多
い
。
風
土
、
民
俗
・
文
化
の
歴
史
、
そ
し
て
言
語
の
問
題
、
言
い
か
え
れ
ば

人
が
人
と
し
て
生
き
て
い
く
と
き
の
す
べ
て
の
事
柄
が
、
文
学
と
い
う
分
野
で
は
、
こ
と
の
大
小
と
い
っ
た
並
の
価
値
基
準
を
は
な
れ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
格
別
の
意
味
を
持
つ
。
そ
う
し
た
問
題
を
隈
な
く
、
か
つ
深
く
探
る
な
ど
と
は
到
底
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
は

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
二
国
の
散
文
文
学
に
登
場
す
る
「
私
」
に
つ
い
て
、
文
学
伝
統
、
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
通
念
、
そ
し
て
各
国
語
の

特
性
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
満
足
し
た
い
。

生
島
遼
一
は
、
先
に
も
引
用
し
た
「
西
洋
の
小
説
と
日
本
の
小
説
」
の
な
か
で
、
西
欧
の
小
説
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
す
る
過
程
を
概
観
し
、

「
で
は
何
が
近
代
小
説
を
つ
く
っ
た
か
。
空
想
的
な
、
現
実
か
ら
遠
い
、
夢
幻
の
世
界
を
描
い
て
い
た
ロ
マ
ン
文
学
が
ど
う
し
て
写
実
的
な

（
配
）

そ
う
い
う
も
の
に
変
わ
っ
た
か
。
」
と
問
い
か
け
、
巨
○
巳
８
国
の
説
を
援
用
す
る
か
た
ち
で
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
「
近
代
小
説

（
配
）

の
お
お
く
の
型
は
随
筆
と
物
語
の
融
合
体
で
あ
っ
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
次
い
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
中
世
以
来
の
ロ
マ
ネ

ス
ク
文
学
は
、
真
筆
な
、
現
実
的
な
文
学
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
や
は
り
婦
女
子
の
玩
び
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
変
り
な

い
。
人
生
記
録
の
真
面
目
な
文
学
は
、
む
し
ろ
覚
え
書
や
随
筆
随
想
録
風
な
文
学
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
そ
う
い
う
文
学
を
書
い
た
の

は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
、
ラ
・
ブ
ル
ュ
イ
ェ
ー
ル
な
ど
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
性
研
究
家
た
ち
で
あ
る
。

（
別
）

そ
う
い
う
人
達
の
社
会
観
察
や
人
性
研
究
が
、
お
い
お
い
小
説
文
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
争
え
な
い
。
」
と

李
辿
べ
て
い
↓
ゐ
○

フ
ラ
ン
ス
の
、
文
学
史
の
み
な
ら
ず
思
想
史
一
般
に
お
い
て
、
モ
ラ
リ
ス
ト
達
の
果
た
し
た
役
割
は
、
確
か
に
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
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そ
れ
は
単
に
様
式
・
形
式
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
一
般
の
思
考
原
理
と
で
も
い
っ
た
も
の
を
構
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
原
理
な
る
も
の
を
要
約
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
は
自
己
の
確
固
た
る
立
脚
地
を
定
め
た
う
え
で
、
自
分
を
も
含
め
た
人
間
の
精
神

活
動
と
、
そ
う
し
た
人
間
が
構
成
す
る
社
会
の
動
き
と
を
客
観
的
に
観
察
し
、
し
か
る
後
、
こ
れ
に
徹
底
し
た
批
判
的
分
析
を
施
す
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
モ
ラ
リ
ス
ト
達
の
著
作
が
、
ど
れ
も
こ
う
し
た
精
神
性
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な

こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
小
説
史
の
主
流
を
な
す
と
い
わ
れ
て
い
る
心
理
小
説
Ⅱ
８
日
四
国
色
目
色
々
の
①
は
、
そ
の
文
学
的
表
現
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
小
説
と
は
街
道
ぞ
い
に
動
き
ま
わ
る
鏡
だ
。
時
に
は
空
の
青
さ
を
、
時
に
は
道
の
ぬ
か

（
妬
）

る
み
の
泥
水
を
映
し
だ
す
。
」
と
い
う
名
文
句
も
、
そ
の
根
底
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
外
界
へ
向
け
ら
れ
た
視
線
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説

家
は
、
何
は
さ
て
お
き
観
察
し
批
判
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
固
定
観
念
は
二
十
世
紀
ま
で
引
き
つ
が
れ
、
「
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
描

か
れ
る
小
説
家
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ァ
に
至
っ
て
い
る
。

あ
る
。こ

の
小
説
家
の
ペ
ン
に
な
る
作
品
の
基
調
が
、
「
私
は
…
…
」
で
は
な
く
「
彼
は
…
…
」
で
あ
る
の
は
読
ん
で
み
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
。

と
こ
ろ
で
、
文
学
の
分
野
に
こ
う
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
時
、
そ
の
背
景
で
あ
る
社
会
通
念
も
し
く
は
世
間
的
常
識
の
ほ
う
に
も
、
そ

「
お
や
ま
あ
、
あ
な
た
、
こ
ん
な
所
で
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
？
」

一
人
の
社
交
ず
き
の
小
説
家
が
、
心
理
学
的
探
求
と
仮
借
な
い
分
析
の
た
め
の
彼
の
唯
一
の
道
具
で
あ
る
片
め
が
ね
を
眼
高
に
は
め

た
と
こ
ろ
で
、
ブ
レ
オ
ー
テ
氏
が
訊
ね
る
と
、
彼
は
重
々
し
く
も
神
秘
的
な
よ
う
す
で
、
ｒ
を
巻
き
舌
で
発
音
し
な
が
ら
答
え
た
。

（
妬
）

「
観
察
し
て
お
り
ま
す
。
」
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れ
を
助
長
す
る
よ
う
な
考
え
方
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
バ
ル
サ
ッ
ク
の
「
谷
間
の
百
合
』
の
中
頃
で
ア
ン
リ
ヱ
ッ
ト
が

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
に
与
え
る
手
紙
は
、
こ
れ
か
ら
世
の
中
に
出
て
い
こ
う
と
す
る
青
年
に
む
け
て
の
、
実
に
細
々
と
し
た
忠
告
に
満
ち
て
い

