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高橋和巳のく文学〉概念

「
文
学
者
は
絶
対
に
受
身
で
あ
り
え
な
い
文
学
の
基
本
的
性
質
ゆ
え
に
、

い
わ
ば
精
神
の
危
険
物
を
あ
つ
か
う
職
務
ゆ
え
に
、
全
面
的
に
己
れ
の
発

言
に
責
任
を
負
う
必
要
が
あ
る
。
」

高
橋
和
巳
二
十
五
歳
、
作
家
と
し
て
文
壇
に
立
つ
数
年
前
の
言
葉
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
五
年
前
に
は
『
捨
子
物
語
」
の
発
端
三
章
を
書

き
上
げ
、
こ
の
翌
年
に
は
同
作
を
自
費
出
版
、
同
時
に
「
悲
の
器
』
を
構

想
、
執
筆
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
や
や
古
風
で
、
奇
異
な
印
象
さ
え
受

け
る
名
を
も
つ
「
文
学
の
責
任
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
は
、
作
家
と
し
て
生

き
る
こ
と
を
必
然
の
ご
と
く
と
ら
え
て
い
た
高
橋
の
、
膨
大
な
読
書
と
集

中
し
た
思
索
の
成
果
と
し
て
、
京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
在
学
中
に
小

松
左
京
、
豊
田
善
次
ら
と
始
め
た
同
人
誌
「
対
話
」
第
二
号
二
九
五
七
）

ロ
ゴ
ス

に
発
表
さ
れ
た
。
「
論
理
の
導
く
と
こ
ろ
、
何
処
へ
な
り
と
も
行
こ
う
で

〈
論
文
〉

高
橋
和
已
の
〈
文
学
〉
概
念

ｌ
「
文
学
の
責
任
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

序

は
な
い
か
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
を
愛
し
た
作
家
は
、
あ
ら
ゆ
る
学

問
上
の
知
見
と
論
理
を
あ
た
う
限
り
己
れ
の
も
の
と
し
、
視
野
の
広
角
を

最
大
限
に
保
ち
つ
つ
考
え
る
こ
と
を
自
身
に
厳
し
く
強
い
た
。
二
一
○
枚

足
ら
ず
の
こ
の
中
篇
評
論
の
中
で
言
及
さ
れ
、
引
用
さ
れ
る
哲
学
者
・
文

学
者
と
そ
の
著
作
は
五
○
を
下
ら
ず
、
時
々
の
思
想
的
・
文
学
的
状
況
を

明
確
に
す
る
た
め
に
言
語
表
現
の
歴
史
か
ら
東
西
の
精
神
史
・
文
学
史
を

捉
え
な
お
し
な
が
ら
検
証
し
、
と
き
に
自
然
科
学
や
経
済
学
の
例
を
引
き

な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
論
証
の
態
度
は
文
学
論
に
限
ら

ず
、
作
家
の
他
の
評
論
、
政
治
論
・
作
家
論
・
思
想
論
・
状
況
論
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
高
橋
に
や
や
街
学
的
な
嗜
好
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
と
し
て
も
、
こ
と
は
、
学
者
好
み
の
博
引
傍
証
癖
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
「
視
野
脱
落
を
お
そ
れ
た
人
」
（
武
田

泰
淳
）
で
あ
っ
た
作
家
の
、
表
現
者
と
し
て
の
存
在
の
あ
り
よ
う
と
不
可

分
の
〈
態
度
〉
で
あ
っ
た
。
「
文
学
の
責
任
」
は
、
そ
の
よ
う
な
高
橋
和

已
の
文
学
原
理
論
で
あ
り
作
家
と
し
て
の
態
度
表
明
の
宣
言
で
あ
る
。
す

藤
村

耕
治
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で
に
五
○
年
以
上
も
前
に
書
か
れ
た
も
の
な
が
ら
、
時
代
の
変
容
に
よ
る

風
化
は
殆
ど
被
っ
て
い
な
い
。
半
世
紀
の
間
に
、
メ
デ
ィ
ア
や
文
学
表
現

の
あ
り
よ
う
が
変
わ
り
、
政
治
の
権
力
性
が
よ
り
巧
妙
に
隠
蔽
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
問
題
意
識
の
先
鋭
さ
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
序
文
と
「
新
聞
と
小
説
」
「
文
学
の
責
任
」
「
一
般

言
語
表
現
と
小
説
」
「
雑
文
と
小
説
」
の
五
節
か
ら
な
る
が
、
必
ず
し
も

体
系
的
な
い
し
直
線
的
に
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
論
理
の
飛
躍
や
言
述
の
蛇

行
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
触
れ
た
論
者
が
一
様
に
「
晦
渋
」

と
表
現
し
、
あ
る
い
は
論
旨
に
か
か
わ
る
箇
所
を
断
片
的
に
引
用
す
る
と

（
１
）

い
っ
た
形
で
し
か
二
口
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
故
な
し
と
し
な
い
。

そ
の
た
め
、
そ
の
構
造
と
論
理
展
開
の
必
然
性
を
叙
述
の
順
序
に
よ
ら
ず
、

私
な
り
に
い
く
つ
か
の
問
題
系
に
整
理
し
、
補
足
を
加
え
つ
つ
、
稿
を
進

め
て
い
く
の
が
便
宜
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
高
橋
和
巳
に
お
け
る

〈
虚
構
〉
の
意
味
に
つ
い
て
素
描
し
た
い
。

高
橋
和
巳
の
〈
文
学
〉
概
念
を
端
的
に
表
す
の
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の

よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

古
代
の
筬
言
の
多
く
は
、
発
言
者
が
つ
ね
に
存
在
論
的
危
機
意
識

の
な
か
か
ら
、
そ
の
一
語
に
、
己
れ
の
生
命
を
こ
め
て
発
言
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
真
実
と
な
り
、
古
典
と
な
っ
た
。
（
略
）
軽
々
し
く

は
言
葉
は
吐
か
れ
ず
、
軽
々
し
く
は
言
葉
は
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
伝
達
媒
介
の
未
発
達
は
、
一
方
で
は
、
発
言
者
や
記
録
者
の
表

文
学
（
小
説
）
と
は
何
か

〈
文
学
〉
と
は
何
よ
り
も
「
思
想
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
が
全
認
識

と
全
存
在
を
か
け
て
刻
む
べ
き
、
「
真
実
」
の
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
「
表
現
者
の
態
度
Ｉ
．
Ⅱ
」
二
九
六
○
）
で
述
べ
ら
れ
る
、

司
馬
遷
が
不
当
な
宮
刑
に
遭
う
と
い
う
「
存
在
論
的
危
機
意
識
」
か
ら
の

「
発
憤
」
に
よ
っ
て
「
史
記
」
を
完
成
さ
せ
た
と
し
、
宋
玉
の
文
学
が
職

業
と
し
て
誕
生
す
る
と
き
、
享
受
者
へ
の
迎
合
が
生
ま
れ
、
本
来
あ
る
べ

き
創
作
者
の
個
別
絶
対
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
よ
う
な
、
現
実

