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日
本
語
に
お
け
る
、
最
初
の
自
覚
的
な
文
芸
評
論
家
で
あ
る
小
林
秀
雄

が
昭
和
の
初
め
に
登
場
す
る
ま
で
、
随
想
か
ら
論
争
文
を
含
ん
だ
文
学
に

つ
い
て
の
評
論
文
は
主
に
作
家
の
書
く
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
か
ら

最
初
に
近
代
的
な
評
論
文
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
過
激

な
主
張
に
よ
っ
て
名
高
い
田
山
花
袋
の
「
露
骨
な
る
描
写
」
に
よ
っ
て
で

あ
る
。

（
近
日
文
壇
に
技
巧
と
言
う
こ
と
を
説
く
者
が
あ
る
。
技
巧
か
、
技
巧

か
、
自
分
は
既
に
明
治
の
文
壇
が
い
か
に
尊
い
犠
牲
を
こ
の
い
わ
ゆ
る
技

巧
な
る
も
の
に
払
っ
た
か
を
嘆
息
す
る
も
の
の
一
人
で
、
こ
の
い
わ
ゆ
る

技
巧
を
躁
臘
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
日
本
の
文
学
は
と
て
も
完
全
な
る
発
展

を
為
す
こ
と
は
出
来
ぬ
と
思
う
。

技
巧
論
者
は
言
う
、
近
時
の
文
壇
を
見
る
に
、
紅
露
道
鴎
の
諸
大
家
は

〈
論
文
〉

日
本
近
代
文
学
の
陥
穿

ｌ
小
林
秀
雄
の
位
置
に
つ
い
て

既
に
黙
し
て
、
後
進
の
徒
い
た
ず
ら
に
末
流
文
壇
に
跳
限
し
、
そ
の
文
体

の
支
離
滅
裂
な
る
、
そ
の
文
章
の
粗
雑
乱
暴
な
る
、
到
底
美
術
者
の
鑑
賞

に
値
い
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
そ
う
か
も
知
れ
ぬ
。

紅
葉
先
生
時
代
か
ら
比
べ
る
と
、
文
体
の
乱
暴
、
文
章
の
粗
栄
、
殆
ど
鷲

か
る
る
ば
か
り
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
自
分
は
質
問
し
た
い
、

い
わ
ゆ
る
そ
の
技
巧
の
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
に
果
し
て
奔
放
押
ゆ
く
か
ら

ざ
る
と
き
思
想
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
、
ど
う
か
。
〉
（
田
山
花
袋

「
露
骨
な
る
描
写
」
）

時
期
と
し
て
言
え
ば
、
坪
内
道
遙
に
よ
る
写
実
主
義
の
提
唱
を
受
け
た

一
一
葉
亭
四
迷
が
「
浮
雲
』
や
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
翻
訳
に
よ
っ
て
す
で
に
言

文
一
致
体
に
よ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
を
試
み
て
い
た
が
、
一
八
九
○
年
ご

ろ
に
文
語
調
の
魅
力
を
生
か
し
た
森
鴎
外
「
舞
姫
」
や
幸
田
露
伴
「
五
重

塔
」
と
い
っ
た
作
品
が
出
て
、
一
八
九
○
年
代
は
む
し
ろ
硯
友
社
の
尾
崎

紅
葉
の
よ
う
な
文
語
と
口
語
を
折
衷
し
た
半
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と
で
も
言

う
べ
き
作
品
が
主
流
だ
っ
た
。
一
九
○
○
年
代
に
入
っ
て
永
井
荷
風
「
地

田
中

和

生

２
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獄
の
花
」
や
田
山
花
袋
自
身
の
「
重
右
衛
門
の
最
後
」
と
い
っ
た
、
明
ら

か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主
義
文
学
を
模
倣
し
た
作
品
が
書
か
れ
た
が
、

ま
だ
ま
だ
日
本
語
に
よ
る
有
力
な
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
は
出
現
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
一
九
○
四
年
の
「
露
骨
な
る
描
写
」
は
書

か
れ
て
い
る
。

し
か
し
文
章
の
背
後
に
近
代
的
な
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で

言
え
ば
、
「
告
白
」
と
い
う
制
度
を
日
本
語
に
定
着
し
た
一
九
○
六
年
の

島
崎
藤
村
「
破
戒
」
や
、
恥
を
暴
露
す
る
と
い
う
方
向
で
私
小
説
に
い
た

る
日
本
の
自
然
主
義
の
流
れ
を
決
定
づ
け
た
翌
年
の
田
山
花
袋
『
蒲
団
」

と
い
っ
た
小
説
作
品
に
先
が
け
て
、
こ
の
評
論
文
に
は
書
き
手
が
「
本
当

に
言
い
た
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
触
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
硯
友
社
の
末
席
に
連
な
っ
て
い
た
田
山
花
袋
が
前
年
の
尾
崎
紅
葉

の
死
を
受
け
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
る
状
況
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

と
も
関
係
し
て
い
る
が
、
な
に
よ
り
ま
だ
駆
け
出
し
の
作
家
に
す
ぎ
な

か
っ
た
田
山
花
袋
が
「
紅
露
遁
鴎
」
の
よ
う
な
「
諸
大
家
」
の
技
巧
的
な

作
品
を
「
鍍
小
説
」
と
断
じ
て
退
け
、
新
し
い
時
代
に
は
技
巧
を
手
放
し

て
「
露
骨
な
る
描
写
、
大
胆
な
る
描
写
」
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
「
言
い
に
く
い
こ
と
を
一
百
お
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
が
、
そ
の
よ

う
な
印
象
を
生
み
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
大
胆
な
」
こ
と
を
書
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
す
る
文
章
自
体
が
「
大
胆
な
」
書
き
方
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
内
容
が
書
き
方
を
規
定
し
、
書
き
方
が
内
容
と
結
び
あ
う
と

い
う
の
は
近
代
的
な
文
章
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
「
言
い
に
く
い

こ
と
を
言
お
う
と
す
る
」
と
「
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」

と
い
う
印
象
に
な
る
と
い
う
感
触
は
、
そ
の
ま
ま
「
蒲
団
』
に
生
か
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
蒲
団
』
と
は
、
居
候
さ
せ
て
い
た
弟
子
の
女
学
生