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
上
流
社
会
に
お
け
る
年
上
の
女
と
も
だ
ち
、
優
し
い
恋
人
で
も
あ
れ
ば
、
さ
ば
け
た
仲
間
で
も
あ
り
、
時
に
母
親
で
も

あ
る
と
こ
ろ
の
こ
う
し
た
女
た
ち
の
存
在
意
義
を
教
え
て
く
れ
る
が
、
そ
の
中
に
こ
う
い
う
箇
所
が
あ
る
。

そ
の
結
果
、
文
体
に
関
わ
る
美
意
識
と
し
て
、
あ
る
い
は
倫
理
感
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
一
般
的
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、

（
・
…
：
）
礼
儀
作
法
で
、
な
に
よ
り
も
だ
い
じ
な
こ
こ
ろ
え
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
の
が
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に

（
訂
）

沈
黙
を
ま
も
り
通
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
石
井
晴
一
訳
）

（
…
…
）
ま
こ
と
の
礼
儀
と
は
そ
の
な
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
を
ひ
め
た
も
の
、
本
当
に
自
分
の
こ
と
を
わ
す
れ
去
る
、
慈
愛
の
心

（
詔
）

か
ら
咲
き
で
た
花
な
の
で
す
。

ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ャ
ル
の
神
士
た
ち
は
、
そ
の
学
識
と
自
己
卑
下
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
中
の
誰
よ
り
も
卓
越
し
て
い
た
が
、
彼
ら

は
一
人
称
の
話
法
が
空
し
い
名
誉
心
と
う
ぬ
ぼ
れ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
す
べ
て
の
作
品
の
な
か
か
ら
こ
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と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
状
況
と
引
き
較
べ
て
、
日
本
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

私
小
説
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、
「
西
欧
、
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
自
然
主
義
の
主
張

が
、
日
本
文
学
と
い
う
特
殊
風
土
の
中
に
お
い
て
は
、
「
私
小
説
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
は
じ
め
て
血
肉
化
し
た
と
い
う
（
…
…
）
原
則
は
、

（
鋤
）

ま
ず
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
受
入
れ
て
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
初
期
の
私
小
説
作
家
た
ち
、
花
袋
、

藤
村
、
白
鳥
、
秋
声
な
ど
が
す
べ
て
自
然
主
義
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
た
め
で
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
小
説
も
西
欧
の
近
代
小
説

の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
外
枠
だ
け
の
問
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。
西
欧
か
ら
入
っ
て
き
た
小
説
と
い
う
形
式

に
日
本
的
精
神
性
の
詰
め
物
を
し
て
出
来
あ
が
っ
た
と
い
う
あ
た
り
が
、
恐
ら
く
は
真
実
で
、
し
か
も
そ
の
形
式
も
、
極
度
に
タ
ガ
の
ゅ

（
副
）

る
ん
だ
挙
句
、
「
虚
構
以
下
の
非
小
説
に
堕
し
て
い
る
」
と
す
ら
言
わ
れ
る
の
が
私
小
説
な
の
だ
か
ら
、
重
要
な
の
は
専
ら
詰
め
物
の
方
で

あ
ろ
う
。
私
自
身
は
フ
ラ
ン
ス
自
然
主
義
の
日
本
に
お
け
る
受
入
れ
ら
れ
か
た
、
理
解
の
さ
れ
か
た
に
は
、
大
き
な
疑
問
を
感
じ
て
い
る

の
で
、
私
小
説
以
前
に
、
既
に
自
然
主
義
の
作
品
そ
の
も
の
に
「
日
本
文
学
と
い
う
特
殊
風
土
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
今
は
本
題
に
も
ど
っ
て
私
小
説
の
詰
め
物
た
る
日
本
的
精
神
性
を
さ
ぐ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
と
同

じ
く
、
日
本
の
文
学
を
お
い
て
他
に
あ
る
ま
い
。

フ
ラ
ン
ス
近
代
小
説
と
モ
ラ
リ
ス
ト
文
学
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
指
摘
し
た
後
で
、
生
島
遼
一
は
、
「
日
本
の
小
説
で
は
あ
あ
い
う
西

洋
近
世
小
説
の
場
合
の
よ
う
な
入
間
研
究
的
な
随
筆
と
小
説
と
の
結
合
は
別
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
な
い
。
事
実
、
我
国
に
は
そ
う
い
う
人

（
蛇
）

間
や
人
間
の
性
格
を
研
究
し
て
い
る
よ
う
な
随
筆
文
学
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
日
本
に
は

（
鉛
）

の
話
法
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
。

(五）
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さ
て
、
日
本
の
随
筆
文
学
に
話
を
戻
せ
ば
、
私
は
こ
れ
が
私
小
説
と
無
関
係
だ
と
思
わ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
「
人
間
や
人

間
の
性
格
」
に
無
関
心
だ
と
も
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら
の
随
筆
の
書
き
手
が
見
詰
め
て
い
る
の
は
専
ら
人
の
心

あ
り
か

と
い
う
虚
空
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
違
う
の
は
た
だ
、
見
詰
め
る
視
線
の
動
き
と
、
そ
の
果
て
に
成
立
す
る
も
の
の
質
、
そ
し
て
在
処

例
え
ば
「
徒
然
草
』
と
い
う
の
は
、
文
体
が
小
気
味
良
い
そ
の
ぶ
ん
だ
け
時
に
皮
肉
の
薄
ら
い
で
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
し
か
し

そ
の
辛
錬
さ
た
る
や
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
の
誰
彼
に
決
し
て
劣
る
も
の
で
は
な
い
筋
金
入
り
の
書
物
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
冒

頭
は
ど
う
か
。

だ
○

だ
が
私
は
そ
れ
以
上
に
日
記
文
学
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
．
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
す
で
に
中
世
に
し
て
私
小
説
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
は
お
い
て
、
第
二
章
で
自
伝
的
要
素
を
論
じ
る
際
に
あ
ら
た
め
て
考

（
詔
）

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
」
の
だ
，

の
は
当
然
で
は
あ
る
ま
い
か
、

え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
枕
草
子
』
、
「
徒
然
草
」
、
「
方
丈
記
』
な
ど
の
随
筆
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
歴
史
的
に
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
私
小
説
の
源
泉
の
ひ
と