に
対
す
る
〈
態
度
〉
へ
の
認
識
を
重
ね
れ
ば
、
作
家
に
お
け
る
〈
文
学
〉

の
像
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
ほ
ぼ
明
確
に
な
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
一
般
的
多
数
の
読
者
の
嗜
好
に
迎
合
し
た
小
説
や
、
自
身
は
安
楽
な

場
所
に
身
を
置
い
て
表
面
だ
け
で
現
状
の
危
機
を
憂
え
て
見
せ
る
批
評
や
、

お
た
め
ご
か
し
の
善
意
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
説
く
論
説
な
ど
は
す
べ
て
、

「
雑
文
」
と
し
て
退
け
ら
れ
、
〈
文
学
〉
で
あ
る
資
格
を
失
う
。

も
っ
と
も
、
古
代
の
「
歴
史
や
法
律
や
哲
学
」
が
「
思
想
」
で
あ
る
ゆ

え
に
「
文
学
と
し
て
十
分
鑑
賞
す
る
に
た
え
る
」
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ

ら
が
〈
文
学
〉
と
同
義
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。

か
っ
て
学
問
な
ら
び
に
学
芸
一
般
を
「
文
学
」
と
称
し
た
と
い
う
事
実
と

は
関
わ
り
な
く
、
ま
た
、
格
調
高
い
言
葉
で
書
か
れ
た
歴
史
や
哲
学
が
い

わ
ゆ
る
「
文
学
」
的
修
辞
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
も
こ
れ
は
無
関
係
で
あ

る
。
別
の
側
面
か
ら
後
述
す
る
が
、
作
家
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
文
学
と
い

現
上
の
誠
実
と
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
を
要
求
し
、
そ
の
要
求
に
し
た
が
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
は
つ
ね
に
、
思
想
た
り
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

古
代
の
詩
や
劇
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
や
法
律
や
哲
学
ま
で
が
逆
に
現

代
に
お
い
て
文
学
と
し
て
十
分
鑑
賞
す
る
に
た
え
る
の
で
あ
る
。
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高橋和巳のく文学〉概念

〈
文
学
〉
が
「
思
想
」
で
あ
り
、
「
認
識
」
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
享

受
者
の
意
識
に
直
裁
に
働
き
か
け
、
認
識
を
操
作
し
、
つ
い
に
は
そ
の
人

間
の
意
識
形
相
全
体
、
思
惟
の
座
標
軸
そ
の
も
の
を
読
む
前
と
は
全
く

う
語
を
や
や
暖
昧
に
使
用
し
て
い
る
。
「
古
代
の
発
言
」
に
つ
い
て
い
え

ば
、
「
新
約
聖
書
『
仏
典
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
、
『
論
語
』
、
『
史
記
」
に

お
け
る
発
言
や
対
話
を
「
文
学
表
現
に
お
け
る
誠
実
」
の
問
題
と
し
て
扱
っ

て
い
る
点
に
も
そ
れ
は
み
ら
れ
る
。
主
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
言
表
と
行

為
の
統
一
的
一
貫
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
文
学
を
含

む
現
代
の
表
現
一
般
を
撃
つ
た
め
の
論
理
的
必
然
性
か
ら
要
求
さ
れ
た
も

の
と
は
い
え
、
概
念
規
定
に
厳
密
で
あ
ろ
う
と
し
た
高
橋
和
已
に
あ
っ
て
、

な
お
優
位
的
・
包
摂
的
概
念
と
し
て
の
〈
文
学
〉
意
識
を
持
っ
て
い
た
。

作
家
自
身
の
、
青
年
期
の
濫
読
時
代
に
哲
学
も
歴
史
書
も
宗
教
書
も
二

種
の
文
学
の
つ
も
り
で
読
ん
で
い
た
」
（
「
な
ぜ
長
篇
小
説
を
書
く
か
」
一

九
六
八
）
と
い
う
言
葉
の
裏
に
ひ
そ
む
志
向
こ
そ
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

け
れ
ど
も
そ
の
前
に
、
ま
ず
は
文
学
が
文
学
固
有
の
領
域
と
存
在
の
仕

方
を
示
す
の
は
、
作
家
に
と
っ
て
何
よ
り
も
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

小
説
の
文
章
、
そ
し
て
小
説
の
全
体
は
、
つ
ね
に
、
あ
る
事
実
の

伝
達
で
あ
る
よ
り
も
、
も
っ
と
も
正
し
き
意
味
に
お
い
て
〈
思
想
〉

で
あ
り
、
思
想
は
ま
た
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、
発
展
で
あ
れ
、

堕
落
で
あ
れ
、
日
常
性
の
殻
を
や
ぶ
り
、
思
惟
の
慣
性
、
イ
メ
ー
ジ

連
鎖
の
惰
性
を
つ
き
や
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
思
想
た
り
う
る
。

違
っ
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
ま
た
、
認
識
論
と
し
て
の

小
説
は
、
「
ほ
ん
ら
い
自
己
形
相
の
拡
大
、
変
貌
で
あ
る
文
学
の
努
力
は
、

同
時
に
、
球
状
に
安
定
し
た
過
去
の
自
己
形
相
つ
ま
り
は
自
己
信
瀝
の
、

た
え
ま
な
き
破
壊
を
と
も
な
う
」
ゆ
え
の
「
不
安
」
を
作
者
に
も
読
者
に

も
与
え
る
か
ら
こ
そ
優
れ
て
い
る
と
も
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
冒
頭
に
挙

げ
た
よ
う
な
〈
責
任
〉
が
、
文
学
者
に
は
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〈
文
学
〉
が
「
精
神
の
危
険
物
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
上
位
者
か
ら
一
定
の

モ
ラ
ル
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
の
み
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た

社
会
で
は
小
説
は
さ
か
え
ず
、
秩
序
維
持
の
た
め
に
人
々
の
意
識
的
認
識

的
安
定
を
守
り
た
い
為
政
者
や
宗
教
は
小
説
を
侮
蔑
し
、
弾
圧
し
て
き
た
。

そ
れ
は
小
説
Ⅱ
〈
文
学
〉
の
力
を
逆
説
的
に
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

小
説
を
読
み
進
め
る
と
き
、
読
者
の
日
常
自
足
的
な
形
相
は
揺
り
動
か
さ

れ
る
。
そ
の
「
自
己
変
革
」
が
感
動
を
生
む
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
一
つ
の
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
、

あ
る
い
は
「
脱
皮
」
す
る
契
機
を
得
る
読
者
の
側
に
も
ま
た
、
責
任
が
生

じ
る
。
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
種
子
を
「
各
自
の
こ
と
な
る
容
器
で
培

