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形
式
主
義
文
学
論
争
に
つ
い
て

ー
論
争
す
る

的
で
非
科
学
的
な
文
学
論
|

『
科
学
」

千
田

実

要
旨本

稿
で
は
、
最
も
「
進
歩
」
し
た
「
科
学
」
に
も
と
づ
く
も
の
と

い
え
る
形
式
主
義
の
文
学
論
と
、
教
養
主
義
の
鬼
子
左
も
い
え
る
マ

ル
ク
ス
主
義
の
文
学
輪
と
の
論
争
で
あ
る
形
式
主
義
文
学
論
争
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
く
。
横
光
利
一
、
中
河
与
一
ら
形
式
主
義
の
文
学

論
で
は
、
相
対
性
理
論
や
量
子
力
学
な
ど
「
最
新
」
「
最
先
端
」
の
物

理
学
が
濫
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
科
学
」
に
お
い
て
、
物
理
学

が
最
も
権
威
を
も
つ
も
の
で
あ
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

形
式
主
義
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
・
ナ
ン
セ
ン
ス
と
も
い
え
る
「
新

し
い
」
文
学
論
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
「
古
臭
い
」
と

批
判
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
教
養
主
義
の
鬼
子
で
あ
る
藤
原
惟

人
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
論
が
、
作
品
の
評
価
に
お
い
て
作
者
の

「
物
の
見
方
」
や
「
態
度
」
を
問
題
と
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
形
式
主
義
は
最
も
権
威
あ
る
「
最
新
」
「
最
先
端
」
の
「
科
‘

学
」
を
濫
用
す
る
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
吋
科
学
」
に
対

抗
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
は
、
自
然
科
学
よ
り
も
権
威
を
も

っ
。
形
式
主
義
文
学
論
争
で
の
形
式
主
義
の
「
科
学
」
的
な
文
学
論

と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
科
学
」
的
な
文
学
論
と
の
対
立
で
は
、
ど
ち

ら
の
「
科
学
」
が
権
威
を
も
つ
の
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
が
よ
り
「
進

歩
」
し
た
「
科
学
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
争
点
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
一
科
学
、

形
式
主
義
、

マ
ル
ク
ス
主
義

は
じ
め
に

横
光
利
一
は
、
蔵
原
惟
人
、
平
林
初
之
輔
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

と
の
論
争
で
あ
る
形
式
主
義
文
学
論
争
に
お
い
て
、
「
作
者
と
作
品
と

を
分
離
し
た
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
叫
新
し
さ
』
を
置
い
て
い
五
」
。

こ
の
こ
と
は
形
式
主
義
文
学
論
争
で
の
横
光
の
文
学
論
が
『
ロ
シ

ア
・
フ
オ
ル
マ
リ
ス
ム
と
、
ど
の
程
度
に
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る

止
し
て
、
結
び
つ
い
て
い
た
こ
匂
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、
あ
る
い

は
こ
の
論
争
に
お
け
る
「
他
の
論
者
と
横
光
と
の
決
定
的
議
内
」
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
横
光
が
そ
の
「
形
式
主
義
」
を
「
作
品

価
値
の
決
定
の
方
法
」
『
叩
く
方
法
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
フ
オ

ル
マ
リ
ズ
ム
と
の
根
本
的
な
差
匙
」
と
さ
れ
て
も
い
る
。
「
作
者
と

作
品
と
を
分
離
し
た
も
の
と
考
え
る
」
横
光
の
形
式
主
義
で
は
、
『
形

式
」
が
「
内
容
」
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
作
品
の
価

値
が
『
形
式
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
横
光
は
「
形
式
論
へ
の
批
判
」
(
『
東
京
日
日
新
聞
』
昭
四
・

一
一
・
十
六
、
十
七
)
で
「
私
は
今
も
な
ほ
、
作
品
と
作
者
と
は
独
立

し
た
二
個
の
物
体
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
。
(
中
略
)
作
者
は
い
か
な
る
生

活
を
し
ゃ
う
と
も
、
作
品
価
値
の
決
定
の
上
に
は
、
何
ら
の
影
響
を

も
与
へ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
横
光
が
「
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
」

と
し
て
の
形
式
主
義
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
論
を
批

判
し
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
論
が
教
養
主
義
的

な
「
古
い
」
文
学
論
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
横
光
の
形
式
主
義

(47) 
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は
、
「
内
容
」
に
よ
っ
て
作
品
の
価
値
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
『
古
い
」
文
学
論
を
批
判
す
る
「
新
し
い
」
文
学
論

な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
形
式
主
義
文
学
論
争
に
お
け
る
形
式
主
義
の
「
新
し

い
」
文
学
論
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
吋
古
い
」
文
学
論
と
の
対
立

が
、
最
も
「
進
歩
」
し
た
吋
科
学
」
的
な
文
学
論
と
教
養
主
義
的
な

文
学
論
と
の
対
立
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
形
式
主
義
の

文
学
論
で
は
、
「
最
新
」
「
最
先
端
」
の
物
理
学
が
濫
用
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
制
度
と
し
て
の
科
学
会
科
学
」
)
に
お
い
て
、
物
理
学

が
最
も
権
威
を
も
つ
た
め
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
横
光
は
「
文

芸
時
評
」
(
『
読
売
新
聞
』
昭
四
・
三
・
十
二

i
十
五
)
で
、
「
時
間
と

空
間
を
一
元
的
に
還
元
し
た
自
然
科
学
の
先
端
は
再
び
哲
学
を
転
覆

し
て
進
ん
で
行
く
、
形
而
上
学
的
な
理
論
は
今
や
悲
鳴
を
上
げ
て
、

改
革
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
わ
れ
/
¥
の
形
式
主
義
の
根
拠

も
、
此
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
上
に
立
っ
て
、
発
展
し
つ
〉
あ
る
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
形
式
主
義
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
・
ナ
ン

セ
ン
ス
と
も
い
え
る
「
進
歩
」
し
た
「
新
し
い
」
文
学
論
に
よ
っ
て
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
「
古
い
」
文
学
論
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
形
式
主
義
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
論
が
作
品
の
評
価
に
お
い
て
作
者
の
「
物

の
見
方
」
や
ニ
態
度
」
を
問
題
と
す
る
教
養
主
義
的
な
文
学
論
だ
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
論
で
は
、
そ
の

文
学
論
が
論
じ
る
評
価
の
基
準
が
「
客
観
的
」
「
科
学
的
」
な
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
に
も
と
づ
く
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
論
は
、
形
式
主
義
と
同
じ
「
科
学
」
的
な
文

学
論
な
の
だ
と
い
え
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
は
、
自
然
科
学
よ
り
も
権
威
を
も
っ
。
形

式
主
義
の
文
学
論
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
論
は
、
ど
ち
ら
も

『
進
歩
い
し
て
い
な
い
「
古
い
」
文
学
論
を
批
判
す
る
も
の
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
形
式
主
義
文
学
論
争
で
の
形
式
主
義

と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
立
で
は
、
ど
ち
ら
の
「
科
学
」
が
権
威
を

も
つ
の
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
が
よ
り
「
進
歩
」
し
た
「
科
学
」
な

の
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
争
点
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(48) 

一
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
非
科
学
的
な
文
学
論

蔵
原
惟
人
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
内
容
と
形
式
」
(
『
戦
旗
』

昭
四
・
二
)
に
お
い
て
、
芸
術
の
「
内
容
」
を
「
与
え
ら
れ
た
る
階

級
の
思
想
と
感
情
」
、
「
形
式
」
を
「
内
容
が
形
象
の
中
に
表
現
さ
れ

る
た
め
の
手
段
い
と
し
た
上
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
「
内
容
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
品
の
根
底
に
横
た
わ
る
思
想
な
り
感
情
な
り
が
、
改
良
主
義

的
或
い
は
日
和
見
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
品

は
そ
れ
が
い
か
に
「
労
働
者
」
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
決
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
で
は
な
い
。
ま
た
た
と
い
そ
の

思
相
と
感
情
と
が
い
か
に
革
命
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
も
し
も
そ

れ
が
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
革
命
的
、
或
い
は
ル
ン
ペ
ン
・
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
的
革
命
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
芸
術
作
品
の
内
容
た
り
得
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸

術
の
内
容
は
革
命
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
前
衛
的

(
共
産
主
義
的
)
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
心

理
を
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
傍
点
原
文
)

こ
こ
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
「
内
容
」
が
「
前
衛
的
(
共

産
主
義
的
)
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
!
と
心
理
を
反
映

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
内
容
」

が
作
品
の
価
値
を
決
定
す
る
と
い
う
蔵
原
の
文
学
論
に
お
い
て
、
作
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品
の
「
内
容
」
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に
助

力
す
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
評
価
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
蔵
原
は
「
理
論
的
な
三
、
四
の
問
題
」
『
東
京

朝
日
新
聞
』
昭
三
・
十
一
・
二
十
六

1
二
十
九
)
で
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
の
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