つ
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
人
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
私
小
説
が
「
随
筆
と
の
区
別
が
つ
け
が
た
い
も
の
に
な
り
、
事
実
随
筆
に
終
わ
る
こ

（
詔
）

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
」
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
日
本
の
文
学
伝
統
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
随
筆
文
学
の
流
れ
に
結
び
つ
け
て
考
え
る

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮
ら
し
、

（
誕
）

あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
。

硯
に
向
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、
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モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
は
日
本
の
批
評
精
神
の
基
本
的
あ
り
よ
う
だ
。
す
べ
て
が
、

よ
し
な
し
ご
と
を
そ
こ
は
か
と
な
く
思
う
が
ゆ
え
に
、
あ
や
し
く
も
の
狂
お
し
い
心
か
ら
出
て
、
世
間
を
経
め
ぐ
っ
た
の
ち
、
再
び
つ
れ

づ
れ
な
る
心
に
集
ま
っ
て
来
る
。
つ
れ
づ
れ
な
る
心
は
、
す
べ
て
を
見
て
、
し
か
し
な
す
す
べ
も
な
く
、
な
お
も
一
層
も
の
狂
お
し
い
。

少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
。
そ
の
ふ
り
が
肝
腎
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
文
学
」

で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
、
私
は
考
え
た
く
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
日
本

的
批
評
精
神
の
表
明
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
小
林
秀
雄
の
言
う
こ
と
は
正
し
い
。

（
…
…
）
彼
は
モ
ン
テ
ェ
ニ
ュ
が
や
っ
た
こ
と
を
や
っ
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ェ
ー
豆
が
生
れ
る
二
百
年
も
前
に
。
モ
ン
テ
ェ
ニ
ュ
よ

り
は
る
か
に
鋭
敏
に
簡
明
に
正
確
に
。

（
…
…
）
二
百
四
十
幾
つ
の
短
文
は
、
す
べ
て
彼
の
批
評
と
観
察
と
の
冒
険
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
矛
盾
撞
着
し
て
い
る
と
い
う
よ
う

（
弱
）

な
こ
と
は
何
事
で
も
な
い
。
ど
の
糸
も
作
者
の
徒
然
な
る
心
に
集
ま
っ
て
来
る
。

（
…
…
）
徒
然
草
が
書
か

き
な
事
件
な
の
で
あ
る
。

兼
好
は
、
徒
然
な
る
ま
ま
に
、
徒
然
草
を
書
い
た
の
で
あ
っ
て
、
徒
然
わ
ぶ
る
ま
ま
に
書
い
た
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
書
い
た

と
こ
ろ
で
彼
の
心
が
紛
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
紛
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
眼
が
冴
え
か
え
っ
て
、
い
よ
い
よ
物
が
見
え
過
ぎ
、
物
が
解
り

過
ぎ
る
辛
さ
を
、
「
怪
し
う
こ
そ
物
狂
ほ
し
け
れ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

（
…
…
）
徒
然
草
が
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
（
・
…
：
）
純
粋
で
鋭
敏
な
点
で
、
空
前
の
批
評
家
の
魂
が
出
現
し
た
文
学
史
上
の
大
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己
が
私
的
感
懐
を
詠
嘆
的
に
表
す
こ
と
を
、
日
本
の
文
学
は
恥
じ
な
い
。
そ
れ
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ジ
が
た
か
ま
る
と
、

必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
人
物
た
ち
の
和
歌
に
よ
っ
て
最
高
潮
に
達
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
内
的
リ
ズ
ム
が
示
し
て
い
る
と
う
り
で
あ
る
。

と
が

そ
れ
に
対
し
て
、
他
人
に
む
け
る
む
き
つ
け
の
批
判
精
神
は
、
科
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
「
源
氏
物
語
」
の
女
た
ち
は
決
し
て
嫉
妬

や
批
判
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
紫
の
上
は
、
た
っ
た
一
度
源
氏
が
彼
女
を
相
手
に
六
条
御
息
所
の
こ
と
を

「
さ
ま
殊
に
心
深
く
、
な
ま
め
か
し
き
た
め
し
に
は
、
ま
づ
、
思
ひ
出
で
ら
る
れ
ど
、
人
見
え
に
く
く
、
苦
し
か
り
し
さ
ま
に
な
ん
あ
り

（
記
）
も
の
の
け

し
。
」
と
言
う
の
を
耳
に
し
た
と
い
う
の
で
、
御
息
所
の
物
怪
に
と
り
つ
か
れ
、
命
を
落
と
す
。

一
方
フ
ラ
ン
ス
で
は
ど
う
か
。
「
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵
夫
人
は
、
サ
ロ
ン
の
真
中
で
、
そ
こ
に
い
な
い
女
性
の

（
訂
）

こ
と
を
、
「
あ
れ
は
怪
物
で
す
わ
よ
・
」
と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
ん
な
彼
女
の
毒
舌
が
、
フ
ラ
ン
ス
的
エ
ス
プ
リ
の
持
ち
主

と
し
て
、
彼
女
を
社
交
界
の
女
王
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
い
ず
れ
が
良
い
か
と
い
う
話
で
は
な
い
。
単
な
る
気
質
の
問
題
、
あ
る
い
は
習
慣
の
問
題
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ

が
巨
大
な
集
合
的
精
神
性
を
作
り
、
や
が
て
文
学
と
い
う
花
を
咲
か
せ
る
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
自
伝
的
小
説
を
一
人
称
で
書
こ
う
と
し
た
と
き
、
内
心
大
き
な
抵
抗
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、

、
、
、
、
、

自
分
を
語
る
こ
と
に
対
す
る
は
し
た
な
さ
で
あ
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
は
文
章
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
だ
っ
た
。

（
：
：
：
）
だ
が
、
私
は
Ⅱ
活
と
私
Ⅱ
ミ
ミ
の
あ
の
恐
ろ
し
い
分
量
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
も
っ
と
も
好
意
的
な
読
者
に
さ
え
腹
を

（
鑓
）

立
て
さ
せ
る
の
に
十
分
な
材
料
だ
。
」

(六）
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た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
間
に
、
「
私
」
が
四
つ
出
て
く
る
。
い
か
に
紫
式
部
か
ら
、
「
か
く
、
人
に
こ
と
な
ら
む
と
思
い
好
め
る
人
は
、
か