養
し
、
そ
の
結
果
を
、
そ
の
本
人
な
い
し
は
同
時
代
の
人
に
な
げ
か
え
す
」

〈
批
評
〉
と
い
う
営
為
に
よ
っ
て
、
内
な
る
座
標
を
ひ
と
た
び
壊
し
、
作

り
変
え
、
ま
た
変
革
さ
せ
て
い
く
不
断
の
努
力
が
要
請
さ
れ
る
。
同
時
に
、

「
わ
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
責
任
」
、
読
ま
ず
、
知
ら
な
け
れ
ば
頬
か
む
り

し
て
通
り
過
ぎ
る
こ
と
の
で
き
た
人
間
の
精
神
の
暗
黒
や
不
自
由
性
、
危

機
に
お
け
る
実
存
の
不
安
定
さ
、
人
間
的
・
社
会
的
な
悪
、
疎
外
や
狂
気

な
ど
な
ど
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
考
え
つ
く
す
責
任
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
作
家
の
い
う
、
小
説
の
本
質
的
性
質
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
面

で
の
〈
責
任
〉
概
念
の
素
描
で
あ
る
。
小
説
は
、
閑
暇
を
つ
ぶ
す
娯
楽
で
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読
者
の
意
識
形
相
を
変
動
さ
せ
う
る
小
説
の
力
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、

高
橋
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
作
中
人
物
た
ち
と
精
神
的
な
交
感
を
す
る
う
ち
に
、
読
者
の
う

ち
に
彼
ら
の
発
想
が
し
み
わ
た
り
、
感
受
性
が
動
か
さ
れ
て
い
く
、
「
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
に
か
刺
戟
的
な
事
件
の
こ
と
を
何
十
種
類
も
の
新

聞
で
読
む
よ
り
も
、
今
後
お
こ
り
う
る
現
実
の
事
態
に
た
い
す
る
彼
の
〈
態

度
〉
は
、
決
定
的
に
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
」

文
学
的
な
感
受
が
、
現
実
に
対
す
る
態
度
に
影
響
を
与
え
る
と
す
る
作

あ
っ
て
も
よ
く
、
杼
情
的
な
詠
嘆
に
よ
っ
て
感
受
性
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ

と
に
も
何
ほ
ど
か
の
意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
読
み
捨
て
ら
れ
、

翌
週
に
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
小
説
は
、
や
は
り
単
な
る
消
費
財
に
し
か

過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
小
説
の
氾
濫
と
横
行
が
現
在
な
お
、
あ
る
い
は

よ
り
一
層
続
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
以
上
、
こ
の
優
れ
た
小
説
観
の
意
味

も
価
値
も
失
わ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
と
は
い
え
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
小
説
の
特
質
が
、
小
説
固
有

の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
残
る
。
意
識
形
相
・
思
惟
座
標
の
変
動

は
、
作
家
が
〈
文
学
〉
と
し
て
一
括
し
た
歴
史
記
述
や
哲
学
書
の
享
受
に

よ
っ
て
も
相
応
に
起
こ
り
得
、
ま
た
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
責

任
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
の
課
題
、
つ
ま
り
作
家
が
な

ぜ
〈
文
学
〉
概
念
を
拡
大
敷
桁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
し
て

文
学
（
小
説
）
固
有
の
「
思
想
」
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
さ
れ
、
実
現
さ

れ
る
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
意
識
と
存
在
と
の
乖
離
と
統
合

家
の
考
え
方
は
、
あ
る
い
は
文
学
（
小
説
）
を
現
実
参
加
へ
の
一
つ
の
手

段
な
い
し
指
針
と
な
す
体
の
、
功
利
主
義
的
文
学
観
へ
の
接
近
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
作
家
に
お
い
て
は
、
文
学
の
自
律
的
な
価
値

を
認
め
て
も
、
そ
れ
の
み
で
完
結
し
た
美
を
獲
得
す
る
こ
と
を
至
上
と
す

る
発
想
は
な
い
。
現
実
を
捨
象
し
、
自
足
的
な
美
に
沈
潜
す
る
芸
術
至
上

主
義
も
ま
た
、
文
学
の
無
責
任
性
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し

か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
安
易
な
功
利
主
義
を
も
意
味
し
な
い
こ
と
は
い

ア
ン
ガ
－
ジ
１

う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
｝
」
と
を
性
急
に
作
家
の
な
し
た
社
会
的
・
政
治
的

マ
ン

参
加
と
結
び
つ
け
る
べ
き
で
も
な
い
。

近
代
文
学
の
動
向
に
関
し
て
高
橋
は
、
そ
の
担
い
手
た
ち
が
文
学
の
価

値
と
し
て
そ
れ
以
前
の
職
業
文
人
の
在
り
方
と
対
比
し
つ
つ
「
比
較
可
能

ミ
メ
ー
シ
ス

で
は
あ
る
が
交
換
不
可
能
な
世
界
の
確
立
」
を
築
き
あ
げ
な
が
ら
、
模
倣
説

カ
タ
ル
シ
ス

と
浄
化
作
用
理
論
の
復
活
を
目
論
み
、
事
実
を
再
現
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に

の
み
傾
い
て
い
っ
た
た
め
に
、
視
野
を
限
定
し
自
己
の
許
さ
れ
た
範
囲
内

で
の
宿
命
化
さ
れ
た
役
割
を
忠
実
に
演
じ
る
こ
と
に
そ
の
領
域
を
狭
め
て

い
っ
た
と
整
理
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
も
は
や
現
代
の
危
機
を
突
破

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
必
要
な
別
の
文
学
理
念
の
鍵
は
、
文
学
に

と
っ
て
は
、
意
識
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
古

代
の
発
言
に
み
ら
れ
た
存
在
と
意
識
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
、
か
つ
、
近

代
的
存
在
の
あ
り
か
た
を
科
学
す
る
こ
と
に
し
か
な
い
」
と
い
う
。
重
要

な
言
葉
で
あ
る
ゆ
え
に
、
も
う
少
し
作
家
の
論
理
展
開
を
敷
桁
し
て
お
こ

』
ワ
。人
間
は
つ
ね
に
意
識
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
意
識
に
呪
縛
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
存
在
を
拘
束
ざ
れ
世
界
を
意
義
づ
け
よ
う
と

す
る
意
識
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
民
衆
は
、
神
と
い
う
非
在
に
そ
れ
を
預
け
、

1８
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高橋和巳のく文学〉概念

占
有
さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
結
果
、
個
人
は
個
と
し
て
の
絶
対
性
を
奪

わ
れ
、
判
断
は
神
に
委
ね
ら
れ
、
精
神
の
暗
黒
が
世
界
を
覆
っ
た
。
宗
教

改
革
か
ら
人
間
復
興
に
至
る
近
代
へ
の
進
み
行
き
は
、
意
識
占
有
者
へ
の

反
抗
と
し
て
人
間
を
解
放
し
、
意
識
は
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
る
も
の
と