が
去
っ
た
あ
と
で
そ
の
蒲
団
に
す
が
っ
て
泣
く
と
い
う
結
び
の
場
面
が
象

徴
す
る
よ
う
に
、
主
人
公
「
時
雄
」
が
抱
え
込
む
葛
藤
や
煩
悶
や
襖
悩
な

ど
口
に
出
し
て
は
「
一
言
い
に
く
い
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
」
緊
張
感
に
つ

ら
ぬ
か
れ
た
作
品
だ
っ
た
。

文
学
に
つ
い
て
の
評
論
文
と
し
て
な
ら
べ
て
み
て
も
、
一
八
九
三
年
に

近
代
的
個
人
の
内
的
感
覚
に
つ
い
て
語
っ
た
北
村
透
谷
の
「
内
部
生
命
論
」
、

’
八
九
八
年
に
俳
句
と
お
な
じ
く
写
生
に
よ
る
短
歌
の
革
新
を
説
い
た
正

岡
子
規
の
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
員
一
九
○
｜
年
に
道
徳
や
知
識
に
代

わ
る
個
人
の
ニ
ー
チ
ェ
主
義
的
な
価
値
観
を
提
示
し
た
高
山
樗
牛
の
「
美

的
生
活
を
論
ず
」
と
い
っ
た
、
「
露
骨
な
る
描
写
」
以
前
に
近
代
的
な
内

容
を
本
格
的
に
あ
つ
か
っ
た
評
論
文
が
、
い
ず
れ
も
文
語
調
の
書
き
方
で

あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
先
駆
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え

ば
「
内
部
の
生
命
」
と
い
う
言
い
方
で
「
私
」
と
い
う
存
在
を
暗
示
し
た

北
村
透
谷
は
、
近
代
的
な
も
の
の
条
件
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
た
め
に
江

戸
時
代
の
文
学
を
否
定
的
に
論
じ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
文
学
の

重
要
さ
に
触
れ
た
上
で
、
勧
善
懲
悪
と
い
う
理
念
に
し
た
が
っ
て
い
た
江

戸
文
学
の
担
い
手
に
つ
い
て
、
北
村
透
谷
は
言
う
。

〈
彼
等
の
多
く
は
、
卑
下
な
る
人
情
の
写
実
家
な
り
。
人
間
の
生
命
な

る
も
の
は
彼
等
に
於
て
は
、
譜
諺
を
暹
ふ
す
べ
き
目
的
物
た
る
に
過
ぎ
ざ

り
し
な
り
、
彼
等
は
愛
情
を
描
け
り
、
然
れ
ど
も
彼
等
は
愛
情
を
尽
き
ざ

り
し
な
り
、
彼
等
の
筆
に
上
り
た
る
愛
情
は
肉
情
的
愛
情
の
み
な
り
し
な

り
、
肉
情
よ
り
し
て
恋
愛
に
入
る
よ
り
外
に
は
、
愛
情
を
説
く
の
道
な
か

り
し
な
り
、
プ
ラ
ト
ー
の
愛
情
も
、
ダ
ン
テ
の
愛
情
も
、
バ
イ
ロ
ン
の
愛

情
も
、
彼
等
に
は
夢
想
だ
も
す
る
こ
と
能
わ
ざ
り
し
な
り
。
（
…
…
）
調
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ふ
所
の
勧
善
懲
悪
な
る
も
の
も
、
斯
る
者
が
善
な
り
、
斯
る
も
の
が
悪
な

り
と
定
め
て
、
之
に
対
す
る
勧
懲
を
加
へ
ん
と
し
た
る
者
に
し
て
、
未
だ

以
て
真
正
の
勧
懲
な
り
と
云
ふ
可
か
ら
ず
。
真
正
の
勧
懲
は
心
の
経
験
の

イ
ン
ナ
ー
ラ
イ
フ

上
に
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
即
ち
内
部
の
生
命
の
上
に
立
た
ざ
る
べ
か
ら

ず
、
故
に
内
部
の
生
命
を
認
め
ざ
る
勧
懲
主
義
は
、
到
底
真
正
の
勧
懲
な

り
と
云
ふ
く
か
ら
ざ
る
な
り
。
》
（
北
村
透
谷
「
内
部
生
命
論
」
）

婚
約
者
の
い
る
女
性
を
そ
の
婚
約
者
か
ら
奪
い
と
る
と
い
う
、
三
角
関

係
に
陥
っ
た
恋
愛
を
つ
う
じ
て
卓
越
し
た
近
代
意
識
を
手
に
入
れ
て
い
た

北
村
透
谷
に
と
っ
て
、
江
戸
文
学
の
描
い
た
「
愛
情
」
が
、
そ
れ
を
さ
さ

え
る
勧
善
懲
悪
の
物
語
が
、
近
代
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け

は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
伝
統
に
お
い
て
プ

ラ
ト
ン
が
、
ダ
ン
テ
が
、
バ
イ
ロ
ン
が
描
い
た
よ
う
な
「
愛
情
」
こ
そ
近

代
に
お
い
て
日
本
語
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
内
部
の
生
命
」
の
上
に
存
在
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
北
村
透
谷
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
な
に
を
」
描
け
ば
い

い
の
か
と
い
う
抽
象
的
な
内
容
だ
け
が
わ
か
っ
て
い
て
、
「
ど
の
よ
う
に
」

と
い
う
具
体
的
な
書
き
方
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
状
況
は
一

八
八
五
年
の
坪
内
道
遙
『
小
説
神
髄
」
や
翌
年
の
二
葉
亭
四
迷
「
小
説
総

論
」
の
こ
ろ
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
坪
内
道
遙
が
す

で
に
勧
善
懲
悪
の
物
語
を
否
定
し
て
い
た
の
と
お
な
じ
く
、
北
村
透
谷
は

そ
れ
が
江
戸
時
代
の
文
学
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
否
定
的
な
言

い
方
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
状
況
が
田
山
花
袋
の
「
露
骨
な
る
描
写
」
で
変
化
し
て
い
る
の
は
、

論
旨
を
「
露
骨
な
る
描
写
、
大
胆
な
る
描
写
」
で
さ
え
あ
れ
ば
い
い
と
い

う
ふ
う
に
受
け
と
れ
ば
、
内
容
は
む
し
ろ
二
葉
亭
凹
迷
の
「
小
説
総
論
」

に
お
け
る
「
摸
写
」
論
よ
り
単
純
化
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
の
だ
が
、