批
評
の
唯
一
の
、
真
に
客
観
的
な
、
『
科
学
」
的
な
基
準
は
レ

1

ニ
ン
が
道
徳
に
つ
い
て
語
り
、
ル
ナ
チ
ヤ
ル
ス
キ
ー
が
文
芸
に

適
用
し
た
と
こ
ろ
の
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利

と
に
助
力
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
善
で
あ
り
、
そ
れ
を
害
す
る

も
の
は
悪
で
あ
る
」
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
。

と
れ
は
(
中
略
)
マ
ル
ク
ス
主
義
を
承
認
し
た
も
の
に
と
っ

て
の
み
妥
当
な
真
理
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
れ
を
吋
承
認
」

す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
な
い
客
観
的
真
理
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
蔵
原
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に
助

力
す
る
」
か
ど
う
か
を
「
批
評
の
唯
一
の
、
真
に
客
観
的
な
、
『
科
学
』

的
な
基
準
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
評
価
の
基
準
は
、
そ
れ
が
吋
客

観
的
真
理
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
科
学
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
科

学
と
い
う
も
の
は
、
何
が
真
実
で
あ
り
、
何
が
真
実
で
な
い
か
を
宣

言
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
確
実
性
の
度
合
い
の
差
を
述
べ
る

も
句
」
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
何
が
真
実
で
あ
り
、
何
が
真

実
で
な
い
か
を
宣
言
す
る
」
蔵
原
の
評
価
の
基
準
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に
助
力
す
る
こ
度
合
い
」
(
作
品
の
「
内

容
」
が
ど
の
く
ら
い
『
プ
ロ
レ
タ
り
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に

助
力
す
る
」
の
か
〉
を
評
価
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
『
プ
ロ
レ

タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に
助
力
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
善

で
あ
り
、
そ
れ
を
害
す
る
も
の
は
悪
で
あ
る
」
と
い
う
蔵
原
の
「
科

学
」
は
、
作
品
の
「
内
容
」
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と

勝
利
と
に
助
力
す
る
」
か
ど
う
か
(
「
善
」
で
あ
る
か
「
悪
」
で
あ
る

か
)
だ
け
を
「
宣
言
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
文
学
論
で
は
、
文
学
者
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
」
に
と
っ
て
の
「
善
」

で
あ
る
か
ど
う
か
が
宣
言
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
と
と
に
な
る
。
マ
ル

ク
ス
主
義
と
い
う
『
科
学
」
は
、
そ
の
宣
言
に
よ
っ
て
、
善
悪
の
問

題
を
「
科
学
」
的
に
解
決
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ル
ク
ス

主
義
に
よ
る
「
科
学
」
的
な
宣
言
は
、
「
は
じ
め
か
ら
何
が
真
実
で
あ

る
か
が
ち
ゃ
ん
と
決
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
け
に
、
た
い
へ
ん
断

固
と
し
む
」
も
の
と
な
る
が
、
何
が
「
善
」
で
何
が
「
悪
」
な
の
か

は
「
客
観
的
」
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
平
林
初
之
輔
は
、
「
批
評

家
の
任
務
に
つ
い
て
」
(
『
新
潮
』
昭
三
・
十
〉
で
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ

の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に
助
力
す
る
」
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る

「
科
学
」
的
な
評
価
に
お
け
る
「
評
価
の
不
一
致
」
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
家
の
個
々
の
作
品
の
内
容
に
対
す
る
評
価

は
一
致
す
る
だ
ら
う
か
?
評
価
の
一
般
的
規
範
を
同
う
し
て

ゐ
る
以
上
、
そ
し
て
、
必
要
な
細
則
を
遵
守
し
て
ゐ
る
以
上
、

評
価
は
大
体
に
於
て
一
致
す
る
の
が
当
然
ら
し
く
恩
は
れ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
同
じ
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
家
の
聞
に
於
て

す
ら
も
、
か
、
ふ
る
一
致
は
到
底
望
ま
れ
ぬ
ら
し
い
。
(
中
略
)
批

評
は
前
半
は
科
学
で
あ
り
、
後
半
は
神
秘
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ

の
、
希
臓
神
話
の
半
人
半
獣
の
如
き
存
在
と
し
て
甘
ん
じ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
こ
で
は
、
蔵
原
の
い
う
「
客
観
的
真
理
」
を
基
準
と
す
る
「
科

学
」
的
な
評
価
に
お
い
て
も
「
評
価
の
不
一
致
」
が
生
じ
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
ア
評
価
の
不
一
致
」
は
、
平
林
た
い
子
「
殴
る
」

(
『
改
造
』
昭
三
・
十
)
に
対
す
る
蔵
原
と
勝
本
清
一
郎
の
評
価
の
間

(49) 
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に
も
生
じ
て
い
お
。
勝
本
は
、
「
芸
術
的
価
値
l

社
会
的
価
値
」
(
『
三

田
文
学
』
昭
三
・
十
一
)
に
お
い
て
、
「
芸
術
的
価
値
と
は
、
社
会
的

価
値
の
一
種
で
あ
る
ο

(

中
略
)
人
類
の
社
会
生
活
に
何
等
か
の
感
覚

的
、
感
情
的
、
思
想
的
、
実
際
的
影
響
を
及
ぼ
し
何
等
か
の
役
立
ち

を
す
る
所
に
芸
術
価
値
の
全
部
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
評
価

の
基
準
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に
助
力
す
る
い

か
ど
う
か
と
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
に
も
と

づ
く
評
価
で
「
評
価
の
不
一
致
」
が
生
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
科
学
」

的
な
評
価
が
「
客
観
的
」
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
「
科
学
」
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
勝
本
は
、
「
一
九
二
八
年
の
小
説
」
(
『
新
潮
』
昭
三
・

十
二
)
で
、
「
殴
る
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

平
林
た
い
子
氏
の
「
殴
る
」
も
優
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
(
中

略
)
こ
の
作
の
前
に
「
夜
風
」
(
中
略
)
等
が
あ
り
殊
に
「
夜
風
」

は
相
当
に
優
れ
た
作
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
作
は
ま

だ
何
と
云
っ
て
も
何
処
か
古
い
自
然
主
義
文
芸
の
方
法
の
尾
を

引
い
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
結
局
物
の
見
方
、
掴
み
方
の
上
に
も
影

響
を
与
へ
て
ゐ
る
所
が
あ
っ
た
。
所
が
こ
の
「
殴
る
」
で
は
今

ま
で
と
は
多
少
変
っ
た
内
容
|
|
歴
史
的
、
社
会
的
展
望
ー
ー

が
、
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ま
れ
る
だ
け
緊
密
に
、
生
々
と
し
た
端

的
な
感
覚
的
措
等
法
に
よ
っ
て
織
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。

こ
の
手
法
上
の
飛
躍
は
、
こ
の
作
者
の
今
後
の
芸
術
内
容
の
掴

み
方
、
取
扱
ひ
方
に
必
ず
好
き
進
展
を
も
た
ら
す
基
礎
と
な
る

で
あ
ら
う
事
を
倍
じ
さ
せ
る
。
こ
の
作
で
も
、
(
中
略
)
結
末
の

あ
た
り
ー
ー
す
ば
ら
し
い
内
的
な
物
の
掴
み
方
が
、
ぴ
っ
た
り

と
焦
点
を
結
ん
で
ゐ
る
。
(
傍
点
原
文
)

こ
こ
で
勝
本
は
、
「
殴
る
」

の
「
内
容
|
|
歴
史
的
、
社
会
的
展
望

|
|
」
や
作
者
の
「
物
の
見
方
、
掴
み
方
」
、
「
手
法
上
の
飛
躍
」
を

高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
勝
本
が
高
く
評
価
し
た
作
者
の
「
物
の
見

方
、
掴
み
方
」
は
、
蔵
原
が
「
無
気
力
な
日
常
生
活
主
義
」
と
批
判

し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
蔵
原
は
、
『
最
近
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

と
新
作
家
」
(
『
改
造
』
昭
四
・
一
)
で
、
「
芸
術
家
が
、
あ
ら
ゆ
る
現

象
を
歴
史
的
発
展
の
必
然
の
観
点
か
ら
見
、
選
択
し
、
そ
し
て
描
い

て
ゆ
く
こ
と
を
要
求
す
る
」
と
し
た
上
で
、
「
殴
る
」
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(50) 

こ
の
作
者
の
初
め
の
作
品
「
噸
る
』
(
中
略
)
等
の
主
題
を
な
し

て
い
る
も
の
は
、
放
浪
す
る
一
人
の
少
女
の
悲
惨
な
、
し
か
し

反
抗
に
満
ち
た
生
活
で
あ
る
。
(
中
略
)
し
か
し
こ
れ
ら
の
作
品

は
(
中
略
)
作
者
の
現
実
に
対
す
る
態
度
が
個
人
主
義
的
、
人

道
主
義
的
、
無
政
府
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
た
。
し
か

し
作
者
は
昨
年
に
い
た
っ
て
『
夜
風
』
司
荷
車
』
等
に
お
い
て
、

こ
の
個
人
生
活
の
限
界
を
越
え
、
よ
り
広
い
社
会
的
な
テ

l
マ

を
取
り
扱
い
始
め
た
。
こ
れ
は
作
者
と
し
て
は
一
つ
の
大
き
な

進
展
と
し
て
我
々
が
そ
の
将
来
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

「
改
造
」
に
発
表
し
た
『
殴
る
』
に
お
い
て
彼
女
は
再
び
も
と

の
無
気
力
な
日
常
生
活
主
義
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
作

者
が
現
実
を
本
当
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
に
見
て
い
な
い
た
め
で