な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
肯
定
さ
れ
た
意
識
は
他
者
の
意
識
と
の
闘
争
を
も

た
ら
し
、
一
方
で
近
代
的
認
識
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
宣
言

に
よ
っ
て
、
存
在
と
意
識
は
完
全
に
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
近
代
の
二
元
論
的
認
識
に
、
作
家
は
古
代
の
発
言
に
み
ら
れ
る
存
在
と

意
識
と
の
一
元
論
的
統
一
を
対
置
す
る
。

古
代
の
発
言
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
も
釈
迦
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
孔
子

も
、
直
裁
的
な
人
間
関
係
の
磁
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
た
め
、
言
葉
と
行

為
は
常
に
一
致
し
て
お
り
、
言
行
不
一
致
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
そ
れ
を
第
三

者
が
判
定
し
え
た
。
発
言
は
行
為
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
こ
に
先
に
も
触
れ

た
よ
う
な
発
言
の
「
誠
実
と
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
」
が
保
証
ざ
れ
え
た
基
盤
が

あ
っ
た
。
「
行
為
は
、
言
語
に
照
明
さ
れ
、
意
識
は
存
在
に
裏
打
ち
さ
れ

る
。
行
動
の
随
伴
現
象
と
し
て
心
理
は
あ
り
、
心
理
が
決
意
と
な
っ
た
と

き
、
行
為
が
必
然
的
に
う
ま
れ
る
」
。
つ
ま
り
意
識
と
存
在
は
統
合
さ
れ
、

い
わ
ば
「
わ
れ
思
う
」
と
「
わ
れ
あ
り
」
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ

ら
に
「
わ
れ
行
為
す
」
が
不
可
分
の
形
で
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
〈
文
学
〉
と
呼
ば
れ
る
営
為
は
、
作
家
に
と
っ
て
意
識
と
存
在
と

行
為
と
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
全
的
に
統
合
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
何
か
な

の
で
あ
る
。

文
学
の
問
題
を
、
〈
責
任
〉
と
い
う
行
動
的
倫
理
の
側
面
か
ら
捉
え
よ

う
と
す
る
極
め
て
ま
れ
な
発
想
は
、
し
か
し
古
代
へ
の
憧
慣
か
ら
導
か
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
状
の
悲
惨
へ
の
批
判
・
抵
抗
か
ら
生
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
作
家
は
、
戦
争
責
任
や
風
俗

素
乱
・
狼
裏
文
学
に
関
す
る
裁
判
な
ど
お
も
に
権
力
の
側
か
ら
問
わ
れ
た

責
任
追
及
を
例
に
挙
げ
つ
つ
、
そ
れ
が
文
学
者
側
の
逃
亡
や
居
直
り
、
責

任
の
本
質
的
所
在
へ
の
懐
疑
し
か
結
果
し
て
こ
な
か
っ
た
事
実
を
論
難
す

る
。
こ
れ
ま
で
の
空
し
い
だ
け
の
議
論
は
「
根
本
的
に
何
に
対
し
て
責
任

が
あ
る
の
か
責
任
を
も
つ
べ
き
な
の
か
、
真
剣
に
な
っ
て
考
え
て
み
よ
う

と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
」
と
。

時
代
は
変
っ
て
も
、
「
表
現
の
自
由
」
の
名
の
も
と
に
規
制
は
著
し
く

緩
和
さ
れ
、
煽
情
的
で
過
剰
な
暴
力
・
性
・
異
常
心
理
な
ど
の
描
写
を
含

ん
だ
「
作
品
」
が
濫
造
さ
れ
な
が
ら
、
感
情
的
・
非
論
理
的
な
言
葉
狩
り

に
よ
る
「
差
別
表
現
」
へ
の
過
度
な
自
主
規
制
が
敷
か
れ
る
と
い
う
歪
な

状
態
が
進
行
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
意
識
は
い
っ
そ
う
重

要
度
を
増
し
て
い
る
。
言
語
表
現
一
般
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
完
壁
な
隠
蔽

性
と
匿
名
性
を
獲
得
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
発
言
に
お
い
て
は

言
わ
ず
も
が
な
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
作
家
も
い
う
よ
う
に
、
享
受
者
（
読
者
）
に
は
「
絶
対
的
な

選
択
の
自
由
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
が
つ
ね
に
本
質
的
な

意
味
で
（
対
自
的
自
己
を
含
む
）
他
者
へ
向
け
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
存
在
理
由
は
成
立
し
な
い
。

つ
ま
り
、
読
者
の
自
由
に
よ
っ
て
「
読
ま
れ
な
い
」
こ
と
を
初
め
か
ら
想

定
す
る
表
現
行
為
は
あ
り
え
な
い
。
読
者
の
責
任
が
、
読
ん
で
し
ま
っ
た

こ
と
に
対
し
て
の
み
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

ま
た
、
表
現
ざ
れ
た
も
の
自
体
に
は
〈
責
任
〉
概
念
は
発
生
し
え
な
い
、

と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
小
川
武
敏
が
い
う
よ
う
に
、
文

学
と
文
学
者
は
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
高
橋
の
論
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
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な
る
の
は
、
文
学
者
（
言
語
表
現
者
）
が
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
性
で
あ
っ

て
、
文
学
そ
の
も
の
の
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
作
家
の
論
証
に
は

（
２
）

「
対
象
と
人
間
と
の
混
同
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
家
に
と
っ
て
〈
文
学
〉
と
は
言
行
の
一
致

す
べ
き
発
言
そ
の
も
の
を
指
し
て
お
り
、
〈
文
学
〉
の
な
か
に
は
文
学
者

・
小
説
家
の
み
な
ら
ず
「
思
想
」
を
語
る
す
べ
て
の
表
現
者
の
「
言
葉
」

と
「
行
為
」
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
が
「
思
想
」
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
文
学
〉
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
認
識
の
上
で
は
、
「
行
為
」
を
と
も
な
う
も

の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
高
橋
が
、
表
現
と
は
現
実
的
行
為
の
断
念
か
ら
生

ま
れ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
う
時
、
そ
の
背
後
に
は
立
徳
、
立
功
に

次
ぐ
行
為
と
し
て
の
立
言
と
い
う
、
古
代
中
国
の
伝
統
的
価
値
意
識
が
抜

き
が
た
く
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
表
現
と
行
為
を
対
立
な
い
し
背
馳
す
る
も

の
と
し
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
作
家
が
「
古
代
の
発
言
」
の
な
か
に
、
近

代
の
言
表
行
為
が
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
重
量
と
責
任
性
を
見
出
そ
う
と
し