そ
こ
に
「
ど
の
よ
う
に
」
書
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
確
信
の
よ
う
な
も
の

が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
「
言
い
に
く
い
こ
と

を
言
お
う
と
す
る
」
よ
う
に
書
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
「
本
当
に
言

い
た
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と
い
う
印
象
を
も
つ
近
代
的
な
評
論
文
が

生
ま
れ
る
。

〈
自
分
は
明
治
の
文
壇
が
久
し
い
間
、
い
わ
ゆ
る
文
章
、
い
わ
ゆ
る
技

巧
な
る
も
の
に
支
配
せ
ら
れ
て
、
充
分
な
る
発
達
を
為
す
能
わ
ざ
る
こ
と

を
甚
だ
遺
憾
に
思
う
た
一
人
で
あ
る
。
文
士
が
い
ず
れ
も
文
章
に
苦
心
し
、

文
体
に
煩
悶
し
た
結
果
、
果
て
は
篁
村
調
と
か
、
紅
葉
調
と
か
、
露
伴
調

と
か
、
鴎
外
調
と
か
い
う
、
一
種
特
別
な
る
形
式
に
陥
り
、
自
ら
自
己
の

筆
を
束
縛
し
て
、
新
し
き
思
想
を
有
し
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
一
端
を
も

そ
の
筆
に
上
す
こ
と
能
わ
ず
、
空
し
く
文
章
の
奴
隷
と
為
っ
て
居
る
も
の

の
多
い
の
を
見
も
し
、
試
験
も
為
て
、
妙
な
か
ら
ず
遺
憾
に
思
っ
た
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
章
の
束
縛
を
脱
し
て
多
少
新
し
い
方
向
に
進
み
、

奔
放
な
る
思
想
を
も
描
き
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
を
喜
ば
し
く
も
頼
も
し

く
も
思
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
今
ゆ
く
り
な
く
再
び
技
巧
論
の
処
々

に
起
る
の
を
聞
い
て
は
、
自
分
は
黙
っ
て
は
居
ら
れ
な
い
。
〉
（
田
山
花
袋

「
露
骨
な
る
描
写
」
）

全
篇
に
共
通
す
る
の
は
、
こ
う
し
て
激
し
く
否
定
の
言
葉
を
交
え
な
が

ら
畳
み
か
け
る
よ
う
に
断
定
し
て
い
く
調
子
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
語
り

口
が
、
書
き
手
が
「
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と
こ
ろ
か

ら
来
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
一
種
の
仮
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
は
末

尾
の
「
け
れ
ど
も
あ
ま
り
露
骨
を
振
り
廻
す
と
、
ま
た
、
技
巧
論
者
か
ら

粗
兼
な
り
、
支
離
滅
裂
な
り
な
ど
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
一
先
こ
れ
で
や
め

４
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ま
す
」
と
い
う
一
文
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
来
の
感
覚
で
は
、
「
で
す

．
ま
す
」
と
い
う
丁
寧
語
を
つ
か
っ
て
、
「
紅
露
遁
鴎
」
の
よ
う
な
「
諸

大
家
」
を
含
め
た
読
者
全
体
に
敬
意
を
は
ら
っ
て
書
き
た
い
と
こ
ろ
を
、

あ
え
て
「
だ
・
で
あ
る
」
と
い
う
読
者
と
の
上
下
関
係
の
な
い
言
文
一
致

体
で
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
言
い
に
く
い
こ
と
を
言
お
う

と
し
て
い
る
」
と
い
う
印
象
も
生
ま
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
本
当
に
い
い
た
い
こ
と
」
が
あ
る
か
ら
「
本
当
に
言
い
た

い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と
読
者
に
思
わ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
実
は

「
言
い
に
く
い
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
書
き
方
が
、
事
後

的
に
「
言
い
に
く
い
こ
と
」
を
「
本
当
に
い
い
た
い
こ
と
」
だ
と
読
者
に

思
わ
せ
、
そ
の
文
章
の
背
後
で
逵
巡
す
る
書
き
手
の
内
面
を
想
像
さ
せ
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
学
を
模
倣
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
、
「
露
骨
な
る
描

写
」
が
書
か
れ
る
ま
で
の
経
過
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
な
に
を
」
描
け

ば
い
い
か
と
い
う
抽
象
的
な
内
容
だ
け
が
わ
か
っ
て
い
て
、
「
ど
の
よ
う

に
」
書
け
ば
そ
れ
を
日
本
語
に
で
き
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
や
り
方
が

わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
は
、
そ
れ
以
前
も
そ
れ
以
後
も
い
く
ど
も
く
り

返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
「
な
に
を
」
書

け
ば
い
い
の
か
と
い
う
抽
象
的
な
内
容
を
論
じ
る
評
論
文
の
役
割
を
、
日

本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
特
異
な
も
の
に
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
特

異
さ
を
も
っ
と
も
よ
く
体
現
す
る
の
が
、
小
林
秀
雄
で
あ
る
。

歴
史
的
に
言
っ
て
、
い
や
お
う
な
く
近
代
を
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
、
近

代
文
学
と
は
な
に
か
と
い
う
問
い
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

日
本
の
近
代
文
学
は
、
必
然
的
に
文
学
に
つ
い
て
の
評
論
文
を
先
行
さ
せ

る
か
た
ち
で
進
ん
で
き
た
。
そ
の
出
発
を
つ
げ
る
「
小
説
神
髄
』
を
書
い

た
坪
内
遁
遙
は
、
そ
う
し
て
「
世
相
人
情
」
を
客
観
的
に
写
す
小
説
の
必

要
を
説
い
て
か
ら
実
作
『
当
世
書
生
気
質
』
に
手
を
つ
け
、
二
葉
亭
四
迷

は
そ
の
「
小
説
神
髄
』
の
議
論
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
る
か
た
ち
で
「
小

説
総
論
」
を
書
き
、
そ
の
上
で
日
本
語
に
よ
る
最
初
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説

と
な
る
「
浮
雲
』
に
着
手
し
た
。

ま
た
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
の
自
然
主
義
の
方
向
を
決
定
づ
け

る
『
蒲
団
」
を
書
い
た
田
山
花
袋
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
「
露
骨
な
る
描