（
伽
）

な
ら
ず
見
劣
り
し
、
行
く
す
ゑ
う
た
て
の
み
は
く
れ
ば
…
…
」
他
人
と
違
っ
た
個
性
を
示
す
の
が
好
き
で
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い

る
と
、
先
行
き
ろ
く
な
こ
と
が
な
い
、
と
言
わ
れ
た
清
小
納
言
で
も
、
こ
れ
で
は
余
り
に
自
己
主
張
が
強
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
思
い
た
く

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
違
い
は
大
き
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
、
日
本
語
に
は
主
語
が
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
「
源
氏
物
語
」
全
巻
を
通
じ
て
、
自
分
を
意
味
す
る
「
麿
」
と
い
う
こ
と
ば
を
主
語
と
し
て
用
い
て

（
調
）

い
る
文
章
が
い
っ
た
い
幾
つ
あ
る
か
。
出
会
っ
た
と
き
の
印
象
の
強
さ
か
ら
み
る
に
、
た
か
だ
か
数
箇
所
に
違
い
な
い
。

要
す
る
に
、
た
と
え
一
人
称
で
書
い
た
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
比
べ
て
、
「
私
」
と
い
う
語
が
格
段
の
差
で
少
な
く
て
す
む
の
で
あ

る
。
「
枕
草
子
』
初
段
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
見
て
み
よ
う
。

夏
は
夜
だ
。
も
ち
ろ
ん
私
は
冴
え
た
月
を
す
ば
ら
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
蛍
の
飛
び
交
う
闇
も
ま
た
、
私
は
好
き
で
あ
る
。
た

Ｊ

と
え
雨
が
降
っ
て
い
て
も
、
夏
の
夜
は
私
を
魅
惑
す
る
。
］

、
／

（
Ｕ
・
ロ
。
。
。
）

夏
は
夜
だ
。
も

両
ロ
の
芹
少
。
》
①
の
芹
一
四
コ
匡
寓
．
『
四
・
ヨ
‐
］
耳
①
望
自
画
言
巨
『
里
忘
目
】
①
．
芹
』
①
旦
四
胃
・
の
一
巨
口
囚
司
〕
四
房
」
四
』
。
］
の
四
こ
め
巴
一
画
○
ヶ
の
○
匡
『
群
の
○
口
ぐ
○
万
．
庁
の
。

（
抑
）

ｍ
①
。
『
○
扇
四
口
芹
一
巨
○
目
○
一
①
の
．
ア
畠
の
口
冒
の
喚
菖
己
一
①
戸
異
一
四
口
巨
寓
・
が
庁
の
員
〕
①
○
ヶ
四
ロ
ゴ
の
．

［
春
、
私
が
好
き
な
の
は
、
明
け
方
で
あ
る
。

ン
匡
℃
『
冒
訂
日
で
い
ｑ
の
里
一
画
巨
冒
ｄ
話
ｐ
Ｆ
吊
而
ロ
，
壁
町
●
①

〆へ、

｡

①

｡

、一’
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し
か
し
、
常
に
主
語
を
必
要
と
す
る
と
い
う
文
法
構
造
が
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
一
人
称
で
も
三
人
称
で
も
煩
わ
し
さ
は
同
じ
こ

と
で
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
一
外
国
人
の
目
に
も
、
そ
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
一
人
称
主
語
帝
の
強
す
ぎ
る
存

在
感
で
は
な
く
、
三
人
称
主
語
こ
と
に
男
性
単
数
の
さ
り
げ
な
さ
な
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
い
わ
ゆ
る
非
人
称
四
ぼ
、
意
味
論
上
の
主
語
が
な
い
天
候
を
あ
ら
わ
す
表
現
や
、
あ
る
い
は
意
味
論
上
の
真
の
主
語

を
文
頭
に
も
っ
て
き
た
の
で
は
文
の
お
さ
ま
り
が
悪
い
と
き
な
ど
に
、
形
式
的
に
主
語
の
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
「
み
せ

（
蛇
）
（
帽
）

か
け
の
主
語
」
、
あ
る
い
は
「
漠
然
と
し
た
主
語
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
章
に
は
か
な
り
多
く
、
時
に
外
国
人
の
初
学
者
を
惑
わ
す
も
す

る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
慣
れ
た
人
間
に
は
、
対
応
す
る
人
な
り
物
な
り
を
想
定
す
る
必
要
の
な
い
、
ま
こ
と
に
心
や
す
ら
か
な
、
と
い
う

よ
り
は
抵
抗
感
の
無
い
単
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
非
人
称
の
目
一
は
、
も
と
よ
り
明
確
な
意
味
を
持
っ
て
は
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
し

か
し
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
「
漠
然
た
る
状
況
」
を
設
定
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
昔
む
か
し
…
…
」
と
い
う
、
物
語
の
始
ま
り

の
決
り
文
句
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
自
鮮
巴
骨
巨
口
の
目
の
．
：
：
と
い
う
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
「
漠
然
た
る
状
況
」
を
設
定
す
る
役
割
を
、
日
本
語
に
お
い
て
は
「
私
」
、
そ
れ
も
字
面
に
現
れ
な
い
「
私
」

が
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
再
び
「
枕
草
子
』
の
、
今
度
は
原
文
に
た
ち
も
ど
ろ
う
。

な
る
が
、
「
私
」
に
関
す
る
か

語
と
い
う
言
語
の
方
で
あ
る
。

夏
は
よ
る
。
月
の
頃
は
さ
ら
な
り
。
や
み
も
な
ほ
、
ほ
た
る
の
多
く
飛
び
ち
が
い
た
る
。
ま
た
、
た
だ
ひ
と
つ
ふ
た
つ
な
ど
、
ほ

春
は
あ
け
ぼ
の

／~､、

：

：
●

~ジグ

に
関
す
る
か
ぎ
り
、
原
作
者
の
罪
で
は
な
い
。
原
文
に
は
「
私
」
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
罪
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
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「
…
…
と
思
う
」
と
日
本
語
で
い
う
と
き
、
し
ば
し
ば
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
私
」
か
ら
発
し
、
「
あ
な
た
」
を