た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
を
「
文
学
」

の
言
葉
と
し
て
位
置
づ
け
、
再
生
さ
せ
た
い
と
願
っ
た
意
味
も
。
そ
こ
に

は
近
代
以
降
、
哲
学
と
宗
教
の
重
要
な
一
部
分
を
担
う
に
い
た
っ
た
「
文

学
」
へ
の
自
待
と
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

先
に
み
た
よ
う
な
一
見
暖
昧
な
〈
文
学
〉
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識

か
ら
の
論
理
的
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
高
橋
は
、
現
代
に
お
い
て
は
小

説
が
最
も
多
く
、
こ
の
概
念
を
継
承
し
う
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

小
説
こ
そ
は
作
者
が
作
者
の
責
任
に
お
い
て
、
人
間
を
解
明
す
る
た
め
の

装
置
と
し
て
の
〈
人
物
〉
や
〈
場
〉
や
〈
状
況
〉
を
設
定
し
、
作
者
が
獲

〈
文
学
〉
が
「
思
想
」
の
表
現
で
あ
り
「
認
識
」
に
関
わ
る
と
い
う
と

き
、
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
新
聞
報
道
に
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
る
「
事
実
」

の
表
現
で
あ
る
。
小
説
が
事
実
の
表
現
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
「
書

く
本
人
へ
、
書
く
こ
と
自
体
へ
の
反
省
を
強
制
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
作

家
は
い
う
。
こ
の
反
省
は
、
事
実
や
心
理
の
単
な
る
断
片
を
記
述
す
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
を
全
体
と
し
て
創
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
を
創

出
す
る
作
者
に
と
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
作
用
す
る
。
作
中
人
物
が
統
一

的
な
意
味
を
持
つ
な
に
も
の
か
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
た
ん
に
そ

の
性
格
や
性
情
を
記
す
だ
け
で
は
足
り
ず
、
彼
が
「
自
律
的
明
証
」
を
も

つ
こ
と
、
つ
ま
り
一
個
の
形
相
的
な
全
体
性
を
も
つ
人
間
と
し
て
描
き
出

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
作
者
が
作
中
人
物
と
全
的
に
合
一
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
説
が
「
あ
り
う
べ
き
人
間
関
係
の

本
質
直
観
記
述
」
で
あ
る
以
上
、
作
中
人
物
た
ち
は
互
い
に
角
逐
や
融
和

を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
が

一
定
の
体
系
と
し
て
整
っ
て
い
る
た
め
に
は
、
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
必
然

的
に
必
要
」
で
あ
り
、
「
た
し
か
な
る
発
言
は
、
告
発
者
が
同
時
に
裁
判

官
で
あ
り
、
被
告
が
同
時
に
検
事
で
あ
る
、
虚
構
構
成
を
必
要
と
す
る
」

の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
ま
で
は
、
小
説
の
虚
構
性
に
関
す
る
議
論
の
イ
ロ

得
し
た
人
間
認
識
の
成
果
と
し
て
の
作
中
人
物
の
「
意
識
」
（
Ⅱ
コ
ギ
ト

Ⅱ
言
葉
）
と
、
装
置
化
さ
れ
た
人
物
の
「
存
在
」
Ｔ
ス
ム
Ⅱ
行
為
）
と

を
、
同
時
に
提
出
し
う
る
器
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
小
説
の
「
虚
構
性
」

が
そ
れ
を
保
証
す
る
。

一
一
一
「
自
己
」
の
虚
構
性

2０
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ハ
に
す
ぎ
な
い
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
作
家
が
も
っ
と
も
嫌
悪
す
る
の
は
、
一
見
「
し

ご
く
も
っ
と
も
な
、
正
し
い
、
の
ぞ
ま
し
い
、
断
片
的
見
解
」
と
し
て
の

「
雑
文
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
お
の
れ
の
安
定
し
た
位
置
を
維
持
す
る
た

め
に
、
「
必
死
に
何
か
を
お
お
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
」
「
雑
文
家
」
た
ち

を
激
し
く
非
難
す
る
。
そ
れ
は
現
象
的
に
は
、
戦
後
十
数
年
を
経
て
、
人

間
存
在
の
真
実
を
全
的
に
開
示
す
る
端
緒
を
も
っ
た
は
ず
の
戦
後
文
学
が
、

安
直
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
平
和
礼
賛
の
「
雑
文
」
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ

て
い
る
状
況
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
っ
た
が
、
よ
り
本
質
的
に
は
「
自
己
」

意
識
の
問
題
で
あ
っ
た
。

作
家
は
、
デ
カ
ル
ト
以
降
一
つ
の
真
理
と
な
っ
た
、
日
常
的
現
実
空
間

に
お
い
て
最
も
確
実
な
も
の
は
「
自
己
」
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
「
錯

覚
」
と
呼
び
、
通
常
人
が
自
己
を
意
識
す
る
そ
の
仕
方
は
、
断
片
的
な
「
感

覚
」
で
し
か
な
い
と
い
う
。
こ
の
「
感
覚
」
に
、
他
者
か
ら
見
た
自
己
像

と
、
自
己
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
る
者
の
過
去
の
意
識
の
集
積
、
な
ら
び

に
未
来
に
お
け
る
可
能
性
を
統
合
し
た
存
在
が
「
自
己
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
未
来
に
お
け
る
可
能
性
〉
は
現
実
に
は
実
現
さ

れ
て
お
ら
ず
、
何
か
有
益
な
こ
と
を
為
し
た
い
と
い
う
積
極
的
な
望
み
や

社
会
に
対
す
る
憤
り
な
ど
を
持
つ
の
は
、
「
期
待
さ
れ
た
自
己
の
架
空
地

平
か
ら
の
発
言
や
考
察
で
あ
る
」
。
多
く
の
場
合
人
は
そ
れ
に
気
づ
か
ず

に
、
そ
の
架
空
地
平
か
ら
安
易
に
断
片
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
社
会
批

判
や
理
想
を
語
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
雑
文
的
発
想
」
に
よ
る
発

言
に
は
「
私
」
は
い
な
い
。
「
私
」
が
い
な
い
以
上
、
責
任
も
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
、
存
在
し
え
な
い
自
己
を
意
識
に

よ
っ
て
仮
構
し
う
る
人
間
の
「
虚
構
性
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
必

然
的
に
な
ん
ら
か
の
隠
蔽
な
い
し
虚
偽
が
含
ま
れ
る
。

日
常
的
生
活
者
と
し
て
の
「
自
己
」
は
、
こ
う
し
た
意
識
に
お
け
る
虚

構
的
存
在
形
式
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
己
客
体
視
、
あ
る
い
は
自

己
か
ら
の
脱
出
」
を
徹
底
し
て
行
う
こ
と
な
く
、
安
定
し
た
自
足
を
手
に

入
れ
、
と
き
に
夢
想
を
味
わ
い
、
自
ら
が
自
由
で
あ
る
と
錯
覚
す
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
架
空
性
を
人
間
が
持
つ
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
「
何
ひ
と