写
」
を
書
い
て
い
た
。
お
な
じ
よ
う
な
関
係
は
、
の
ち
に
一
九
二
八
年
の

蔵
原
惟
人
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
レ
ア
リ
ズ
ム
ヘ
の
道
」
と
同
年
の
小
林
多

喜
一
一
「
一
九
一
一
八
年
三
月
十
五
日
」
の
組
み
あ
わ
せ
や
、
一
九
一
一
一
五
年
に

横
光
利
一
が
主
張
し
た
「
純
粋
小
説
論
」
と
そ
れ
を
受
け
て
書
か
れ
た
長

篇
「
家
族
会
議
』
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も

共
通
し
て
い
る
の
は
、
評
論
文
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
文
学
の
理

念
を
翻
訳
し
、
実
作
が
そ
れ
を
具
体
的
な
日
本
語
に
定
着
し
よ
う
と
す
る

と
い
う
関
係
で
あ
る
。
た
と
え
ば
坪
内
遁
遙
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
以
来
の

イ
ギ
リ
ス
文
学
を
漠
然
と
想
定
し
、
二
葉
亭
囚
迷
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
小

説
と
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
評
論
を
手
が
か
り
に
し
、
田
山
花
袋
は
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
、
ゾ
ラ
、
イ
プ
セ
ン
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
を
ざ
っ
く
ば
ら
ん

’一
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に
援
用
し
た
。
も
ち
ろ
ん
蔵
原
惟
人
は
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
論
を
、
横
光

利
一
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
創
作
を
参
照
し
て
お
り
、
次
第
に
規
範
と

な
る
理
念
は
同
時
代
の
も
の
に
近
づ
い
て
い
く
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の

よ
う
な
関
係
の
な
か
で
文
学
作
品
が
書
か
れ
、
近
代
の
日
本
語
が
か
た
ち

づ
く
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

た
と
え
ば
そ
の
こ
と
は
、
詩
の
言
葉
の
変
化
か
ら
も
跡
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
口
語
自
由
詩
の
は
じ
ま
り
を
、
一
般
的
に
そ
う
言
わ
れ
る
川
路

柳
虹
や
相
馬
御
風
の
試
み
に
で
は
な
く
、
一
九
一
○
年
の
高
村
光
太
郎
の

作
品
に
見
る
瀬
尾
育
生
は
、
そ
れ
が
出
現
す
る
ま
で
の
日
本
語
の
変
化
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

〈
日
本
語
の
な
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
段
階
を
経
て

き
た
。
第
一
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
翻
訳
」
で
あ
っ
た
。
和
漢
混
合
の
振
動

体
で
あ
っ
た
日
本
語
の
な
か
に
と
り
あ
え
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
導
き
い
れ
る

た
め
の
い
く
つ
か
の
試
み
。
次
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
異
国
趣
味
」
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
異
物
で
あ
る
ま
ま
で
日
本
語
の
内
部
の
風
物
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
段
階
で
は
日
本
語
自
体
が
そ
の
な
か
に
錯
綜
し
た
極
性
を
含
み
、
言

語
自
体
が
内
面
化
し
、
情
象
・
情
調
・
イ
メ
ー
ジ
と
化
し
て
い
る
。
そ
し

て
第
三
に
理
論
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
や
っ
て
く
る
。
日
本

語
の
な
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ひ
き
い
れ
よ
う
と
す
る
動
き
は
逆
転
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
文
学
の
日
本
語
を
形
成
す
る
た
め
の
規
範
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
口
語
自
由
詩
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
第
三
の
段
階
を
可
能
に

す
る
た
め
の
前
提
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
〉
（
瀬
尾
育
生
「
ポ
ラ

リ
ザ
シ
オ
ン
」
、
「
わ
れ
わ
れ
自
身
で
あ
る
寓
意
』
所
収
）

詩
の
言
葉
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
言
語
の
極
性
と
極
性
の
あ
い
だ
の

「
振
動
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
「
振
動
」
が
、
た
と
え
ば
一
九
○
○
年

代
に
出
現
し
た
薄
田
泣
菫
や
蒲
原
有
明
の
作
品
の
よ
う
な
卓
越
し
た
象
徴

詩
を
さ
さ
え
て
い
た
漢
文
脈
と
和
文
脈
の
異
質
さ
の
あ
い
だ
で
は
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
よ
く
知
る
者
の
視
線
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
ア
ジ
ア
的
な

日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
異
質
さ
の
あ
い
だ
に
移
動
す
る
と
き
に
口
語
自
由

詩
が
出
現
す
る
、
と
い
う
瀬
尾
育
生
の
指
摘
は
あ
ざ
や
か
だ
。
そ
し
て
そ

の
口
語
自
由
詩
の
出
現
を
意
味
す
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
イ
ギ
リ

ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
そ
れ
ぞ
れ
約
一
年
ず
つ
滞
在
し
て
、
一
九
○
九
年
に
帰

国
し
た
高
村
光
太
郎
が
翌
年
に
書
い
た
「
根
付
の
国
」
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
ア
ジ
ア
的
な
日
本
人
で
あ
る
自
分
た
ち
の
姿
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
明
蜥

な
視
線
で
見
わ
た
さ
れ
、
そ
の
自
ら
を
見
る
視
線
と
自
ら
の
姿
の
異
質
さ

が
「
振
動
」
と
し
て
の
詩
の
言
葉
を
生
み
出
し
て
い
る
。

〈
頬
骨
が
出
て
、
唇
が
厚
く
て
、
眼
が
一
一
一
角
で
、
名
人
三
五
郎
の
彫
っ

た
根
付
の
様
な
顔
を
し
て

魂
を
ぬ
か
れ
た
様
に
ぽ
か
ん
と
し
て

自
分
を
知
ら
な
い
、
こ
せ
こ
せ
し
た

命
の
や
す
い

見
栄
坊
な

小
さ
く
固
ま
っ
て
、
納
ま
り
返
っ
た

猿
の
様
な
、
狐
の
様
な
、
も
も
ん
が
あ
の
様
な
、
だ
ぽ
は
ぜ
の
様
な
、

麦
魚
の
様
な
、
鬼
瓦
の
様
な
、
茶
碗
の
か
け
ら
の
様
な
日
本
人
〉
（
高

村
光
太
郎
「
根
付
の
国
」
）

こ
の
口
語
自
由
詩
の
出
現
に
よ
っ
て
「
理
念
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
が
流
入
す
る
回
路
が
生
ま
れ
、
一
九
二
○
年
代
以
降
さ
ま
ざ
ま