あ
っ
て
、
作
者
の
取
っ
た
新
し
い
形
式
も
何
等
そ
の
本
質
を
救

い
得
て
い
な
い
。
(
傍
点
原
文
)

蔵
原
の
『
殴
る
」
に
対
す
る
評
価
で
は
、
「
現
実
を
本
当
に
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
的
に
見
て
い
な
い
」
と
い
う
「
作
者
の
現
実
に
対
す
る
態
度
」

が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と

勝
利
と
に
助
力
す
る
」
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
い
る
蔵
原
、
勝
本

の
「
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
い
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
の
が
、
作
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者
の
「
物
の
見
方
」
や
「
態
度
」
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
「
一
蹴
る
」

の
「
歴
史
的
、
社
会
的
展
望
」
を
高
く
評
価
す
る
勝
本
と
、
「
殴
る
」

が
「
広
い
社
会
的
な
テ

l
マ
」
を
も
た
な
い
と
批
判
す
る
蔵
原
は
、

ど
ち
ら
も
作
者
の
「
物
の
見
方
」
「
態
度
」
が
、
「
本
当
に
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
論
に
よ
る
「
科
学
」
的
な
評
価
で
は
、
「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
的
」
で
な
い
(
と
宣
言
さ
れ
る
)
こ
と
が
、
作
者
の
「
物

の
見
方
」
「
態
度
」
に
対
す
る
批
判
と
な
る
の
で
あ
る
。
勝
本
は
「
内

容
の
あ
る
形
式
主
義
作
品
」
(
『
都
新
聞
h

昭
四
・
二
・
十
一
一
〉
に
お

い
て
、
形
式
主
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

氏
等
は
、
そ
の
内
容
的
側
面
を
作
品
の
評
価
に
算
入
し
ま
い
と

す
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
内
容
が
鴛
弱
な
デ
カ
ダ
ン
的
な
も
の

に
過
ぎ
ず
(
中
略
)
狭
い
消
費
生
活
の
視
野
内
に
隔
離
し
て
見

た
結
果
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
さ
う
云
ふ
(
中
略
)
生

活
態
度
乃
至
創
作
態
度
は
(
中
略
)
寄
生
的
生
活
者
の
間
に
こ

そ
発
生
す
る
。
氏
等
の
生
活
意
識
の
内
容
は
、
左
様
に
不
全

で
、
病
的
な
の
で
あ
る
。

蔵
原
、
勝
本
の
「
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
」
で
は
、
作
者
の
「
物

の
見
方
」
や
吋
態
度
」
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か

が
宣
言
さ
れ
る
(
形
式
主
義
の
よ
う
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
」
で
な

い
も
の
は
、
そ
の
「
生
活
態
度
」
や
「
創
作
態
度
」
が
批
判
さ
れ
る
)
。

こ
れ
は
作
者
の
「
物
の
見
方
」
や
「
態
度
」
を
問
題
と
す
る
蔵
原
、

勝
本
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
達
と
勝
利
と
に
助
力
す
る
す

べ
て
の
も
の
は
善
で
あ
り
、
そ
れ
を
害
す
る
も
の
は
悪
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
を
「
客
観
的
真
理
」
と
し
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
が
、

蔵
原
、
勝
本
の
作
品
の
評
価
に
お
い
て
作
者
の
「
物
の
見
方
」
や
「
態

度
」
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
評
価
の
方
法
が
蔵
原
の
い
う
「
客

観
的
真
理
」
を
基
準
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
「
客
観

的
真
理
」
だ
け
を
評
価
の
基
準
と
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
平
林
初
之

輔
は
、
「
文
芸
時
評
」
(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
一
二
・
十
・
六

1
十
)
で

「テ

l
マ
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
い
へ
ば
内
容
こ
そ
そ
し
て
内
容
を

作
者
が
ど
ん
な
態
度
で
ど
ん
な
風
に
取
り
扱
っ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ

と
こ
そ
、
私
た
ち
の
批
評
的
興
味
を
ま
づ
第
一
に
そ
〉
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
平
林
が
作
者
の
「
態
度
」
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
内
容
」
が
作
品
の
価
値
を
決
定
す
る
と
い
う
蔵
原
、
勝
本
、
平
林

の
文
学
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
評
価
の
基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
に
関
係
な
く
、
作
者
の
「
物
の
見
方
」
や
「
態
度
」
が
評
価

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
蔵
原
、
勝
本
、
平
林
の
『
作

品
価
値
の
決
定
の
方
法
」
で
は
、
作
者
と
作
品
と
の
聞
に
「
往
還
可

能
な
通
路
が
想
定
さ
れ
て
い
お
」
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
「
科
学
」
的
な
文
学
論
は
、
教
養
主
義
の
文
学
論
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
作
品
の
価
値
が
作
者
の
「
物
の
見
方
」
や
「
態
度
」
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
た
め
の
『
往
還
可
能
な
通

路
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
形
式
主
義
文
学
論
争

で
横
光
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
古
い
」
評
価
の
方
法
な
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
横
光
の
形
式
主
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一
一
、
形
式
主
義
の
非
科
学
的
な
文
学
論

横
光
は
「
文
芸
時
評
」
(
『
文
芸
春
秋
』
昭
三
・
十
一
)
に
お
い
て
、

「
内
容
」
を
「
形
式
を
通
じ
て
見
た
る
読
者
の
幻
想
」
、
「
形
式
」
を

「
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
意
味
の
通
じ
る
文
字
の
羅
列
」
と
し
た
上
で
、

「
内
容
」
が
「
形
式
」
を
決
定
す
る
と
い
う
蔵
原
の
「
非
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
的
文
学
理
論
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

冗
来
唯
物
論
は
、

客
観
あ
っ
て
主
観
が
発
動
す
る
と
云
ふ
原

(51) 
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則
を
も
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学

理
論
は
、
形
式
が
内
容
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
と
断
定
す
る
。

(
中
略
〉
客
観
が
あ
っ
て
主
観
が
発
動
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
即
ち
、
文
学
の
形
式
は
文
学
の
主
観
を
決
定
し
て
ゐ
る
筈

で
は
な
い
か
。
〈
中
略
〉
蔵
原
惟
人
氏
(
中
略
)
は
マ
ル
ク
ス
主

義
の
原
則
た
る
唯
物
論
に
、
一
大
革
命
を
与
へ
た
の
だ
。
(
中
略
)

「
主
観
が
客
観
を
決
定
す
る
。
」
と
。

か
く
し
て
、
彼
マ
ル
ク
ス
を
し
て
、
美
事
に
カ
ン
ト
の
唯
心

論
に
礼
拝
せ
し
め
た
の
は
、
千
九
百
二
十
八
年
八
月
の
「
戦
旗
」

に
於
ー
て
で
あ
る
。

こ
こ
で
横
光
は
、
文
学
の
「
内
容
」
を
「
主
観
」
、
「
形
式
」
を
「
客

観
」
と
す
る
こ
と
で
、
『
内
容
」
が
「
形
式
」
を
決
定
す
る
と
い
う
蔵

原
ら
の
文
学
論
を
「
唯
心
論
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
主

義
の
文
学
論
を
「
唯
心
論
」
と
す
る
横
光
の
批
判
は
、
形
式
主
議
文

学
論
争
以
前
か
ら
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
「
新
感
覚
派
と
コ
ン
ミ
ニ
ズ

ム
文
学
」
(
『
新
潮
』
昭
三
・
一
)
に
お
い
て
横
光
は
、
「
唯
物
論
」
に

も
と
づ
く
「
新
ら
し
き
文
学
が
、
コ
ン
ミ
-
一
ズ
ム
文
学
と
新
感
覚
派

文
学
の
二
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
い
づ
れ
が
、
(
中
略
)
よ

り
新
ら
し
く
し
て
広
間
な
る
文
学
と
な
る
べ
き
」
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
も
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
が
、
曽
て
用
ひ
た
弁
証
法
的
考
察

を
赦
す
な
ら
ば
、
新
感
覚
派
文
学
は
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
よ
り

も
、
よ
り
以
上
に
明
確
な
弁
証
法
的
発
展
段
階
の
上
に
、
位
置

し
て
ゐ
る
と
一
五
ふ
こ
と
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら

う
。
何
故
な
ら
、
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
は
、
(
中
略
)
そ
の
理
想

さ
へ
主
張
出
来
得
れ
ば
、
曽
て
犯
し
た
唯
心
論
的
文
学
の
古
き

様
式
を
さ
へ
も
、
易
々
諾
々
と
し
て
受
け
入
れ
て
ゐ
る
で
は
な

い
か
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
、
文
学
の
圏
内
に
於
て
は
、
た
だ
単