つ
正
当
な
主
張
の
根
拠
、
変
革
の
手
だ
て
」
に
も
な
ら
な
い
。
現
実
に
作

用
し
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
真
実
」
と
は
、
「
実
験
し
明
証

し
う
る
科
学
」
と
「
そ
の
な
か
で
は
、
い
っ
さ
い
が
虚
偽
た
り
え
な
い
よ

う
な
一
つ
の
形
式
の
定
立
」
だ
け
で
あ
る
。

後
者
が
、
小
説
を
指
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
小

説
が
内
包
す
る
真
理
と
は
「
架
空
性
が
全
的
に
自
己
で
は
な
い
こ
と
を

知
っ
て
い
る
者
が
、
架
空
性
・
非
事
実
性
を
、
形
相
的
な
全
体
に
お
い
て
、

虚
偽
た
り
え
な
い
よ
う
な
形
で
構
成
し
た
と
き
」
に
生
じ
る
の
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
、
み
ず
か
ら
が
虚
構
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
者
が
、

そ
の
虚
構
性
を
快
り
出
し
、
一
点
の
虚
偽
も
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
何
か

を
作
り
出
し
え
た
時
、
そ
こ
に
「
真
実
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
意
識
に
お
け
る
架
空
性
を
超
克
し
よ

う
と
す
る
作
家
の
発
想
の
基
底
に
、
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
の
存
在
を
想

（
３
）

定
し
て
み
る
の
は
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
は
、
そ
の
初
期
の
労
作
に
お
い
て
、

デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
哲
学
者
た
ち
が
経
験
論
的
・
心
理
学
的
な
側
面
か

イ
マ
ー
ジ
ュ

ら
想
像
力
を
論
じ
、
〈
像
〉
が
知
覚
作
用
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
こ

イ
マ
ー
ジ
ュ

と
に
対
し
て
、
知
覚
と
〈
像
〉
は
異
な
る
志
向
を
も
つ
と
し
た
。
（
「
想
像

力
」
、
一
九
三
六
）
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
独
自
の
理
論
を
構
築
し
た
。
き
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ｕ
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ン
ユ

わ
め
て
簡
単
に
い
っ
て
－
）
ま
え
ば
、
〈
像
〉
と
知
覚
の
弁
別
に
関
し
て
サ

ル
ト
ル
は
、
意
識
構
造
の
記
述
の
学
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
方

イ
マ
ー
ジ
ュ

法
を
用
い
て
、
《
像
》
の
本
質
的
な
志
向
的
構
造
を
厳
密
に
分
析
１
‐
）
、
知

覚
が
目
の
前
の
事
物
と
結
び
つ
く
形
で
現
実
世
界
を
志
向
す
る
の
に
対
し

イ
マ
ー
ジ
ュ

て
、
〈
像
〉
は
ロ
ロ
前
の
現
実
を
離
れ
、
非
現
実
の
世
界
・
架
空
の
世
界
を

志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
は
創
造
的
想
像
に
よ
っ
て
意
識
の
自
由
を
獲

得
し
う
る
と
し
た
。
し
か
し
、
裏
側
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
自
由
は
あ
く
ま

で
も
意
識
の
自
由
で
あ
り
、
非
現
実
の
世
界
に
お
い
て
し
か
獲
得
さ
れ
な

い
自
由
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
想
像
的
意
識
の
志
向
対
象
は
、
不
在
（
そ

の
場
に
い
な
い
）
か
非
存
在
（
存
在
し
な
い
）
と
し
て
措
定
さ
れ
る
か
、
あ

る
い
は
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
措
定
ざ
れ
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
す

イ
マ
ー
ジ
ュ

る
。
つ
ま
脂
り
、
否
定
態
を
と
る
形
で
し
か
、
〈
像
〉
は
意
識
さ
れ
ず
、
「
あ
る

ネ
ア
ン

ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン

種
の
元
二
無
を
内
包
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
作
用
を
彼
は
〈
空
無
化
》

と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
芸

術
作
品
は
「
非
現
実
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
到
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
二
想

像
力
の
問
題
』
一
九
四
○
、
平
井
啓
之
訳
）

想
像
力
に
よ
る
非
現
実
・
架
空
の
世
界
（
虚
構
世
界
）
に
お
い
て
意
識

の
自
由
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
は
高
橋
も
異
議
は
あ
る
ま
い
。

け
れ
ど
も
、
意
識
と
存
在
、
言
葉
と
行
為
の
合
一
を
現
実
に
お
い
て
志
向

ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン

す
る
以
上
、
現
実
を
完
全
に
捨
象
し
て
－
）
ま
う
〈
空
無
化
〉
の
理
論
に
は

批
判
を
加
え
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
だ
。
現
実
を
否
定
し
て
架
空
地
平
に
安

住
し
て
し
ま
う
意
識
に
は
、
「
何
ひ
と
つ
正
当
な
主
張
の
根
拠
、
変
革
の

手
だ
て
」
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
想
像
力
は
虚
構
を
生
み
出
す
大

き
な
力
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
意
味
」
を
生
み
出
す
こ
と
は
で

『
き
●
な
い
◎

サ
ル
ト
ル
の
い
わ
ゆ
る
想
像
力
に
よ
る
現
実
否
定
は
、
高
橋
の
い
う
「
自

己
」
の
虚
構
化
に
も
お
そ
ら
く
作
用
す
る
。
こ
れ
を
超
克
す
る
た
め
に
は
、

虚
構
と
し
て
の
「
自
己
」
を
現
実
の
側
面
か
ら
逆
に
否
定
し
て
見
せ
る
必

現
実
を
否
定
し
て
意
識
が
自
由
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
恐
意
的
な

表
象
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
り
、
夢
想
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
り
す

る
だ
け
で
は
「
意
味
」
は
生
ま
れ
な
い
。
想
像
力
に
よ
る
現
実
の
否
定
性

は
、
「
思
弁
的
肯
定
性
に
転
化
」
す
る
作
用
を
経
る
こ
と
で
、
あ
っ
た
と

お
り
の
現
実
で
は
な
く
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
態
と
し
て
の
も

う
一
つ
の
現
実
Ｔ
意
味
）
を
生
み
出
す
と
作
家
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ

こ
そ
が
、
文
学
に
お
け
る
虚
構
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

小
説
の
還
元
基
底
が
想
像
力
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
作
者
が
日
常
倫

理
や
社
会
倫
理
か
ら
超
越
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
、
作
家
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

芸
術
活
動
を
日
常
的
倫
理
や
実
践
倫
理
か
ら
隔
絶
し
た
桃
源
の
い

と
な
み
で
あ
る
と
考
え
た
理
論
家
や
作
家
は
、
想
像
力
の
否
定
性
を

し
っ
て
い
て
、
反
復
を
こ
の
む
想
像
力
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
な
ん
の