な
理
念
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
拠
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
書
か
れ
る
よ
う
に

な
り
、
や
が
て
そ
れ
が
あ
る
種
の
必
然
と
し
て
戦
争
詩
に
飲
み
こ
ま
れ
て

６

Hosei University Repository



日本近代文学の陥穿

い
っ
た
、
と
い
う
の
が
瀬
尾
育
生
「
戦
争
詩
論
」
の
議
論
だ
が
、
そ
う
し

て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
文
学
の
日
本
語
を
形
成
す
る
た
め
の
規
範
」
と
な
っ

て
い
く
な
か
で
、
日
本
語
に
よ
る
文
学
作
品
が
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的

に
せ
よ
、
ど
こ
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
等
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を

目
指
す
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
現
実
の
再
現
と
し
て

の
側
面
を
も
つ
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
学

を
規
範
と
し
て
い
く
過
程
は
そ
の
ま
ま
現
実
の
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同

等
の
国
家
に
近
づ
い
て
い
こ
う
と
す
る
時
代
に
重
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に

は
ま
が
り
な
り
に
も
日
本
語
で
「
真
実
ら
し
い
」
も
の
が
描
け
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
意
識
と
描
か
れ
る
べ
き
現
実
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
そ
れ
ほ
ど

変
わ
ら
な
い
部
分
が
出
て
き
た
と
い
う
感
覚
が
、
き
わ
め
て
緊
密
に
結
び

つ
い
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
「
真
実
ら
し
い
」
も
の
が
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
感
触
は
、

た
と
え
ば
小
説
で
は
志
賀
直
哉
が
一
九
一
七
年
の
短
篇
「
城
の
崎
に
て
」

を
書
く
あ
た
り
か
ら
一
九
二
一
年
に
長
篇
『
暗
夜
行
路
』
の
前
編
を
刊
行

す
る
ぐ
ら
い
ま
で
に
出
て
く
る
し
、
短
歌
で
は
斎
藤
茂
吉
の
一
九
一
三
年

の
歌
集
「
赤
光
』
と
一
九
一
二
年
の
歌
集
「
あ
ら
た
ま
」
の
出
現
に
よ
っ

て
明
ら
か
な
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
日
本
語
に
よ
る
近
代
文
学
で
は
、
一

九
二
○
年
前
後
に
写
実
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
言
葉
が
完
成
し
た
と
言
え
る

の
だ
が
、
同
時
代
に
志
賀
直
哉
や
斎
藤
茂
吉
を
読
み
、
い
ち
は
や
く
そ
う

し
た
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
芥
川
龍
之
介
は
、
一
九
二
○
年
に

象
徴
的
な
短
篇
「
舞
踏
会
」
を
書
い
て
い
る
。

〈
「
西
洋
の
女
の
方
は
ほ
ん
と
う
に
御
美
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
こ
と
。
」

海
軍
将
校
は
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
思
い
の
ほ
か
真
面
目
に
首
を
振
っ

た
。

「
日
本
の
女
の
方
も
美
し
い
で
す
．
殊
に
あ
な
た
な
ぞ
は
ｌ
」

「
そ
ん
な
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
わ
。
」

パ
リ

「
い
え
、
御
世
辞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
巴
里
の
舞
踏

会
へ
も
出
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
皆
が
驚
く
で
し
ょ
う
。
ワ
ッ
ト
オ
の

絵
の
中
の
御
姫
様
の
よ
う
で
す
か
ら
。
」

明
子
は
ワ
ッ
ト
オ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
海
軍
将
校
の
言
葉
が
呼

び
起
こ
し
た
、
美
し
い
過
去
の
幻
も
ｌ
灰
暗
い
森
の
噴
水
と
凋
れ
て
行

く
薔
薇
と
の
幻
も
、
｜
瞬
の
後
に
は
名
残
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
が
、
人
一
倍
感
じ
の
鋭
い
彼
女
は
、
ア
イ
ス
ク
リ

イ
ム
の
匙
を
動
か
し
な
が
ら
、
わ
ず
か
に
も
う
一
つ
残
っ
て
い
る
話
題
に

槌
る
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

「
私
も
巴
里
の
舞
踏
会
へ
参
っ
て
見
と
う
ご
ざ
い
ま
す
わ
。
」

「
い
え
、
巴
里
の
舞
踏
会
も
全
く
こ
れ
と
同
じ
事
で
す
。
」

海
軍
将
校
は
こ
う
云
い
な
が
ら
、
二
人
の
食
卓
を
緯
っ
て
い
る
人
波
と

菊
の
花
を
見
廻
し
た
が
、
た
ち
ま
ち
皮
肉
な
微
笑
の
波
が
瞳
の
底
に
動
い

た
と
思
う
と
、
ア
イ
ス
ク
リ
イ
ム
の
匙
を
止
め
て
、

「
巴
里
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
舞
踏
会
は
ど
こ
で
も
同
じ
事
で

す
。
」
と
半
ば
独
り
語
の
よ
う
に
つ
け
加
え
た
。
〉
（
芥
川
龍
之
介
「
舞
踏

〈麦」）作
品
は
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
将
校
で
小
説
家
で
も
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ロ

チ
が
、
近
代
化
が
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
一
八
八
六
年
に
日
本
を
訪
れ
て

書
い
た
、
小
説
「
お
菊
さ
ん
」
や
紀
行
『
秋
の
日
本
」
を
下
敷
き
に
し
て

お
り
、
と
く
に
一
八
八
九
年
刊
行
の
「
秋
の
日
本
」
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
江

戸
の
舞
踏
会
」
を
意
識
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
ロ
チ
自
身
も
招

待
さ
れ
た
一
八
八
六
年
十
一
月
に
鹿
鳴
館
で
行
わ
れ
た
舞
踏
会
に
つ
い
て
、
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「
と
こ
ろ
で
、
ロ
ク
・
メ
イ
カ
ン
そ
の
も
の
は
美
し
い
も
の
で
は
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
建
築
で
、
出
来
立
て
で
、
真
っ
白
で
、
真
新
し
く
て
、