な
る
理
想
主
義
文
学
と
何
ら
変
る
所
は
な
い
と
云
ひ
得
ら
れ
る
。

(52) 

こ
こ
で
は
「
唯
心
論
的
文
学
の
古
き
様
式
」
を
も
っ
マ
ル
ク
ス
主

義
文
学
よ
り
も
、
横
光
ら
新
感
覚
派
の
方
が
「
弁
証
法
的
発
展
段
階

の
上
に
、
位
置
し
て
ゐ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
横
光
に
と
っ

て
、
新
感
覚
派
の
「
唯
物
論
的
文
学
」
が
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
よ
り

も
「
新
ら
し
き
文
学
」
で
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
新
感
覚
派

と
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
」
で
は
、
「
唯
物
論
」
が
「
唯
心
論
」
よ
り
「
新

ら
し
き
文
学
作
品
を
作
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
横
光
は
、
よ
り
「
新

し
い
」
文
学
を
、
よ
り
「
進
歩
」
し
た
文
学
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
新
し
い
」
文
学
は
、
「
作
者
と
作
品
と
を
ひ
っ
つ
け
て
考

マ
マ

へ
た
。
古
臭
い
」
(
吋
文
芸
時
評
」
『
文
芸
春
秋
』
昭
三
・
十
二
文
学

論
で
は
な
く
、
「
作
品
と
作
者
と
は
独
立
し
た
二
個
の
物
体
だ
」
と
い

う
「
科
学
」
的
な
文
学
論
を
展
開
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
形
式
と
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
(
『
創
作
月
刊
』
昭
四
・
士
一
)
に
は
、
「
目
下
、

世
界
の
思
想
史
上
に
於
て
、
最
も
進
歩
し
た
思
想
に
な
り
つ
つ
あ
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
「
内
容
」
と
「
形
式
」
に
つ

い
て
の
次
の
よ
う
な
部
分
が
見
ら
れ
る
。

内
容
と
は
、
読
者
と
文
字
の
形
式
と
の
聞
に
起
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
同
一
な
る
文
字
の
形
式
か
ら
は
変
化
せ
ら

れ
ず
、
読
者
の
頭
脳
の
た
め
に
変
化
を
生
じ
る
と
云
ふ
こ
と
が

明
瞭
に
な
る
。
即
ち
、
私
が
、
内
容
と
は
形
式
か
ら
受
け
る
読

者
の
幻
想
で
あ
る
と
云
っ
た
の
は
、
こ
れ
を
意
味
す
る
。
そ
れ

故
、
同
一
物
体
で
あ
る
形
式
か
ら
発
す
る
内
容
と
云
ふ
も
の
は
、

そ
の
同
一
物
体
を
見
る
読
者
の
数
に
従
っ
て
、
変
化
し
て
ゐ
る
。

(
中
略
)
即
ち
、
そ
の
読
者
の
頭
に
従
っ
て
、
文
字
か
ら
受
け

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
が
個
々
別
々
に
独
立
し
て
違
ふ
の
だ
。
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横
光
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
る
「
科
学
」
的
な
文
学
論
で
は
、

「
読
者
と
文
字
の
形
式
と
の
聞
に
起
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
で
あ
る
吋
内

容
」
が
読
者
に
よ
っ
て
「
個
々
別
々
に
独
立
し
て
違
ふ
」
と
い
う
こ

と
、
文
学
作
品
が
「
わ
れ
わ
れ
作
者
か
ら
も
(
中
略
)
ま
た
同
時
に

わ
れ
/
¥
読
者
か
ら
も
全
く
独
立
し
た
形
式
の
み
の
物
体
」
だ
と
い

う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
の
文
学
の
『
内
容
」
と
「
形
式
」

を
説
明
す
る
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
、
「
明
確
な
科
学
的
概
念
を
示
す
も

の
で
な
か
っ
お
」
と
さ
れ
て
い
る
。
横
光
の
「
科
学
」
的
な
文
学
論

で
は
、
最
も
「
進
歩
」
し
た
「
科
学
」
が
濫
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
科
学
」
の
濫
用
の
特
徴
に
は
、
「
ど
う
見
て
も
ご
く
漠
然
と
し

か
理
解
し
て
い
な
い
科
学
の
理
論
を
長
々
と
あ
げ
つ
ら
う
」
「
自
然
科

学
の
概
念
を
、
概
念
的
な
あ
る
い
は
経
験
的
な
正
当
化
を
す
こ
し
も

行
な
わ
ず
に
、
人
文
科
学
や
社
会
科
学
に
持
ち
込
む
」
「
ま
っ
た
く
無

関
係
な
文
脈
に
、
恥
も
な
く
専
門
用
語
を
投
入
し
て
、
皮
相
な
博
学

ぶ
り
を
誇
示
す
る
」
「
実
際
に
は
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
言
葉
や
文
章

を
も
て
あ
そ
ぶ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
{
引
}
。
「
現
代
フ
ラ

ン
ス
の
思
想
家
た
ち
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
や
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ラ
カ
ン
、

ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ア
や
ジ
ヤ
ツ
ク
・
デ
リ
ダ
等
、
が
(
中
略
)

『
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
』
と
い
う
語
を
、
徹
底
し
て
概
念
的
に
拡
大
し
、

そ
れ
ま
で
の
世
界
認
識
の
構
造
転
換
を
は
か
ろ
う
と
し
た
よ
う
に

(
中
略
)
『
文
字
』
と
い
う
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら

の
『
形
式
』
論
の
理
論
的
戦
略
を
構
築
し
よ
う
と
し

MV
」
と
さ
れ

る
横
光
は
、
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
」
と
同
じ
よ
う
に
「
科

学
」
を
濫
用
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
「
自
ら
の
『
形
式
』
輪
の
理
論
的

戦
略
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
形
式
と
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
内
容
が
形
式
を
決
定
す
る
と
称
す
る
が

ご
と
き
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
の
唯
心
論
は
、
此
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

前
に
は
、
ま
こ
と
に
、
迷
信
の
一
節
た
る
唱
歌
に
過
ぎ
な
い
」
と
さ

れ
て
い
る
。
横
光
が
「
科
学
」
を
濫
用
し
て
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学

の
唯
心
論
」
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
横
光
の
形
式
主
義
の
文
学
論

が
、
形
式
主
義
を
マ
ル
ク
ス
主
義
よ
り
も
「
新
し
い
」
と
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
る
。
横
光
の
品
マ
ル
ク
ス
主
義
』

的
『
科
学
』
を
批
判
し
越
え
て
い
く
『
科
斡
同
」
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
る
「
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
」
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義

の
文
学
論
で
説
明
さ
れ
る
『
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
」
よ
り
も
「
新

し
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
非
科
学
な
の
で
あ
る
。
横

光
は
『
形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
で
「
形
式
主
義
の
最
大
の

目
的
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
見
れ
ば
、
一
簡
の
物
体
は
運
動
す
る
と
き
、

必
ず
何
ら
か
の
エ
ネ
ル
、
キ

l
を
持
っ
て
ゐ
る
が
故
に
、
そ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
従
っ
て
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
は
読
者
と
作
物
の
形
式
か
ら
発
す
る
力
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

一
簡
の
作
物
は
読
む
人
の
能
力
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
変
化
さ
す
。
(
中
略
}
だ
が
、
何
が
故
に
、
か
く
の
ご
と
く

一
つ
の
作
物
が
そ
の
読
者
の
頭
に
よ
っ
て
様
々
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

を
放
散
さ
せ
る
か
。
(
中
略
)
最
も
有
力
な
原
因
は
、
読
者
の
頭

が
作
物
を
読
む
場
合
、
近
時
作
物
の
形
式
を
中
心
に
せ
ず
し
て
、

読
者
の
思
想
を
中
心
に
し
て
読
む
こ
と
に
原
因
し
て
来
た
。
そ

こ
で
、
形
式
主
義
運
動
の
第
一
の
目
的
は
、
読
者
に
向
っ
て
、

読
者
の
思
想
を
中
心
に
せ
ず
、
そ
の
作
物
の
形
式
を
中
心
に
し

て
価
値
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
に
あ
る
。
即
ち
、
作
品

価
値
の
決
定
の
方
法
が
形
式
主
義
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
横
光
が
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
「
形
式
主
義
の
最
大

の
目
的
」
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
横
光
の
「
最
大
の
目
的
」
が
、
『
形

式
」
に
よ
る
「
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
」
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ

(53) 
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う
な
「
思
憩
」
に
よ
る
「
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
」
よ
り
も
吋
新

し
い
」
も
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
だ
か
ら
だ
と
い
え
る
。
「
読
者
と
作

物
の
形
式
か
ら
発
す
る
力
」
と
さ
れ
る
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
「
読
む

人
の
能
力
如
何
に
よ
っ
て
」
変
化
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
わ
れ
わ