意
味
も
も
た
ぬ
事
実
を
さ
と
り
そ
こ
ね
た
。
意
味
を
作
り
だ
す
た
め

に
は
、
想
像
力
の
否
定
性
が
、
文
学
す
る
こ
と
に
避
け
が
た
く
ふ
く

ま
れ
て
い
る
特
有
の
反
省
に
よ
っ
て
、
思
弁
的
肯
定
性
に
転
化
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
文
学
に
お
け
る
虚
構

2２
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要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
何
万
言
を
費
や
し
て
も
「
真
実
」
は
語

れ
な
い
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
価
値
あ
る
発
言
は
、
自
己
が
ど
の
よ
う
に
自
己

で
な
い
か
を
、
そ
の
〈
な
い
〉
あ
り
か
た
、
状
況
を
ま
ず
、
あ
き
ら
か
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
殆
ど
の
発
言
者
が
、
架
空
地
平
か
ら
虚
栄

や
隠
蔽
に
よ
っ
て
虚
偽
の
「
自
己
」
を
豊
か
で
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
見

せ
か
け
よ
う
と
す
る
こ
と
を
戒
め
る
厳
し
い
言
葉
で
あ
る
と
い
え
る
が
、

そ
こ
に
は
も
う
一
つ
、
別
の
「
状
況
」
を
想
定
し
て
み
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
る
。

明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
架
空
地
平
に
お
け
る
虚
構
の
「
自
己
」
の

う
ち
に
は
、
呪
術
や
神
へ
の
信
仰
に
意
識
の
大
部
分
を
受
け
渡
し
た
自
己
、

あ
る
い
は
絶
対
的
な
上
か
ら
の
倫
理
意
識
や
政
治
的
抑
圧
へ
の
諦
観
の
う

ち
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
た
自
己
も
ま
た
、
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
こ
に
も
、
上
位
概
念
か
ら
強
制
的
に
「
期
待
さ
れ
た
自
己
の
架
空
地
平
」

が
、
「
私
」
の
非
在
の
ま
ま
に
発
言
を
す
る
・
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を

引
き
起
こ
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、
小
説
の
起
源

に
つ
い
て
の
作
家
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
作
家
の
小
説
観
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
中
核
を
な
す
認
識
を

小
説
は
洋
の
東
西
を
と
わ
ず
、
人
間
が
人
類
と
し
て
、
人
間
以
上

の
存
在
を
感
じ
、
し
か
も
、
天
の
理
念
、
運
命
の
驚
異
、
流
転
の
実

相
、
神
の
観
念
な
ど
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら
い
か
ん
と
も
し

が
た
い
力
の
存
在
は
み
と
め
た
上
で
、
し
か
も
神
や
天
に
み
ず
か
ら

の
す
べ
て
を
託
さ
な
か
っ
た
時
、
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
偶
然
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
運
命
」
と
ほ
ぼ
同
義

で
あ
る
。
そ
れ
を
諦
念
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
死
に
よ
っ

て
拒
否
す
る
の
で
も
な
い
第
三
の
道
が
、
〈
文
学
〉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
戦
争
と
い
う
「
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
力
」
に
押
さ
れ
、
流

さ
れ
、
な
お
運
命
に
対
す
る
個
人
の
あ
り
う
べ
き
態
度
と
は
、
「
各
人
の

生
死
に
か
か
わ
る
体
験
内
の
〈
瞬
間
の
王
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
固

執
し
、
あ
る
い
は
武
装
さ
れ
て
い
た
政
治
的
理
念
が
突
如
ひ
ん
む
か
れ
無

に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
た
際
の
、
個
人
の
概
念
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
る
ご
と
く
あ
り
そ
れ
以
外
に
あ
り
よ
う
の
な
か
っ
た
よ
う
に

見
え
る
歴
史
を
、
逆
に
虚
構
視
す
る
こ
と
で
あ
る
」
今
戦
争
文
学
序
説
」

一
九
六
四
）
と
作
家
は
い
う
。
こ
の
発
想
は
、
戦
後
の
あ
り
え
な
か
っ
た

武
装
蜂
起
を
描
く
こ
と
で
「
あ
り
う
べ
き
歴
史
」
を
現
前
化
し
よ
う
と
し

た
『
邪
宗
門
』
（
一
九
六
六
）
に
ま
つ
す
ぐ
に
繋
が
っ
て
い
く
。

こ
こ
に
お
い
て
、
現
実
否
定
を
そ
の
特
質
と
す
る
想
像
力
は
、
架
空
地

平
に
逃
避
し
よ
う
と
す
る
自
己
の
否
定
を
経
過
し
、
「
思
弁
的
肯
定
性
」

と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
現
実
と
し
て
の
よ
り
高
次
な

伝
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
短
い
な
が
ら
も
作
家
の
創
作
方
法
論
に
つ
い

て
深
い
示
唆
に
富
む
と
思
わ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
「
も
う
一
つ
の
劇
」
Ｃ
九

六
六
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
見
え
る
。

小
説
の
文
学
と
り
わ
け
長
篇
小
説
と
い
う
も
の
は
、
・
人
間
存
在
に

与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
外
側
か
ら
の
制
約

や
枠
組
、
そ
し
て
大
き
な
枠
組
の
中
を
我
が
も
の
顔
に
の
し
あ
る
く

偶
然
性
に
対
す
る
一
種
絶
望
的
な
反
抗
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
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虚
構
世
界
を
生
み
出
す
契
機
と
な
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
と
は
そ
れ

で
終
わ
ら
な
い
。

ふ
た
た
び
「
も
う
一
つ
の
劇
」
に
よ
れ
ば
、
小
説
に
お
け
る
「
す
べ
て

の
事
件
は
彼
（
作
者
ｌ
注
）
の
責
任
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
す
べ
て
の

運
命
は
彼
の
自
由
と
同
義
語
と
な
る
。
そ
う
、
文
学
と
い
う
も
の
は
い
わ

ば
各
人
に
課
せ
ら
れ
た
運
命
の
自
由
化
の
舞
台
で
あ
り
、
同
時
に
彼
が
獲

得
し
た
自
由
の
運
命
化
の
場
で
も
あ
る
」
。
こ
れ
は
高
橋
文
学
の
ア
ル
フ

ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
も
あ
る
、
中
核
的
な
認
識
で
あ
る
。
運
命
を
虚
構
の

ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン

う
ち
に
自
由
化
す
る
だ
け
で
は
「
現
実
」
は
サ
ル
ト
ル
の
い
う
〈
元
二
無
化
〉

に
さ
ら
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
者
の
自
由
は
ふ
た
た
び
運

命
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
の
使
徒
と
し
て
の
作
中
人
物
は
「
現