（
幅
）

か
ら
め
と
り
、
つ
い
で
に
一
般
論
と
し
て
通
そ
う
と
す
る
漠
然
と
し
た
意
志
、
な
い
し
は
主
張
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
本
語
の
特
性
は
、

お
そ
ら
く
日
本
人
の
精
神
構
造
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
古
文
か
ら
現
代
文
へ
と
表
層
の
文
法
は
変
っ
て

も
、
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
私
小
説
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」
が
実
に
の
び
の
び
と
表
現
さ
れ
得
る
場
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ま
る
で
隠
れ
蓑
を
着
て
い
る
よ
う
に
姿
を
見
せ
ず
に
縦
横
に
と
び
ま
わ
る
飛
び
回
る
「
私
」
は
、
そ
の
よ
う
に

し
な
が
ら
、
自
分
の
内
部
に
過
去
の
時
間
を
幾
層
に
も
重
ね
て
、
そ
れ
ら
を
、
現
在
で
も
あ
れ
ば
過
去
の
積
み
重
ね
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の

一
種
超
越
的
な
時
間
へ
と
融
合
し
た
り
も
す
る
の
だ
。
代
表
的
な
私
小
説
と
い
わ
れ
る
『
黒
髪
』
の
文
章
を
み
て
み
よ
う
。

が
す
る
。
」

現
代
流
の
随
筆
文
に
直
せ
ば
、
「
春
は
明
け
方
に
限
る
、
と
思
う
。
」
と
で
も
な
る
だ
ろ
う
か
。
誰
が
そ
う
思
う
か
、
と
い
え
ば
、
勿
論

「
筆
者
で
あ
る
私
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
文
に
し
ろ
、
現
代
文
に
し
ろ
、
言
い
た
い
の
は
唯
そ
れ
だ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
私
は
そ

う
思
う
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
も
そ
う
は
思
わ
な
い
か
。
一
般
的
に
そ
う
だ
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
そ
ん
な
気

そ
れ
は
、
そ
の
女
を
知
っ
て
か
ら
、
も
う
四
年
め
の
夏
で
あ
っ
た
。
夏
中
を
、
京
都
に
近
い
畿
内
の
あ
る
山
の
上
で
過
ご
し
た
。

高
い
山
の
上
で
は
老
杉
の
頂
か
ら
白
い
雲
が
、
碧
い
空
の
お
も
て
に
湧
い
て
、
八
月
の
半
ば
を
過
ぎ
る
頃
に
は
早
く
も
朝
夕
は
冷
い

秋
め
い
た
風
を
身
に
覚
え
る
や
う
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
ぎ
ろ
に
都
会
の
生
活
が
懐
か
し
く
な
っ
て
き
た
。
夏
の
初
、
山
に
行

く
ま
で
、
東
京
か
ら
京
都
に
来
る
と
、
私
は
一
カ
月
あ
ま
り
そ
の
女
の
家
に
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
近
い
う
ち
に
山
を
下
り
て

（
“
）

の
か
に
う
ち
ひ
か
り
て
行
く
も
を
か
し
。
雨
な
ど
降
る
も
を
か
し
。
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語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
夏
の
終
わ
り
頃
の
「
私
」
の
状
況
で
あ
る
。
「
冷
い
秋
め
い
た
風
を
身
に
覚
え
」
て
い
る
の
は
、
「
私
」
だ

け
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
季
節
の
移
り
行
く
さ
ま
を
語
る
言
葉
が
読
者
に
伝
え
る
の
は
、
そ
の
裏
に
あ
る
、
女
に
会
い
た
く
な
っ

て
き
た
「
私
」
の
気
持
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
と
い
う
時
間
の
つ
づ
ら
お
り
で
あ
ろ
う
。
厳
密
な
時
制
を
そ
な
え
た
伝
統
的
な

フ
ラ
ン
ス
語
に
こ
れ
を
直
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
強
い
て
試
み
る
と
す
れ
ば
、
幾
つ
も
の
こ
と
が
ら
を
客
観
的
な
時
間
系
列
の

な
か
に
置
き
直
し
、
外
か
ら
因
果
関
係
を
み
き
わ
め
た
う
え
で
、
こ
と
の
経
緯
を
述
べ
る
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
日
本
語

が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
と
の
経
緯
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
秋
風
に
吹
か
れ
て
そ
ぞ
ろ
に
揺
れ
る
心
が
、
芋
蔓
の
よ
う
に
手
繰
り

よ
せ
る
思
い
で
あ
る
。
女
の
手
紙
の
内
容
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
ば
か
り
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
「
簡
単
な
返

事
」
で
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
う
に
は
女
の
ほ
う
に
余
程
の
筆
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
「
私
」
は
お
そ

ら
く
、
要
領
を
得
な
い
手
紙
を
手
に
し
て
、
あ
あ
も
あ
ろ
う
か
、
こ
う
も
あ
ろ
う
か
と
、
女
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に

は
、
ず
っ
し
り
と
身
に
こ
た
え
る
よ
う
な
女
の
存
在
感
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
て
も
、
女
の
客
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
す
べ

て
は
「
私
」
ひ
と
り
の
思
い
、
し
か
も
そ
の
思
い
の
要
と
な
る
べ
く
、
「
私
」
と
い
う
主
語
は
、
こ
の
断
章
全
体
で
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ

も
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
ど
う
で
も
い
い
、
一
番
重
要
で
な
い
場
所
に
。
そ
の
影
法
師
の
よ
う
な
「
私
」
の
な
か
へ
、
幾
つ
も
の
時
間
、

幾
つ
も
の
場
所
が
折
れ
重
な
っ
て
雪
崩
れ
こ
み
、
融
合
し
て
何
か
を
つ
く
る
。
そ
の
何
か
が
、
私
小
説
の
真
骨
頂
と
し
て
い
わ
れ
て
き
た

ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
を
云
っ
て
や
る
と
、
女
か
ら
は
簡
単
な
返
事
が
き
て
、
少
し
く
事
情
が
あ
っ
て
、
ま
だ
自
由
の
身
で
な
い
の
で
、

内
証
の
男
を
自
分
の
処
に
置
い
と
く
こ
と
は
方
々
に
対
し
て
惇
り
が
あ
る
。
夏
の
時
は
、
一
年
半
も
会
は
な
か
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
、