れ
作
者
か
ら
も
(
中
略
)
ま
た
同
時
に
わ
れ
/
¥
読
者
か
ら
も
全
く

独
立
し
た
形
式
の
み
の
物
体
」
の
価
値
を
決
め
る
の
は
、
「
形
式
」
で

は
な
く
「
読
む
人
の
能
力
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
品
の
価
値

が
「
読
む
人
の
能
力
如
何
に
よ
っ
て
」
決
ま
る
こ
と
を
説
明
す
る
吋
メ

カ
ニ
ズ
ム
」
は
、
作
品
の
価
値
が
「
形
式
」
の
如
何
に
よ
っ
て
決
ま

る
こ
と
を
説
明
す
る
横
光
の
形
式
主
義
を
否
定
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
横
光
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
る
形
式
主
義
の
「
最
大

の
目
的
」
が
、
作
品
の
価
値
を
決
め
る
の
が
何
な
の
か
を
論
じ
る
こ

と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
横
光
の
形
式
主
義
を
否

定
す
る
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
「
形
式
主
義
の
最
大
の
目
的
」
を
論
じ

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
よ
り
も
「
新
し
い
」

評
価
の
方
法
を
説
明
す
る
も
の
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
横
光
は
ァ
ー

芸
術
派
の
|
真
理
主
義
に
つ
い
て
」
(
『
読
売
新
聞
』
昭
五
・
三
・
十

六
、
十
八
、
十
九
)
で
、
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
文
学
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

自
然
主
義
の
文
学
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

真
理
を
探
る
方
法
に
於
て
本
能
に
重
心
を
置
き
す
ぎ
た
。
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
の
文
学
も
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
文
学
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
は
真
理
を
探
る
方
法
に
於
て
、
階
級
に
重

心
を
置
き
す
ぎ
た
。
さ
う
し
て
、
新
し
い
発
生
を
余
儀
な
く
せ

し
め
ら
れ
た
芸
術
派
の
真
理
主
義
者
た
ち
は
、
当
然
、
そ
の
真

理
を
探
る
方
法
に
於
て
、
方
法
そ
の
も
の
に
重
心
を
置
き
始
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
い
か
に
掘
り
あ
て
た
真
理
そ
の

も
の
が
古
く
と
も
、
そ
れ
は
良
い
の
だ
。
た
だ
方
法
そ
の
こ
と

が
新
し
け
れ
ば
。

(54) 

こ
こ
で
は
横
光
ら
「
芸
術
派
の
真
理
主
義
者
た
ち
」
の
「
真
理
を

探
る
方
法
」
と
し
て
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
、
自
然
主
義
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
そ
れ
よ
り
も
「
新
し
い
」
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
『
た
だ

方
法
そ
の
こ
と
が
新
し
け
れ
ば
」
と
い
う
横
光
の
形
式
主
義
は
、
そ

れ
が
「
作
品
価
値
の
決
定
の
方
法
」
と
し
て
、
ま
た
「
真
理
を
探
る

方
法
」
と
し
て
、
最
も
吋
新
し
い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
論
じ
る
「
唯

新
論
」
な
の
で
あ
る
。
文
学
の
目
的
を
真
理
の
探
究
と
す
る
「
科
学
」

的
な
文
学
論
は
、
唯
新
論
へ
と
「
進
歩
」
し
た
の
だ
と
い
え
る
が
、

横
光
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
る
文
学
論
は
、
中
削
与
一
の
形
式
主

義
か
ら
「
古
い
」
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
も
い
る
。
中
河
は
『
科

学
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
形
式
主
義
」
(
『
創
作
月
刊
』
昭
四
・
四
)
に

お
い
て
、
「
現
代
で
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
到
底
根
本
理
論
と
し
て
は
強
力

で
あ
り
得
な
い
。
(
中
略
〉
吾
々
は
吾
々
の
形
式
主
義
を
、
か
く
の
知

く
怪
し
げ
な
も
の
の
上
に
乗
せ
る
に
は
忍
び
な
い
」
と
し
た
上
で
、

横
光
の
吋
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
々
は
吾
々
の
文
学
論
を
物
理
学
の
上
に
打
ち
た
て
る
な
ら

ば
、
最
も
新
ら
し
い
学
説
の
上
に
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
ざ
わ
ざ
時
代
も
の
を
出
し
て
来
る
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら

う
か
。
且
つ
横
光
氏
の
説
に
於
て
は
、
何
故
に
『
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

が
又
「
電
子
原
子
」
が
、
「
形
式
は
内
容
を
決
定
す
る
」
と
い
ふ

形
式
主
義
の
根
本
理
論
と
如
何
や
う
な
る
関
係
を
持
っ
て
ゐ
る

か
が
全
く
不
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
中
河
は
、
横
光
の
「
科
学
」
的
な
文
学
論
に
お
い
て
、
「
時

代
も
の
」
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
「
形
式
主
義
の
根
本
理
論
と
如
何

や
う
な
る
関
係
を
持
っ
て
ゐ
る
か
が
全
く
不
明
」
だ
と
い
う
点
を
批
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判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
横
光
が
「
科
学
」
を
濫
用
し
て
い
る
こ
と
を

批
判
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
が
、
中
河
は
横
光
の
「
科
学
」
の
濫
用

を
ソ

l
カ
ル
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
{
川
ょ
『
文
学
論
を

物
理
学
の
上
に
打
ち
た
て
る
な
ら
ば
、
最
も
新
ら
し
い
学
説
の
上
に

築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
中
河
は
、
横
光
の
濫
用
し
て
い

る
の
が
物
理
学
の
「
最
も
新
ら
し
い
学
説
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
河
の
形
式
主
義
で
は
、
横
光
の
形

式
主
義
と
同
じ
よ
う
に
、
唯
新
論
が
「
形
式
主
義
の
根
本
理
論
」
と

な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
横
光
の
唯
新
論
を
批

判
す
る
中
何
の
形
式
主
義
は
、
横
光
の
い
う
『
唯
心
論
」
で
も
あ
る
。

中
河
の
形
式
主
義
は
、
横
光
か
ら
「
古
い
」
も
の
だ
と
批
判
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
横
光
と
中
河
は
、
ど
ち
ら
の
形
式
主
義
が
よ
り
「
新

し
い
」
の
か
と
い
う
こ
と
で
対
立
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

横
光
は
「
形
式
論
へ
の
批
判
」
で
中
河
の
「
唯
心
論
的
」
な
形
式
主

義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
中
河
氏
の
い
ふ
や
う
に
、
作
者
と
作
品
と
を
切
り
離
し
て

考
へ
る
必
要
は
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
親

と
、
そ
の
親
の
生
産
し
た
子
供
と
を
同
一
物
体
だ
と
認
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
点
の
み
に
は
、
私
は
賛
成
す
る

こ
と
は
出
来
難
い
。
何
ぜ
な
ら
、
中
河
氏
の
そ
の
作
品
と
作
者

と
の
考
察
の
仕
方
は
、
そ
の
形
式
主
義
と
は
反
対
に
、
あ
ま
り

に
唯
心
論
的
で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
こ
で
は
「
作
者
と
作
品
と
を
切
り
離
し
て
考
へ
る
必
要
は
な
い
」

と
す
る
中
前
の
形
式
主
義
が
「
唯
心
論
的
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
横
光
の
唯
新
論
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
教
養
主
義
的
な
文
学
論

を
批
判
す
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
教
養

主
義
的
な
文
学
輪
よ
り
も
「
新
し
い
」
横
光
の
形
式
主
義
は
、
「
作
者

と
作
品
と
を
切
り
離
し
て
考
へ
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
論

じ
る
中
河
の
「
古
い
」
形
式
主
義
に
「
賛
成
す
る
こ
と
は
出
来
難
い
」

も
の
な
の
で
あ
る
。
横
光
は
「
i
芸
術
派
の
|
真
理
主
義
に
つ
い
て
」

で
、
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
、
自
然
科
学
界
に
於
て
も
い
ま
だ
に

何
人
も
古
く
さ
い
と
云
っ
て
一
言
の
も
と
に
否
定
し
去
る
こ
と
は
出

来
な
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
た
と
ひ
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
新

し
く
と
も
古
く
さ
く
と
も
私
に
は
責
任
は
な
い
。
た
、
日
私
は
唯
物
論

の
発
生
よ
り
も
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
発
生
の
方
が
時
期
と
し
て
は
新
し
い

と
云
ふ
こ
と
だ
け
を
明
か
北
す
れ
ば
良
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
横
光

の
唯
新
論
は
、
「
古
い
」
文
学
論
を
「
一
言
の
も
と
に
否
定
し
去
る
」

も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
が
よ
り
「
新
し
い
」
の

か
を
問
題
と
す
る
横
光
の
唯
新
論
と
中
河
の
唯
新
論
と
の
対
立
で
は
、

ど
ち
ら
が
よ
り
「
古
い
」
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
も
い

る
の
で
あ
・
る
。
唯
新
論
は
、
「
古
い
」
文
学
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
新
し
い
」
文
学
論
へ
と
「
進
歩
」
す
る
の
だ
と
い
え
る
。
「
ー