カ
ジ
ノ

い
や
は
や
、
わ
れ
わ
れ
の
国
の
ど
こ
か
の
温
泉
町
の
娯
楽
場
に
似
て
い
る
。

で
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
は
な
に
も
エ
ド
と
は
限
ら
ず
、
ど
こ
で
も
い
い

の
だ
と
思
い
か
ね
な
い
」
「
わ
た
し
は
あ
の
衣
装
、
あ
の
物
腰
、
あ
の
儀

礼
、
あ
の
舞
踏
が
、
皇
室
の
命
令
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
心
に
も
な
く
速

成
的
に
教
え
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
と
き
に
さ
え
、
彼
ら

が
ま
っ
た
く
す
ば
ら
し
い
真
似
手
で
あ
る
こ
と
を
思
う
」
（
村
上
菊
一
郎

・
吉
氷
清
訳
）
と
書
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
身
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
視

線
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
ろ
う
と
も
が
い
て
い
る
日
本
の
模
倣
性
と
後
進

性
を
、
残
酷
な
ま
で
に
指
摘
し
た
文
章
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
二
○
年
の
芥
川
龍
之
介
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ビ
オ
と
い

う
本
名
で
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
自
身
を
登
場
さ
せ
て
い
る
そ
の
舞
踏
会
を
、

「
海
軍
将
校
」
が
「
明
子
」
の
美
し
さ
を
賞
賛
す
る
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
等
の
も
の
と
し
て
描
き
、
あ
ま
つ
さ
え
そ
の
同
等

さ
を
実
感
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
身
と
言
っ
て
い
い
「
海
軍
将
校
」
に
「
明

子
」
と
バ
ル
コ
ニ
ー
で
花
火
を
見
な
が
ら
「
私
は
花
火
の
事
を
考
え
て
い

ヴ
イ

た
の
で
す
。
我
々
の
生
の
よ
う
な
花
火
の
事
を
。
」
と
口
に
出
さ
せ
、
日

本
語
で
生
の
は
か
な
さ
を
発
見
さ
せ
る
よ
う
に
書
く
。
こ
こ
に
現
わ
れ
た
、

日
本
語
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
を
正
確
に
記
述
で
き
る
と
い
う

自
負
の
意
識
が
、
ど
れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
そ
の
書

き
方
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
日
本
語
自
体
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
近
代
的
な
現
実
を
あ
り
あ
り
と
再
現
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
実
際
こ
の
端
正
な
作
品

の
読
後
感
は
そ
の
自
負
に
値
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
芥
川
龍
之
介
の

「
舞
踏
会
」
は
日
本
に
お
け
る
近
代
文
学
の
完
成
を
象
徴
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
そ
の
「
完
成
」
は
、
実
は
高
村
光
太
郎
の
「
根
付
の
国
」
や

ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
作
品
が
身
も
蓋
も
な
く
示
す
ア
ジ
ア
的
な
日
本
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
異
質
さ
を
、
志
賀
直
哉
や
斎
藤
茂
吉
が
達
成
し
た
写
実
的

な
言
葉
の
感
触
で
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
だ
か

ら
そ
の
構
図
を
さ
さ
え
て
い
る
規
範
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
視
線

と
そ
の
視
線
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
模
倣
性
と
後
進
性
で
特
徴
づ
け

ら
れ
る
日
本
の
現
実
と
い
う
出
発
点
を
見
失
う
と
き
、
日
本
の
近
代
文
学

は
自
ら
を
規
範
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
と
錯
覚
す
る
と
い
う

「
陥
巽
」
に
落
ち
込
ん
で
い
く
の
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
島

崎
藤
村
と
田
山
花
袋
に
よ
る
自
然
主
義
か
ら
白
樺
派
の
志
賀
直
哉
へ
と
い

う
作
品
の
流
れ
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
言
葉
を
手
に
入
れ
た
作
家
が
自
ら

の
身
辺
に
つ
い
て
書
く
「
私
小
説
」
を
可
能
に
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
ら
か

じ
め
近
代
化
さ
れ
た
視
線
で
模
倣
性
も
後
進
性
も
気
に
す
る
必
要
の
な
い

現
実
、
そ
こ
に
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
を
書
く
作
家
が
い
る
と
い
う
意
味
で
は

充
分
に
近
代
化
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
日
本
の
現
実
を
眺
め
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
日
本
語
に
よ
る
「
私
小
説
」
が
純
粋
「
近
代
」
的

な
作
品
の
実
現
だ
と
い
う
評
価
も
出
て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
評
価
を
し
た
の
も
ま
た
、
日
本
の
近
代
文
学
に

お
い
て
特
異
な
役
割
を
果
た
し
つ
づ
け
て
き
た
、
文
学
に
つ
い
て
の
評
論

文
だ
っ
た
。

〈
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
眼
で
見
る
と
、
現
在
日
本
の
殆
ん
ど
凡
ゆ
る

■■■■■■■■■
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作
家
は
、
各
々
「
私
小
説
」
を
書
い
て
い
る
。
島
崎
さ
ん
の
岸
本
物
な
ど
、