あ
れ
は
格
別
に
主
人
の
計
ら
ひ
で
公
け
に
さ
う
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
た
び
た
び
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
、
そ
の
う
ち
こ
ち
ら
か

（
妬
）

ら
何
と
か
挨
拶
す
る
ま
で
、
京
都
へ
は
来
な
い
で
、
す
ぐ
東
京
の
方
へ
帰
っ
て
い
っ
て
も
ら
ひ
た
い
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
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さ
て
私
小
説
の
「
私
」
と
は
、
意
識
の
中
心
に
漠
然
と
し
た
一
般
状
況
を
重
ね
合
せ
、
住
々
に
し
て
言
葉
に
さ
れ
る
こ
と
す
ら
必
要
と

し
な
い
一
人
称
主
語
を
、
そ
の
理
想
型
と
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
「
私
」
は
、
複
数
の
時
間
と
空
間
を
己

が
内
部
に
と
り
こ
み
、
拡
散
し
て
論
郭
の
な
い
も
の
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
状
況
そ
の
も
の
に
場
を
ゆ
ず
っ
て
姿
を
か
く
す
。
し
か
し
、

存
在
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
結
局
は
「
私
」
し
か
居
な
い
、
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
は
「
私
」
の
思
い
に
帰
着
す
る
と
い
う
例
を
、
も
う
ひ
と
つ
、
太
宰
治
の
「
富
獄
百
景
』
か
ら
。

（
堀
）

「
心
境
」
な
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

東
京
の
、
ア
パ
ー
ト
の
窓
か
ら
見
る
富
士
は
、
く
る
し
い
。
冬
に
は
、
は
っ
き
り
、
よ
く
見
え
る
。
小
さ
い
、
真
白
い
三
角
が
、

地
平
線
に
ち
ょ
こ
ん
と
出
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
富
士
だ
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
飾
り
菓
子
で
あ
る
。
し
か
も
左
の
は

う
に
、
肩
が
傾
い
て
心
細
く
、
船
尾
の
は
う
か
ら
だ
ん
だ
ん
沈
没
し
か
け
て
ゆ
く
軍
艦
の
姿
に
似
て
ゐ
る
。
三
年
ま
へ
の
冬
、
私
は

或
る
人
か
ら
、
意
外
の
事
実
を
打
ち
あ
け
ら
れ
、
途
方
に
暮
れ
た
。
そ
の
夜
、
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
、
ひ
と
り
で
、
が
ぶ
が
ぶ
酒
の

ん
だ
。
あ
か
つ
き
、
小
用
に
立
っ
て
、
ア
パ
ー
ト
の
便
所
の
金
網
張
ら
れ
た
四
角
い
窓
か
ら
、
富
士
が
見
え
た
。
小
さ
く
、
真
白
で
、

左
の
は
う
に
ち
ょ
っ
と
傾
い
て
、
あ
の
富
士
を
忘
れ
な
い
。
窓
の
下
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
路
を
、
さ
か
な
や
の
自
転
車
が
疾
駆
し
、
お

う
、
け
さ
は
、
や
け
に
富
士
が
は
っ
き
り
み
え
る
ぢ
や
ね
え
か
、
め
っ
ぽ
ふ
寒
い
や
、
な
ど
咳
き
の
こ
し
て
、
私
は
、
暗
い
便
所
の

（
帽
）

中
に
立
ち
つ
く
し
、
窓
の
金
網
撫
で
な
が
ら
、
じ
め
じ
め
泣
い
て
、
あ
ん
な
思
ひ
は
、
二
度
と
繰
り
か
へ
し
た
く
な
い
。

(七）
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こ
れ
だ
け
書
い
て
、
し
か
し
肝
腎
の
「
意
外
の
事
実
」
が
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
、
ま
っ
た
く
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
私
小
説
に
あ
っ

て
ス
ト
ー
リ
ー
と
覚
し
き
も
の
は
、
実
は
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
よ
う
な
真
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
私
」
と
い
う

不
定
形
の
星
雲
が
微
妙
に
揺
れ
る
、
そ
の
揺
れ
の
元
を
提
供
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

奇
妙
な
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
数
行
あ
と
に
は
、
井
伏
鱒
二
が
実
名
で
登
場
す
る
。
そ
れ
も
、
「
井
伏
鱒
二
氏
」
と
敬
称
つ
き
、

「
こ
も
っ
て
仕
事
を
し
て
居
ら
れ
る
。
」
と
い
う
敬
語
表
現
で
。
あ
た
か
も
、
井
伏
氏
が
ど
う
い
う
人
で
、
「
私
」
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る

か
、
読
者
が
知
り
ぬ
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
。
あ
る
い
は
、
知
ろ
う
が
知
る
ま
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
か
の
よ
う
に
。
し

か
し
、
こ
れ
は
既
に
こ
の
第
一
章
の
問
題
意
識
を
越
え
て
い
る
。
次
の
第
二
章
「
自
伝
的
小
説
の
問
題
」
に
お
い
て
、
改
め
て
考
え
る
こ

か
し
、
こ
れ
哩

と
に
、
し
よ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
Ｆ
Ｄ
）

（
〈
Ｏ
）

（
弓
Ｉ
）

（
８
）

た
と
え
ば
蓮
見
重
彦
の
「
私
小
説
を
読
む
』
（
中
央
公
論
社
一
九
七
九
）
は
、
私
小
説
と
い
う
概
念
を
徹
底
的
に
迂
回
す
る
こ
と
で
、
作
品
を

こ
う
し
た
レ
ッ
テ
ル
か
ら
開
放
し
、
ひ
い
て
は
概
念
そ
の
も
の
の
空
中
分
解
を
目
論
ん
で
い
る
私
小
説
論
と
は
言
え
ま
い
か
。

樫
原
修
刃
私
》
と
私
小
説
１
１
大
正
末
期
文
学
の
構
造
へ
の
一
視
点
ｌ
』
、
『
山
口
国
文
』
四
、
一
九
八
一
、
七
○
頁

具
．
三
好
行
雄
「
作
品
論
の
試
み
」
（
至
文
堂
一
九
六
七
）
二
○
九
頁
～
二
二
七
頁

冒
昌
の
三
シ
刃
国
ｚ
６
函
シ
ご
司
国
両
詞
皇
寄
『
§
尋
。
房
馬
亘
、
号
置
ミ
、
蔵
鳥
目
ロ
ミ
罵
爵
ｏ
§
負
腎
の
（
邦
訳
鈴
木
道
彦
訳
「
プ
ル
ー
ス
ト
と