芸
術
派
の
|
真
理
主
義
に
つ
い
て
」
に
は
、
中
何
の
「
古
い
」
文
学

論
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
部
分
が
見
ら
れ
る
。

中
河
氏
は
直
ぐ
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
(
中
略
)
古
く
さ
い
思
想
だ

か
ら
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
攻
撃
し
か
わ
し
て
氏
は
「
存
在

は
意
識
を
決
定
す
る
」
と
云
ふ
素
朴
実
在
論
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
よ

り
も
新
し
い
も
の
と
恩
ひ
込
ん
だ
。
し
か
し
、
素
朴
実
在
論
の

発

生

は

(

中

略

)

ギ

リ

シ

ャ

時

代

に

発

生

し

て

ゐ

る

層

古

く

さ
い
思
想
で
あ
る
。

横
光
の
形
式
主
義
と
中
削
の
形
式
主
義
と
の
対
立
で
は
、
ど
ち
ら

の
形
式
主
義
が
よ
り
「
新
し
い
」
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

形
式
主
義
文
学
論
争
で
の
唯
新
論
の
対
立
は
、
中
河
の
「
量
子
論
、

あ
る
い
は
不
確
定
性
原
理
へ
の
関
心
を
帰
着
点
の
一
っ
と
す
(
引
)
」

(55) 
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も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
量
子
力
学
は
、
最
も
「
新
し
い
」
「
進
歩
」

し
た
「
科
学
」
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
主
義
と
い
う
唯
新

論
に
お
い
て
、
何
が
『
新
し
い
」
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
形
式
主
義

文
学
論
争
は
、
「
偶
然
」
に
つ
い
て
論
じ
る
「
新
し
い
」
文
学
論
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
河
は
吋
偶

然
と
文
学
』
(
第
一
書
房
昭
十
・
十
一
)
で
、
「
文
中
、
物
理
学
に

関
す
る
部
分
は
誤
り
な
き
を
期
し
石
原
純
博
士
の
校
闘
を
得
た
」
と

し
た
上
で
、
景
子
力
学
を
濫
用
し
て
い
【
出
】
。
中
阿
の
形
式
主
義
は
、

横
光
の
「
古
い
」
形
式
主
義
を
否
定
す
る
「
新
し
い
」
文
学
論
へ
と

「
進
歩
」
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
進
歩
」
は
、
マ

ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
を
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
中
河

が
濫
用
す
る
「
偶
然
」
に
つ
い
て
の
「
科
学
」
は
、
「
必
然
」
を
論
じ

る
「
科
学
」
よ
り
も
「
新
し
い
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
可
偶
然
と
文
学
』

「
偶
然
文
学
論
」
に
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
部
分

が
見
ら
れ
る
。

マ
ル
キ
ス
ト
達
が
常
に
「
科
学
、
科
学
」
と
連
呼
し
な
が
ら
(
中

略
)
過
去
の
必
然
的
科
学
を
押
し
つ
け
て
来
た
理
不
尽
の
罪
科

は
指
摘
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
五
口
々
が
嘗
て
科
学
と
呼
ん
だ

も
の
は
マ
ル
キ
ス
ト
が
常
に
口
に
し
た
如
く
確
か
に
必
然
論
で

あ
っ
た
。
と
れ
は
被
観
測
体
だ
け
を
許
算
す
る
が
故
に
起
る
と

こ
ろ
の
必
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
観
測
体
を
思
考
の

中
か
ら
逸
脱
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
最
早
今

日
の
科
学
で
は
な
い
。

こ
こ
で
中
何
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
を
批
判
し
て
い

る
の
は
、
中
河
の
「
科
学
」
的
な
文
学
論
が
「
何
が
真
実
で
あ
り
、

何
が
真
実
で
な
い
か
を
宣
言
す
る
」
非
科
学
的
な
文
学
論
で
あ
る
た

め
だ
と
い
え
る
。
中
河
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
宣
言
す
る
「
真
実
」

が
「
今
日
の
科
学
」
が
明
ら
か
に
す
る
「
真
実
」
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
河
の
「
科
学
」
的
な
文
学
論

で
は
、
最
子
力
学
の
離
用
に
よ
っ
て
、
何
が
「
真
実
」
で
あ
る
か
が

宣
言
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
文
学
が
「
真
実
」
を
探

究
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
中
河
は
、
『
偶
然
と
文
学
』
「
偶

然
と
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(56) 

五
ロ
々
は
長
い
間
、
哲
学
的
に
、
文
科
学
的
に
真
実
と
い
ふ
も
の

を
固
定
的
な
も
の
、
一
つ
の
必
然
性
と
し
て
の
み
考
へ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、
新
ら
し
い
思
想
は
こ
れ
等
の
所
説
を
根
底
か
ら

破
壊
し
つ
つ
あ
る
。
即
ち
真
実
と
は
最
も
『
飛
躍
」
に
み
ち
吋
偶

然
性
」
に
よ
っ
て
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
だ
と
い
ふ
思
考
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
最
近
の
、
波
動
力
学
、
量
子
論
に
お
い
て
益
々
顧
著

な
傾
向
を
と
り
つ
つ
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
量
子
力
学
に
も
と
づ
い
て
「
真
実
」
が
「
最
も
『
飛

躍
』
に
み
ち
『
偶
然
性
』
に
よ
っ
て
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
」
と
さ
れ

て
い
る
。
中
河
の
吋
科
学
」
的
な
文
学
論
は
、
量
子
力
学
が
明
ら
か

に
す
る
「
不
思
議
」
な
「
真
実
」
を
探
究
す
る
文
学
が
、
最
も
「
進

歩
」
し
た
文
学
だ
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
「
偶
然

と
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
は
、
「
文
学
と
い
ふ
も
の
の
よ
さ
は
こ
の
不
思
議

を
追
究
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
真
実
の
中
に
不
思
議
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
真
実
そ
れ
自
身
の
性
質
が
不
思
議
だ
と
い
ふ
こ
と
に
あ

る
の
で
あ
る
。
若
し
真
実
と
い
ふ
も
の
が
従
来
の
よ
う
に
無
味
乾
燥

で
飛
躍
の
な
い
も
の
な
ら
文
学
な
ど
や
っ
た
っ
て
無
意
味
な
の
で
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
中
河
は
、
「
科
学
」
を
濫
用
し
て
「
不
思
議
」

が
「
真
実
」
だ
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
中
河
に

と
っ
て
の
「
科
学
」
が
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
「
宗
教
に
は

多
様
な
面
が
あ
り
、
い
っ
た
い
物
と
は
何
か
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
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た
の
か
と
か
、
人
間
と
は
何
か
、
神
と
は
何
か
、
ま
た
神
の
持
つ
力

と
は
ど
ん
な
も
の
か
な
ど
な
ど
の
ま
っ
た
く
多
種
多
様
な
質
問
に
、

ち

ゃ

ん

と

答

え

を

も

っ

て

い

ま

刊

J
。
中
河
の
「
科
学
」
的
な
文
学

論
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
何
が
「
真
実
」
か
と
い
う
問
題
の
「
答
え
」

な
の
で
あ
る
。
宗
教
と
し
て
の
「
科
学
」
で
は
、
そ
れ
を
信
仰
す
る

も
の
に
何
が
「
真
実
」
で
あ
る
か
が
宣
言
さ
れ
る
が
、
何
が
「
真
実
」

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
形
式
主
義
よ
り
も
「
進
歩
」
し
た
横
光

の
「
真
理
主
義
」
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
形
式
主
義
文

学
論
争
で
の
横
光
と
中
河
の
対
立
は
、
真
理
主
義
と
い
う
『
新
し
い
」

文
学
論
を
生
み
出
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
横
光

は
「
|
芸
術
派
の
!
真
理
主
義
に
つ
い
て
」
で
、
真
理
主
義
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
家
は
科
学
者
よ
り
も
正
し
く
真
実
を
探
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
私
は
前
に
書
い
た
。
科
学
者
よ
り
も
正
し
い
と
云
ふ
こ
と
は
、

芸
術
者
に
の
み
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
特
に
作
家

に
於
て
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
(
中
略
)
他
の
科
学
の
領
域
の
遠

く
及
ば
ざ
る
非
科
学
的
な
実
体
の
部
分
を
、
科
学
的
な
正
し
さ

に
表
現
し
計
算
し
得
る
方
法
の
発
見
及
び
そ
の
応
用
、
そ
れ
が

真
理
主
義
者
の
新
し
い
芸
術
的
目
的
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
中
略
)
新
し
い
真
理
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
は
階
級
と
か
本

能
と
か
知
識
と
か
感
情
と
か
は
、
た
だ
単
な
る
目
的
で
あ
っ
て

実
体
を
探
る
方
法
で
は
な
い
。
目
的
よ
り
も
方
法
へ
、
こ
れ
が

新
し
い
作
家
た
ち
の
活
動
主
体
で
あ
る
。

こ
こ
で
横
光
が
「
作
家
は
科
学
者
よ
り
も
正
し
く
真
実
を
探
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
い
る
の
は
、
形
式
主
義
文
学
論
争
に
お
け
る
横