殊
に
「
新
生
」
な
ど
は
そ
の
好
適
例
で
あ
る
。
田
山
さ
ん
の
「
残
雪
」
な

ど
も
、
確
に
そ
う
に
違
い
な
い
。
純
客
観
的
作
家
と
長
く
見
ら
れ
て
来
た
、

徳
田
さ
ん
の
「
徴
」
や
「
燗
れ
」
も
「
私
小
説
」
と
見
ら
れ
な
い
事
は
な

い
。
こ
の
人
の
近
作
で
も
、
「
棺
桶
」
な
ど
は
明
に
私
小
説
で
あ
る
。
同

じ
く
正
宗
さ
ん
の
、
い
わ
ゆ
る
「
入
江
物
」
の
作
者
が
明
に
現
わ
れ
て
い

る
数
種
は
、
自
然
主
義
時
代
に
あ
っ
て
、
明
に
私
小
説
で
あ
り
、
近
頃
身

辺
を
描
く
短
い
も
の
に
は
、
ま
す
ま
す
私
小
説
の
傾
向
が
増
え
て
来
て
い

る
。
近
松
秋
江
氏
な
ど
は
、
い
う
ま
で
も
な
き
「
私
小
説
」
家
で
あ
る
。

そ
の
他
の
、
中
堅
作
家
に
、
例
を
取
れ
ば
限
り
は
な
い
。
中
に
は
葛
西
善

蔵
君
の
如
く
、
終
始
「
私
小
説
」
に
一
貫
し
て
い
る
人
す
ら
あ
る
。

そ
う
し
て
、
私
は
そ
れ
ら
の
「
私
小
説
」
を
、
人
一
倍
愛
読
す
る
の
み

か
、
ど
う
し
て
も
小
説
の
本
道
だ
と
考
え
る
。
》
（
久
米
正
雄
「
「
私
』
小

説
と
「
心
境
』
小
説
」
）

こ
れ
は
「
舞
踏
会
」
が
書
か
れ
て
か
ら
五
年
後
、
芥
川
龍
之
介
や
菊
池

寛
ら
と
第
四
次
「
新
思
潮
」
を
創
刊
し
た
こ
と
も
あ
る
小
説
家
の
久
米
正

雄
が
、
「
心
境
小
説
」
と
い
う
言
い
方
で
「
私
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
私

小
説
」
を
論
じ
、
そ
れ
こ
そ
が
「
小
説
の
本
道
」
だ
と
主
張
し
て
大
正
時

代
末
期
の
文
壇
に
議
論
を
巻
き
お
こ
し
た
、
一
九
二
五
年
の
評
論
文
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
日
本
語
に
よ
る
近
代
文
学
が
そ
の
黎
明
期
か
ら
採

用
し
つ
づ
け
て
き
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
学
を
規
範
と
す
る
と
い
う

価
値
観
は
完
全
に
転
倒
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
日
本
語
が
日
本
語
で
あ

る
以
上
、
そ
こ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
と
の
異
質
さ
が
完
全
に
消
え

て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
が
、
本
来
「
日
本
的
」
と
見
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
異
質
さ
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
」
な

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
久
米
正
雄
は
弓
他
』
を
描
い
て
、

あ
く
ま
で
「
目
』
を
そ
の
中
に
行
き
わ
た
ら
せ
る
．
ｌ
そ
う
い
う
偉
い

作
家
も
、
あ
る
い
は
古
今
東
西
の
一
、
こ
の
天
才
に
は
、
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
、
そ
れ
か
ら
更
に
そ
の
代
表
的

な
作
家
と
し
て
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
。
）
が
、
そ
れ
と
て
他
人
に
仮
託
し
た
そ

の
瞬
間
に
、
私
は
何
だ
か
芸
術
と
し
て
、
一
種
の
間
接
感
が
伴
い
、
技
巧

と
い
う
か
凝
り
方
と
い
う
か
、
一
種
の
都
合
の
い
い
虚
構
感
が
伴
っ
て
、

読
み
物
と
し
て
は
優
っ
て
も
、
結
局
信
用
が
置
け
な
い
。
そ
う
い
う
意
味

か
ら
、
私
は
こ
の
頃
或
る
講
演
会
で
、
こ
う
い
う
暴
言
を
す
ら
吐
い
た
。

ト
ル
ス
ト
イ
の
『
戦
争
と
平
和
』
も
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
の
「
罪
と

罰
」
も
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
『
ポ
ヴ
リ
イ
夫
人
』
も
、
高
級
は
高
級
だ
が
、
結

局
、
偉
大
な
る
通
俗
小
説
に
過
ぎ
な
い
と
。
結
局
、
作
り
物
で
あ
り
、
読

み
物
で
あ
る
」
（
同
前
）
と
ま
で
言
う
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
逆
に
言
え
ば
よ
り
「
近
代
文
学
」
的
な
も
の
が
規

範
と
な
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
「
理
念
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
が
徹
底
的
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

た
ま
た
ま
そ
の
「
理
念
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
日
本
語
の
「
日
本
的
」
な

も
の
の
な
か
に
発
見
き
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
一
貫
し
て

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
学
」
と
い
う
抽
象
的
な
内
容
が
、
あ
ら
か
じ
め

こ
れ
か
ら
具
体
的
に
書
か
れ
る
べ
き
作
品
の
答
え
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、

久
米
正
雄
は
こ
の
評
論
を
書
い
た
あ
と
意
識
的
に
「
心
境
小
説
」
を
書
い

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
評
論
文
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代

文
学
」
の
理
念
を
「
翻
訳
」
し
、
実
作
が
そ
れ
を
日
本
語
に
定
着
し
よ
う

と
す
る
と
い
う
、
日
本
の
近
代
文
学
で
く
り
返
さ
れ
て
き
た
関
係
だ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
日
本
語
に
お
け
る
文
学
に
つ
い
て
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の
評
論
文
を
、
「
文
芸
評
論
」
と
い
う
実
作
に
変
え
て
し
ま
っ
た
小
林
秀

雄
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
そ
う
し
た
関
係
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
一
九

二
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
全
盛
の
風
潮
の
な
か
で
、

雑
誌
「
改
造
」
の
懸
賞
論
文
の
二
等
当
選
作
と
し
て
「
様
々
な
る
意
匠
」

が
発
表
さ
れ
る
。

〈
吾
々
に
と
っ
て
幸
福
な
事
か
不
幸
な
事
か
知
ら
な
い
が
、
世
に
一
つ

と
し
て
簡
単
に
片
付
く
問
題
は
な
い
。
遠
い
昔
、
人
間
が
意
識
と
共
に
与

え
ら
れ
た
言
葉
と
い
う
吾
々
の
思
索
の
唯
一
の
武
器
は
、
依
然
と
し
て
昔

乍
ら
の
魔
術
を
止
め
な
い
。
劣
悪
を
指
嗽
し
な
い
如
何
な
る
崇
高
な
言
葉

も
な
く
、
崇
高
を
指
駿
し
な
い
如
何
な
る
劣
悪
な
言
葉
も
な
い
。
而
も
、

若
し
言
葉
が
そ
の
人
心
眩
惑
の
魔
術
を
捨
て
た
ら
恐
ら
く
影
に
過
ぎ
ま
い
。

私
は
、
こ
こ
で
問
題
を
提
出
し
た
り
解
決
し
た
り
仕
様
と
は
思
わ
ぬ
。

私
は
た
だ
世
の
騒
然
た
る
文
芸
批
評
家
等
が
、
騒
然
と
行
動
す
る
必
要
の

為
に
見
ぬ
振
り
を
し
た
種
々
な
事
実
を
拾
い
上
げ
度
い
と
思
う
。
私
は
た

だ
、
彼
等
が
何
故
に
あ
ら
ゆ
る
意
匠
を
凝
ら
し
て
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
か
を
、
少
々
不
審
に
思
う
許
り
で
あ
る
。
私
に
は
常
に
舞
台
よ
り
楽
屋