四
人
の
人
物
の
二
重
の
「
私
」
」
筑
摩
書
房
「
世
界
文
学
大
系
」
詑
、
一
九
六
○
）
は
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」
に
関
し
て
の
卓
越
し
た
分
析
で
あ

る
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
が
日
本
の
私
小
説
と
ど
こ
ま
で
重
な
り
合
う
か
、
考
察
す
る
機
会
は
後
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

具
．
鈴
木
道
彦
『
プ
ル
ー
ス
ト
論
考
』
（
筑
摩
書
房
一
九
八
五
）
「
無
名
の
一
人
称
」
一
五
一
～
一
七
八
頁

『
日
本
近
代
文
学
」

同
右
二
一
二
頁

註
「
東
京
女
子
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
四
十
二
巻
、
一
九
八
一
年
一
月

『
日
本
近
代
文
学
」
二
九
巻
、
一
九
八
二
、
二
二
頁

－24－
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（
調
）
ｇ
中
川
久
定
『
自
伝
の
文
学
ｌ
ル
ソ
‐
と
ス
タ
ン
ダ
‐
ル
ー
陰
岩
波
新
書
刑
、
一
○
八
～
５
九
頁

（
訂
）
い
い
唇
勿
旦
国
墓
の
一
《

（
羽
）
弓
丘
皇
ｐ
Ｓ
ｍ
ｍ

（
別
）
集
英
社
文
庫
一
九
七
○

（
理
・
羽
・
別
）
『
西
洋
の
小
説
と
日
本
の
小
説
」
筑
摩
書
房
「
現
代
日
本
文
学
全
集
」
妬
、
一
三
四
頁

（
距
）
侶
心
さ
壁
碗
、
Ｒ
荷
冨
○
員
戸
○
ゴ
四
亘
再
①
〆
自
汽
々
囚
亘
さ
号
の
口
巨
①
Ｑ
の
一
四
四
国
四
口
①
》
曾
①
冨
包
討
貝
さ
ミ
ミ
再
晶
ロ
、
、
「

（
妬
）
睡
冒
記
月
苫
Ｓ
何
ら
苫
の
ａ
匿
い
白
面
ご
ｓ
の
串
ざ
員
黛
国
巨
５
号
い
ｇ
』
の
Ｑ
の
言
国
璽
四
・
の
．
車
、
ｃ
屋
亀
さ
ョ
①
鼻
口
“
画

（
訂
）
い
い
雪
勿
旦
国
墓
の
冒
己
ミ
芯
⑮
．
国
巨
５
芽
妙
ｃ
巨
①
Ｑ
⑦
匿
型
画
山
口
①
》
田
口
訂
Ｑ
Ｇ
自
〆
》
ロ
Ｓ
Ｃ
Ｃ

〆、へへ〆ヘヘヘ〆ヘヘ〆ヘヘーヘ
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~三…、一ー…、一…~〆シーン

（
９
）

上
徹
太
郎
集
七
三
頁

「
私
小
説
の
系
譜
』
筑
摩
書
房
「
現
代
日
本
文
学
全
集
」
別
、
一
二
九
頁

「
私
小
説
と
教
養
小
説
」
筑
摩
書
房
「
現
代
日
本
文
学
全
集
」
卵
、
三
一
五
頁

「
西
洋
の
小
説
と
日
本
の
小
説
」
筑
摩
書
房
「
現
代
日
本
文
学
全
集
」
卵
、
一
四
○
頁

「
私
小
説
の
系
譜
』
筑
摩
書
房
「
現
代
日
本
文
学
全
集
」
科
、
二
二
九
頁

小
林
秀
雄
に
よ
れ
ば
、
「
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
も
『
オ
オ
ベ
ル
マ
ン
』
も
「
ア
ド
ル
フ
」
も
「
第
一
流
の
私
小
説
」
と
な
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
も
自
然

主
義
小
説
が
煽
熟
期
に
達
し
た
時
に
、
私
小
説
運
動
が
あ
ら
は
れ
た
。
（
…
…
）
彼
等
が
こ
の
仕
事
の
為
に
、
「
私
」
を
研
究
し
て
誤
ら
な
か
っ

た
の
は
、
彼
等
の
「
私
」
が
そ
の
時
充
分
に
社
会
化
し
た
「
私
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
「
私
小
説
論
』
「
昭
和
文
学
全
集
」
小
林
秀
雄
河

白
水
社
一
九
七
四

○
片
Ｌ
シ
ｚ
の
○
ｚ
‐
詞
弓
ご
司
司
カ
ン
ご
急
患
亀
９
局
Ｑ
①
言
諒
言
野
口
冒
尽
、
》
画
菖
Ｂ
房
Ｐ
宇
宙
ゴ
里
房
旨
①
、
⑭

責
任
編
集
久
松
潜
一
、

読
売
新
聞
社
一
九
六
六

ｚ
昌
里
肘
の
シ
罰
詞
ン
ご
弓
回
ト
圃
尽
§
き
§
８
員
房
鷺
房
ミ
ぽ
さ
ミ
ロ
皇
○
巴
一
言
質
い
る
忠
（
邦
訳
白
井
浩
司
「
不
信
の
時
代
』
）
が
述
べ

て
い
る
の
は
、
読
者
の
作
者
の
視
点
に
対
す
る
不
信
か
ら
惹
起
こ
さ
れ
た
三
人
称
の
主
人
公
に
対
す
る
不
信
で
あ
る
。

の
○
国
ａ
○
画
ｚ
国
司
弓
陣
、
崎
壁
昌
一
ご
ゞ
両
昌
崖
○
コ
・
匡
貯
昌
》
己
忌

三
重
５
国
シ
屑
乏
画
葛
ミ
ミ
（
喝
量
匿
冒
呉
里
①
鼻
ご
ミ

責
任
編
集
久
松
潜
一
、
至
文
堂
一
九
七
一
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（
卯
・
副
）
中
野
好
夫
「
私
小
説
の
系
譜
』
二
二
二
、
二
二
七
頁