光
の
「
科
学
」
信
仰
が
、
芸
術
信
仰
に
「
進
歩
」
し
た
か
ら
だ
と
い

え
る
。
「
形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
『
わ
れ
/
¥

は
こ
れ
か
ら
、
此
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
延
長
さ
せ
て
|
|
此
の
わ
れ
わ

れ
の
生
存
し
つ
つ
あ
る
限
り
、
他
の
何
物
よ
り
も
信
じ
る
こ
と
の
出

来
得
る
科
学
を
根
拠
に
し
て
、
一
切
の
文
学
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
し
て
い
た
横
光
の
「
科
学
」
的
な
文
学
論
は
、
中
何
と

の
対
意
に
よ
っ
て
、
真
理
主
義
と
い
う
「
新
し
い
」
芸
術
神
学
へ
と

「
進
歩
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
新
し
い
」
芸
術
神
学
は
、
芸
術

家
を
科
学
者
よ
り
も
「
正
し
い
」
と
す
る
。
芸
術
家
が
「

E
し
い
」

の
は
、
そ
れ
が
「
他
の
科
学
の
領
域
の
遠
く
及
ば
ざ
る
非
科
学
的
な

実
体
の
部
分
を
、
科
学
的
な
正
し
さ
に
表
現
し
計
算
し
得
る
方
法
」

を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
横
光
の
真
理
主

義
で
は
、
「
科
学
お
よ
び
科
学
者
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
司
現
実
』
の

領
域
の
狭
さ
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
芸
術
家
、
と

り
わ
け
作
家
が
、
広
義
の
明
現
実
』
に
お
け
る
『
真
理
』
を
探
る
こ

と
に
お
い
て
、
特
権
的
地
位
を
約
束
さ
れ
(
引
)
」
。
横
光
が
芸
術
家
を

科
学
者
よ
り
も
「
正
し
い
」
と
し
て
い
る
の
は
、
芸
術
が
「
科
学
」

よ
り
も
「
広
い
」
も
の
だ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
吋
新
し
い
」

芸
術
家
は
、
「
広
い
」
真
理
を
探
究
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
横
光
の
真
理
主
義
の
芸
術
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
科

学
」
よ
り
も
「
広
い
」
真
理
を
探
究
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
「
文
芸
時
評
」
(
『
改
造
』
昭
五
・
六
)
に
は
、
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
の
次
の
よ
う
な
部
分
が
見
ら
れ
る
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
以
外
に
真
理
主
義
の
文
学
が
な
い
と
云

ふ
こ
と
は
、
凡
そ
真
理
を
そ
の
や
う
に
も
偏
狭
に
す
る
こ
と
が

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
だ
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
だ
け
で
、
実
は
真

理
は
人
聞
を
基
本
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
行
動
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と

を
云
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
真
理
は
人
聞
を
離
れ

て
存
在
し
な
い
。
(
中
略
)
文
学
と
は
、
こ
れ
ら
人
間
の
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
真
理
を
科
学
そ
の
も
の
と
等
し
い
厳
密
さ
を
以
っ
て
、

(57) 
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ま
た
時
に
は
科
学
以
上
の
科
学
で
あ
る
人
間
学
の
基
本
と
し
て

整
理
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
し
て
文
学
そ
の
も
の
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
か
ら
発
せ
し
め
る
こ
と
に
於
て
正
し
さ
を
持
つ
の
で

あ
る
。
(
中
略
)
文
学
の
冷
然
た
る
科
学
性
は
、
い
か
な
る
科
学

と
て
も
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
隠
れ
た
る
か
の
大
真
理
に
向
つ
て
の
、

悠
々
た
る
探
検
に
そ
の
目
的
を
持
つ
の
で
あ
る
。

横
光
の
真
理
主
義
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
が
探
究

す
る
『
偏
狭
」
な
真
理
で
は
な
く
、
「
人
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
真
理

を
科
学
そ
の
も
の
と
等
し
い
厳
密
さ
を
以
っ
て
、
ま
た
時
に
は
科
学

以
上
の
科
学
で
あ
る
人
間
学
の
基
本
と
し
て
整
理
」
す
る
。
形
式
主

義
よ
り
も
「
進
歩
」
し
た
「
新
し
い
」
横
光
の
文
学
論
は
、
「
科
学
」

的
な
文
学
論
よ
り
も
「
広
い
」
も
の
、
「

E
し
い
」
も
の
と
な
っ
た
の

だ
と
い
え
る
。
横
光
に
と
っ
て
、
「
新
し
い
」
こ
と
は
「
正
し
い
」
こ

と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
唯
新
論
に
も
と
づ
く
横
光
の
文
学
論
は
、
「
新

し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
」
を
論
じ
る
「
純
粋
小
説
論
」
(
『
改
造
』

昭
十
・
四
)
へ
と
「
進
歩
」
す
る
。
「
純
粋
小
説
論
」
と
い
う
芸
術
神

学
と
、
「
偶
然
文
学
論
」
と
い
う
「
科
学
」
的
な
文
学
論
は
、
ど
ち
ら

も
唯
新
論
に
よ
っ
て
形
式
主
義
か
ら
「
進
歩
」
し
た
も
の
な
の
で
あ

る
。
形
式
主
義
文
学
論
争
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
形
式
主
義
と

の
対
立
、
そ
し
て
横
光
の
形
式
主
義
と
中
河
の
形
式
主
義
と
の
対
立

は
、
「
科
学
」
的
な
文
学
論
を
「
新
し
い
」
だ
け
の
文
学
論
へ
と
「
進

歩
」
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
横
光
は
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

文
学
の
展
開
」
(
『
文
芸
春
秋
』
昭
四
・
一
)
で
、
「
や
が
て
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
文
学
の
文
学
者
ら
は
(
中
略
)
喜
ぶ
べ
き
幻
覚
か
ら
醒
め
ね
ば

な
ら
ぬ
と
き
が
来
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
此
の
幻
覚
を
打
ち
壊
い

た
も
の
こ
そ
は
形
式
論
で
あ
る
。
彼
ら
は
彼
ら
の
幻
覚
か
ら
醒
め
る

や
否
や
、
今
ま
で
口
に
し
て
ゐ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
な
る
も
の
が
、

そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
で
も
何
ん
で
も
な
い
同
じ
き
人
生
の
勇
敢

な
、
も
し
く
は
憐
れ
む
べ
き
同
伴
者
だ
と
云
ふ
こ
と
に
気
附
く
で
あ

ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
よ
り
も
「
進
歩
」
し
た
形

式
主
義
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
養
主
義
的
な
文
学
論
は
、
「
古
く

さ
い
と
云
っ
て
一
言
の
も
と
に
否
定
」
さ
れ
る
。
唯
新
論
で
は
、
よ

り
「
新
し
い
」
も
の
へ
の
「
進
歩
」
が
必
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
唯
新
論
は
、
何
が
「
真
実
」
か
と
い
う
問
題
に
「
答
え
」

を
出
す
た
め
に
「
新
し
い
」
も
の
へ
と
「
進
歩
」
す
る
が
、
こ
の
「
進

歩
」
は
、
そ
れ
を
継
承
す
る
「
つ
ぎ
の
世
代
」
を
必
要
左
し
な
い
。

唯
新
論
と
し
て
の
非
科
学
的
な
文
学
論
の
「
進
歩
」
に
必
要
な
の
は
、

唯
新
論
が
否
定
す
る
「
古
い
」
文
学
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
唯
新
論
に

も
と
づ
く
「
進
歩
」
に
は
限
界
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
「
進
歩
」
は
科
学
の
進
歩
と
は
い
え
な
い
。
「
偉
大
な
進
歩
は
己
の

無
知
を
認
め
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
が
思
考
の
自
由
の
成
果
で

あ
る
こ
と
を
悟
り
、
こ
の
自
由
の
価
値
を
鼓
吹
し
て
、
懐
疑
は
危
慎

す
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
、
お
お
い
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
教
え
、
そ
の
自
由
を
義
務
と
し
て
つ
ぎ
の
世
代
に
も
求

め
て
い
く
、
こ
れ
こ
そ
科
学
者
た
る
者
の
責
任
で
あ
る
と
、
僕
は
考

え
る
の
で
丹
)
」
。
科
学
は
、
そ
の
進
歩
の
た
め
に
「
己
の
無
知
を
認

め
る
こ
と
」
の
で
き
る
「
つ
ぎ
の
世
代
」
を
必
要
と
す
る
が
、
非
科

学
的
な
文
学
論
で
あ
る
唯
新
論
に
「
己
の
無
知
を
認
め
る
こ
と
」
は

で
き
な
い
。
プ
己
の
無
知
を
認
め
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
「
無
知
の
知
」

は
、
「
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
発
生
し
て
ゐ
る
一
層
古
く
さ
い
思
想
」
だ
か

ら
で
あ
る
。
「
無
知
の
知
」
も
「
つ
ぎ
の
世
代
」
も
必
要
と
し
な
い
唯

新
論
は
、
科
学
に
も
と
づ
い
て
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
科
学

は
、
唯
新
論
の
「
進
歩
」
を
否
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(58) 