の
方
が
面
白
い
。
こ
の
様
な
私
に
も
、
や
っ
ぱ
り
軍
略
は
必
要
だ
と
す
る

な
ら
、
「
搦
手
か
ら
」
、
こ
れ
が
私
に
は
最
も
人
性
論
的
法
則
に
適
っ
た
軍

略
に
見
え
る
の
だ
。
〉
（
小
林
秀
雄
「
様
々
な
る
意
匠
」
）

こ
れ
は
そ
の
冒
頭
で
あ
る
が
、
二
十
世
紀
後
半
の
テ
ク
ス
ト
論
以
降
の

文
学
観
を
通
過
し
た
現
在
の
視
点
か
ら
見
て
、
文
学
の
問
題
が
言
葉
の
問

題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と

関
係
し
て
い
る
が
、
こ
の
文
学
に
つ
い
て
の
評
論
文
を
こ
れ
ま
で
日
本
の

近
代
文
学
で
書
か
れ
て
き
た
も
の
の
な
か
で
異
質
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

れ
が
「
問
題
を
提
出
し
た
り
解
決
し
た
り
仕
様
」
と
し
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。

な
ぜ
な
ら
小
林
秀
雄
の
「
文
芸
評
論
」
が
出
現
す
る
ま
で
、
日
本
語
に

よ
る
評
論
文
は
「
問
題
を
提
出
し
た
り
解
決
し
た
り
仕
様
」
と
す
る
も
の

だ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
日
本
の
近
代
文
学
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
作
品

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
学
に
そ
の
答
え
が
あ
る
「
文
学
と
は
な
に
か
」

と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
書
か
れ
て
き
た
。
そ
う
い
う
書
き
方
を
し

て
い
る
と
い
う
点
で
、
坪
内
道
遙
も
二
葉
亭
四
迷
も
森
嶋
外
も
夏
目
漱
石

も
高
村
光
太
郎
も
萩
原
朔
太
郎
も
永
井
荷
風
も
芥
川
龍
之
介
も
そ
の
例
外

で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
小
林
秀
雄
の
「
文
芸
評
論
」
に
お
い
て
、
日
本
語

に
よ
る
文
学
作
品
と
し
て
は
初
め
て
、
答
え
の
な
い
問
い
が
引
き
受
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
づ
け
て
小
林
秀
雄
は
言
う
。

〈
文
学
の
世
界
に
詩
人
が
棲
み
、
小
説
家
が
棲
ん
で
い
る
様
に
、
文
芸

批
評
家
と
い
う
も
の
が
棲
ん
で
い
る
。
詩
人
に
と
っ
て
は
詩
を
創
る
事
が

希
い
で
あ
り
、
小
説
家
に
と
っ
て
は
小
説
を
創
る
事
が
希
い
で
あ
る
。
で

は
、
文
芸
批
評
家
に
と
っ
て
は
文
芸
批
評
を
書
く
事
が
希
い
で
あ
る
か
？

恐
ら
く
こ
の
事
実
は
多
く
の
逆
説
を
孕
ん
で
い
る
。
〉
（
同
前
）

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
い
ま
書
か
れ
つ

つ
あ
る
「
文
芸
評
論
」
の
な
か
で
「
文
芸
評
論
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問

い
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
近
代
以
降
の
日

本
で
は
「
詩
」
も
「
小
説
」
も
、
も
ち
ろ
ん
「
文
学
に
つ
い
て
の
評
論
文
」

も
、
そ
の
よ
う
な
書
か
れ
方
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
詩
」

で
も
「
小
説
」
で
も
、
そ
れ
が
な
に
か
と
い
う
問
い
の
答
え
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
近
代
文
学
に
あ
る
と
い
う
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
「
文
学
に
つ

い
て
の
評
論
文
」
で
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
問
い
が
立
て
ら
れ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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Ｌ『ノ。 け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
近
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
す
ぐ
れ
た

「
詩
」
や
「
小
説
」
は
「
詩
と
は
な
に
か
」
、
「
小
説
と
は
な
に
か
」
と
い

う
問
い
に
新
し
く
答
え
る
よ
う
に
し
て
書
か
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
文
学

作
品
が
書
か
れ
る
と
は
本
来
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
「
文
芸
評
論
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
よ

う
に
し
て
「
文
芸
評
論
」
を
書
い
て
い
る
小
林
秀
雄
は
、
言
葉
の
真
の
意

味
に
お
け
る
「
近
代
文
学
」
を
実
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
が
文
学

に
つ
い
て
の
評
論
文
と
い
う
、
一
般
的
に
創
作
と
は
見
な
さ
れ
な
い
文
章

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
日
本
の
近
代
文
学
の
特
異
さ
が
あ
り
、

ま
た
そ
う
し
て
「
詩
」
や
「
小
説
」
に
先
が
け
て
「
文
芸
評
論
」
に
よ
っ

て
「
近
代
文
学
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
日
本
語
が
書
か
れ
た
こ
と
は
、

評
論
文
が
先
に
答
え
を
出
し
て
か
ら
実
作
が
試
み
ら
れ
る
と
い
う
、
近
代

以
降
の
日
本
に
お
け
る
文
学
作
品
の
関
係
を
変
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
一
九
三
○
年
代
以
降
の
日
本
語
は
、
「
私
小
説
」
に
象
徴
さ
れ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
質
な
「
日
本
的
」
な
も
の
を
、
よ
り
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
」
な
も
の
と
考
え
て
錯
覚
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
一
九
四
五
年
の
敗
戦
の
の
ち
、
日
本
語

は
も
う
一
度
「
戦
後
文
学
」
と
い
う
名
前
の
近
代
文
学
を
試
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
も
ま
た
文
芸
評
論
は
特
異
な
役
割
を
果
た
す
だ
ろ

（
た
な
か
か
ず
お
・
文
学
部
専
任
講
師
）

（
了
）
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