（
詑
）
『
日
本
の
小
説
と
西
洋
の
小
説
」
一
三
六
～
一
三
七
頁

（
調
）
渋
川
暁
小
学
館
「
万
有
百
科
大
辞
典
」
「
私
小
説
」
の
項

（
弘
）
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
巻
訓
、
八
九
頁
筑
摩
書
房

（
弱
）
小
林
秀
雄
『
徒
然
草
』
「
日
本
の
文
学
」
帽
二
四
六
～
七
頁

（
弱
）
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
「
源
氏
物
語
三
」
三
六
○
頁
「
若
葉
下
」

（
師
）
』
冒
詞
Ｒ
言
胃
言
昌
忌
ミ
冒
恕
員
屋
も
蚕
画
烏
専
ｇ
の
言
。
ョ
の
戸
ｐ
ｇ
“

（
犯
）
罰
⑮
§
昂
祷
葛
邑
国
昌
冒
鼠
型
鰹
四
烏
曽
§
§
具
Ｂ
こ
く
Ｈ
の
２
具
目
①
め
℃
血
路

（
弱
）
「
ま
る
が
侍
ら
ざ
ら
ん
に
、
お
ぼ
し
出
で
な
む
や
」
（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
『
源
氏
物
語
四
』
一
八
○
頁
「
御
法
」
）
の
他
に
あ
っ
た
だ
ろ
う

力

恥
）
ミ
ミ
鴎
§
ｏ
言
ｅ
里
耳
目
昌
井
目
『
シ
目
『
①
国
両
シ
ご
忌
詞
ｐ
ｏ
ｍ
医
ョ
四
己
ら
認
翻
訳
に
は
、
原
文
の
「
ま
た
、
た
だ
ひ
と
つ
ふ
た
つ
な
ど
、

ほ
の
か
に
う
ち
ひ
か
り
て
行
く
も
」
に
あ
た
る
部
分
が
欠
け
て
い
る
。

（
唖
）
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
巻
旧
、
「
枕
草
子
紫
式
部
日
記
」
四
三
頁

（
岨
・
喝
）
言
い
昌
里
〈
画
で
己
閏
の
具
〉
葛
倉
○
の
の
三
里
ぐ
色
的
巨
の
ご
○
”
固
く
扇
の
固
い
、
言
苫
曽
自
”
、
》
口
こ
の
巳
２
．
５
『
、

（
“
）
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
巻
旧
、
「
枕
草
子
紫
式
部
日
記
』
四
九
六
頁

届
）
中
山
真
彦
肩
氏
物
語
の
仏
訳
の
研
究
１
１
物
語
構
造
試
論
ｌ
』
（
「
東
京
工
業
大
学
人
文
論
叢
胸
哨
ｕ
ど
峰
日
仏
両
国
語
の
特

性
を
分
析
し
て
、
貴
重
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

（
妬
）
「
日
本
現
代
文
学
全
集
」
妬
、
講
談
社
、
一
九
六
五
、
七
七
頁

（
灯
）
具
．
久
米
正
雄
。
私
」
小
説
と
「
心
境
」
小
説
」
、
「
日
本
近
代
文
学
大
系
記
近
代
評
論
集
Ⅱ
」
、
角
川
書
店

（
妃
）
「
太
宰
治
全
集
」
２
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
、
一
五
四
頁

［
本
稿
は
比
較
文
化
研
究
所
の
個
人
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
〕

２
０
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APROPOSDUWATAKUSHI-SHOSETSU

－unecomparalsonentreleroman

fran“isetleroman］aponals－

Premierchapitre:leproblもmeduromanalapremierepersonne

RvokoSasaki

Commenous1'avonsvudansI'introductiondecetleetude,lewatakushi-

s加setsuesttresdifficileadefinirmemepourlesJaponais･Onenaparlepresque

trop,etpourtantsonvraivisagenousechappe,peut-etreparcequ'iln'estrien

d'autrequeI'expressionmemedelamentalitejaponaise,dontnousautresJa-

ponaisn'avonspasuneconscienceclaire.C'cstpourquoinousallonsessavcrde

mieuxlecerneraumoyend'unecomparaisonavecleromanfrangais.

Onpeutdonnerquelquestraitscommunsauxceuvresappartenantaugenre

duwatα虎"shi-s加sasu.D'abord,laplupartd'ellessontccritesalapremiere

personne.Ensuiteellessontgeneralementautobiographiquesc'est-a-direque

leursherossontpresquetoujourslesauteurseux-memes.Enfinellesnetraitent

quedelavieprivee,deschosesquotidiennes．D，odviennentcescaract6ristiques？

Quelletraditionmentalelessoutlent？Voilacequenousallonsexamlner・Etce

chapitretraitrasurtoutleproblemedeI'emploidelapremierepersonne.

LesJaponaisn'hesitentpasas'exprimerpersonnellement,ainsiquelomon-

trentlalitteraturetraditionnelleouleurattitudedanslaviequotidienne,tandis

qu'ilspardonnentdifficilementlesgensquidisentdumaldesautres,cequiest

considerecommeunacteindiscretetmaleleve.D'autrepart,lasociabilite

frangaisen'admetpasqu'onparleuniquementdesoi,maisncsechoquepasqu'on

observeetcritiquelesautrespourfairevaloirsonespritd'analyse.

Lesessaisecritsdanschacundecesdeuxpays,quisefondentsurdes

mentalitesdifferentes,presententdescareacteresdifferents.Lesouvragesdes

moralistesfrancais,parexample,ontpourfondement1,observationetI'analysede

lanaturehumaine.Lesessaystesjaponais,eux,commencentgeneralementpar



direleurproprevie,leurpropresentiment.

Maiscequifavoriselemieuxlanarrationalapremiereperesonne,c'estsans

doutelalanguejaponaiseelle-meme,dontlagrammairenedemandepastoujours

quelesujetsoilexprimepourformeruneproposition.Aussilewatakushi-je,
tressouventlatentouabsent,a-t-ilvusenslargeenglobanttanlotlepointdevue

dulecteur,ourepresentanttanlotlecontextevague,unpeueqivalantau"il"

impersonneldelalanguefrangaise,desortequ'ildevientlenoyaudecequevise

arepresenterlewalakusﾉlis加sas呪．．
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