結
び

形
式
主
義
文
学
論
争
で
は
、

義
の
文
学
輪
と
い
う
こ
つ
の

マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
論
と
形
式
主

「
科
学
」
的
な
文
学
論
が
対
立
し
て
い
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る
が
、
こ
の
対
立
は
「
何
が
真
実
で
あ
り
、
何
が
真
実
で
な
い
か
を

宜
雷
す
る
」
非
科
学
的
な
文
学
論
の
対
立
だ
と
い
え
る
。
形
式
主
義

文
学
論
争
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
論
が
宣
言
す
る
『
真
実
」
と
、

形
式
主
義
の
文
学
論
が
宣
言
す
る
「
真
実
」
の
ど
ち
ら
が
「
正
し
い
」

の
か
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
争
点
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
主
義
と
い
う
「
科
学
」
に
も
と
づ
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文

学
輪
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
仕
事
の
発
遣
と
勝
利
と
に
助
力
す
る
す

べ
て
の
も
の
は
善
で
あ
り
、
そ
れ
を
害
す
る
も
の
は
悪
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
が
「
真
実
」
で
あ
る
と
宣
言
す
る
が
、
こ
の
善
悪
の
問
題

を
吋
科
学
」
的
に
解
決
す
る
非
科
学
な
文
学
論
は
、
教
養
主
義
の
文

学
論
と
同
じ
よ
う
に
、
作
品
の
価
値
が
作
者
の
「
物
の
見
方
」
や
「
態

度
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
「
古
い
」
文
学

論
で
も
あ
る
。
「
最
新
」
「
最
先
端
」
の
『
科
学
」
を
濫
用
す
る
形
式

主
義
は
、
こ
の
「
古
い
」
文
学
論
を
否
定
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
「
新
し
い
」
こ
と
を
「
正
し
い
」
こ
と
だ
と
す
る

形
式
主
義
で
は
、
最
も
円
進
歩
」
し
た
学
聞
が
明
ら
か
に
す
る
も
の

が
「
真
実
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
唯
新
論
と
も
い
え

る
形
式
主
義
は
、
形
式
主
義
文
学
論
争
で
「
進
捗
」
す
る
。
形
式
主

義
が
「
進
歩
」
し
た
の
は
、
そ
れ
が
唯
新
論
に
も
と
づ
く
も
の
だ
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
偶
然
文
学
論
」
や
「
純
粋
小
説
論
」
へ
と
「
進

歩
」
し
た
形
式
主
義
で
は
、
「
の
ち
の
時
代
に
は
展
開
し
て
い
か
な
か

っ
対
)
」
と
さ
れ
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
偶
然
文
学
論
」
や

「
純
粋
小
説
論
」
が
論
じ
た
問
題
を
継
承
す
る
文
学
論
が
な
い
の
は
、

形
式
主
義
が
「
の
ち
の
時
代
」
や
「
つ
ぎ
の
世
代
」
を
必
要
と
す
る

も
の
で
は
な
い
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
古
い
」
文
学
論
を
否
定
す
る

だ
け
の
「
新
し
い
」
文
学
論
に
は
進
歩
が
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

注
(
1
)

篠
田
浩
一
郎
『
小
説
は
い
か
に
書
か
れ
た
か
』
(
岩
波
新
書

九
八
-
一
年
五
月
〉

1

0

3
買

(
2
)

同
書

1

0

2
頁

(
3
)

小
森
陽
一
『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
(
新
曜
社
一
九
八
八
年
四

月
)

4

6

7
頁

(
4
)

佐
藤
千
登
勢
「
形
式
主
義
と
フ
オ
ル
マ
リ
ズ
ム
横
光
利
一
と

中
河
与
一
に
み
る
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
の
摂
取
|
」
(
『
比
較
文
学
年

誌
』
一
九
九
九
年
三
月
)

(

5

)

R

・
p
・
フ
ア
イ
ン
マ
ン
『
聞
か
せ
て
よ
、
フ
ア
イ
ン
マ
ン
さ

ん
』
(
大
貫
昌
子
、
江
沢
洋
訳
岩
波
現
代
文
庫
二

O
O
九
年
四

月

)
2
9
5
頁

(
6
)

同
書

3

0

2
頁

(
7
)

「
殴
る
」
は
、
横
光
が
「
文
芸
時
評
」
有
文
芸
春
秋
』
昭
三
・

十
一
)
で
「
平
林
初
之
輔
氏
や
、
蔵
原
惟
人
氏
の
云
ふ
や
う
に
、

内
容
が
形
式
を
決
定
す
る
と
云
ふ
理
論
は
、
此
の
作
で
見
事
に
転

覆
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ほ
ど
も
、
此
の
作
の
形
式
は
フ
オ
ル

マ
リ
ズ
ム
の
好
簡
の
典
型
と
な
っ
て
表
は
れ
て
ゐ
る
」
と
し
た
も

の
で
も
あ
る
。

(
8
)

山
本
芳
明
『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
(
ひ
つ
じ
書
房
ニ

0
0

O
年
十
二
月
)

9

7
頁

(
9
)

山
本
亮
介
『
横
光
利
一
と
小
説
の
論
理
h

(

笠

間

書

院

二

O
O

八
年
二
月
)

7

1
頁

(
川
)
ア
ラ
ン
・
ソ

l
カ
ル
、
ジ
ヤ
ン
・
ブ
リ
ク
モ
ン
『
「
知
」
の
欺
踊
』

(
田
崎
晴
明
、
大
野
克
嗣
、
堀
茂
樹
訳
岩
波
現
代
文
庫
二

O

一
二
年
二
月
)

7
頁

小
森
前
掲
書

4

6

6
頁

同
書

4

9

6
頁

佐
藤
文
隆
『
物
理
学
の
世
紀
』
(
集
英
社
新
書
一
九
九
九
年
十

二
月
)
で
は
、
ソ

l
カ
ル
事
件
に
は
じ
ま
る
「
科
学
」
の
濫
用
に

(
日
)

(
げ
)

(
け
)
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(
げ
)

(
げ
)

(
川
)

(
け
)

対
す
る
ソ

l
カ
ル
ら
の
批
判
に
つ
い
て
、
「
科
学
者
と
哲
学
者
の
関

係
を
政
治
‘
家
と
評
論
家
に
見
立
て
た
と
し
て
(
中
略
)
評
論
家
の

お
喋
り
に
キ
レ
る
者
が
出
て
く
る
こ
と
自
体
に
、
筆
者
は
物
理
帝

国
の
黄
昏
を
感
じ
る
」

(
1
8
9
1
1
9
0
頁
)
と
し
て
い
る
。
物

理
帝
国
成
立
期
(
相
対
性
理
論
と
量
子
力
学
の
成
立
期
)
の
も
の

と
い
え
る
横
光
の
「
科
学
」
の
濫
用
が
物
理
帝
国
衰
退
期
の
「
評

論
家
の
お
喋
り
」
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
物
理
帝

国
の
成
立
期
、
あ
る
い
は
全
盛
期
に
は
「
科
学
」
の
濫
用
を
問
題

と
す
る
ソ

l
カ
ル
の
よ
う
な
物
理
学
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と

い
え
る
。
「
僕
は
ど
う
も
科
学
に
偏
っ
た
人
間
で
、
と
く
に
若
い
と

き
は
(
中
略
)
い
わ
ゆ
る
人
文
科
学
と
い
う
も
の
を
勉
強
す
る
暇

も
、
心
の
ゆ
と
り
も
な
か
っ
た
」
(
フ
ア
イ
ン
マ
ン
前
掲
書

4
頁
)
。

物
理
帝
国
成
立
期
、
全
盛
期
の
物
理
学
者
に
は
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
論

文
を
書
く
「
暇
も
、
心
の
ゆ
と
り
も
な
か
っ
た
」
の
か
も
し
れ
な

(60) 

(
は
)
山
本
亮
介
前
掲
書

2

3

4
頁

(
げ
)
真
銅
正
宏
「
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論
l
中
河
与
一
「
偶

然
文
学
論
」
を
中
心
に
|
」
(
『
同
志
社
国
文
学
』
一
九
九
六
年
一

月
)
で
は
、
中
前
の
「
偶
然
文
学
論
」
に
お
け
る
「
科
学
」
に
つ

い
て
、
「
そ
れ
は
全
的
に
科
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
挑
戦

の
た
め
の
や
や
あ
や
ふ
や
な
応
用
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

ブ
ア
イ
ン
マ
ン
前
掲
書

3

0

2
頁

山
本
亮
介
前
掲
書

1

2

3
頁

フ
ア
イ
ン
マ
ン
前
掲
書

真
銅
前
掲
論
文

1
6
5
頁

※

本

文

の

引

用

は

蔵

原

惟

人

の

も

の

は

『

蔵

原

惟

人

評

論

集

h

第

一

巻

(

新

日

本

出

版

社

一

九

六

六

年

十

月

)

に

、

そ

れ

以

外

の

も
の
は
初
出
に
よ
り
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ピ
は
省
略
し
た
。