実
法
則
の
も
と
に
踊
跨
す
る
作
家
に
対
す
る
指
弾
者
」
と
な
り
、
彼
を
現

実
の
運
命
へ
と
引
き
も
ど
し
、
縛
り
つ
け
る
。
作
者
は
そ
れ
に
抗
い
、
そ

の
自
由
化
を
求
め
る
。
現
実
と
虚
構
の
こ
う
し
た
矛
盾
葛
藤
の
弁
証
法
が
、

作
家
の
文
学
の
原
動
力
で
あ
っ
た
。

サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
も
、
現
実
と
虚
構
は
こ
の
よ
う
な
矛
盾
葛
藤
の
な

（
４
）

か
に
あ
っ
た
。
平
井
啓
之
の
優
れ
た
解
説
に
依
り
つ
つ
い
え
ば
、
想
像
力

イ
マ
ー
ジ
ュ

は
現
実
の
否
定
を
そ
の
必
要
条
件
と
し
な
が
ら
、
〈
像
〉
は
完
全
な
る
非
現

実
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
現
実
に
よ
っ
て
し
か
支
え
ら
れ

な
い
、
す
な
わ
ち
人
間
の
世
界
内
存
在
性
こ
そ
が
一
方
で
想
像
力
の
必
要

条
件
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ッ
を
含
ん
だ
あ
り
よ

う
を
彼
は
「
状
況
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
に
お
け
る

限
界
を
、
作
家
は
い
ま
み
た
よ
う
な
弁
証
法
に
よ
っ
て
超
え
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

ネ
ア
ン
テ
イ
ザ
シ
オ
ン

想
像
力
の
働
き
が
単
に
現
実
を
〈
宛
エ
無
化
）
し
て
非
現
実
の
世
界
で
の

埴
谷
雄
高
の
思
考
の
極
限
化
に
対
し
て
、
作
家
の
い
わ
ゆ
る
「
還
行
」

を
自
己
の
方
法
論
と
し
て
提
示
す
る
の
も
、
こ
の
志
向
が
求
め
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
高
橋
和
已
の
想
像
力
の
問
題
は
、
埴
谷

や
野
間
宏
ら
の
そ
れ
と
の
影
響
・
比
較
を
と
お
し
て
、
よ
り
厳
密
に
検
討

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

高
橋
和
已
に
と
っ
て
小
説
と
は
、
何
よ
り
も
自
他
の
安
定
し
た
即
自
的

な
意
識
形
相
を
突
き
破
り
、
思
惟
の
座
標
軸
を
変
動
さ
せ
る
角
逐
的
な
「
思

想
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
作
中
人
物
た
ち
は
例
外

な
く
「
各
人
の
弁
証
の
た
め
の
対
立
的
素
材
と
し
て
角
逐
的
に
よ
む
読
み

方
ｓ
悲
の
器
」
あ
と
が
き
と
を
要
請
す
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
変
動
が

一
過
性
の
も
の
で
あ
り
日
常
の
な
か
で
す
ぐ
に
も
霧
消
し
て
し
ま
う
こ
と

に
も
、
作
家
は
気
づ
い
て
い
た
。
「
文
学
の
責
任
」
末
尾
に
は
こ
う
あ
る
。

自
由
を
享
受
す
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
理
論
に

作
家
が
異
を
唱
え
る
の
は
も
は
や
明
ら
か
な
必
然
で
あ
ろ
う
。
現
実
法
則

に
よ
っ
て
自
由
を
運
命
化
す
る
と
同
時
に
、
現
実
を
虚
構
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
運
命
を
自
由
化
す
る
と
い
う
小
説
の
〈
夢
〉
は
、
現
実
と
相
渉
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
さ
れ
る
。

純
粋
な
思
考
実
験
で
確
か
め
え
た
原
理
を
、
私
は
、
も
う
一
度
現

実
の
泥
沼
に
つ
け
て
、
た
し
か
め
て
み
よ
う
と
す
る
。
思
念
の
有
効

性
は
現
実
に
た
め
さ
れ
、
現
実
の
が
わ
は
実
験
さ
れ
た
思
考
に
よ
っ

て
刺
し
貫
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
「
な
ぜ
長

編
小
説
を
書
く
か
」
）

2４
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高橋和巳のく文学〉概念

こ
こ
に
の
べ
て
き
た
よ
う
な
、
文
学
に
お
け
る
あ
り
う
べ
き
態
度
と
は

何
か
、
表
現
に
お
け
る
誠
実
と
は
何
か
、
そ
の
責
任
と
は
何
か
と
い
っ
た

問
い
は
、
現
在
に
お
い
て
は
と
も
す
れ
ば
時
代
が
か
っ
た
、
リ
ゴ
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
に
す
ぎ
る
も
の
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
言
葉
が

そ
れ
に
伴
う
現
実
的
な
重
量
を
失
い
、
文
学
が
人
間
や
宇
宙
の
謎
の
解
明

で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
消
費
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
殆
ど
あ
ま
ん
じ
て
し

ま
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
現
在
、
こ
の
よ
う
な
思
索
の
意
味
と
価
値
を
、

も
う
一
度
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
言
葉
の
力
に
よ
る
現
実
へ
の
働
き
か
け
を
信
じ
た
「
〈
述
志
〉
（
桶

谷
秀
昭
）
の
文
学
」
た
る
高
橋
和
巳
の
声
を
い
ま
一
度
聞
き
直
す
べ
き
意

味
も
、
そ
こ
に
あ
る
。

Ｔ注
、－〆

こ
れ
こ
そ
が
作
家
の
〈
文
学
〉
に
託
し
た
永
遠
の
夢
で
あ
っ
た
。

た
だ
た
と
え
一
部
分
と
は
い
え
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
万
人
の
共

同
責
任
と
な
る
よ
う
な
、
共
同
存
在
者
の
問
題
提
起
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
読
者
の
思
考
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
思
考
の
推
移
を
作
者
の
そ

れ
と
葛
藤
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
は
自
己
を
一
つ
の

形
相
的
連
続
体
と
な
し
う
る
可
能
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
真
継
伸
彦
「
高
橋
和
巳
の
倫
理
」
（
「
文
芸
」
一
九
七
一
、

五
）
、
後
掲
の
小
川
論
文
、
宮
川
裕
行
ヨ
捨
子
物
語
』
の
世
界
」
（
「
対

話
」
一
九
七
二
、
｜
）
、
脇
坂
充
『
孤
立
の
憂
愁
を
甘
受
す
」
（
社
会
評

論
社
一
九
九
九
、
九
）
な
ど
。
ま
た
高
橋
自
身
、
一
九
六
七
年
刊
行

の
「
文
学
の
責
任
」
（
河
出
書
一
男
新
社
）
「
あ
と
が
き
」
の
な
か
で
、
お

そ
ら
く
は
本
作
を
念
頭
に
お
い
て
「
青
春
の
初
期
に
書
か
れ
た
、
｜
、

こ
の
論
文
は
、
そ
の
熱
っ
ぽ
い
意
気
ご
み
と
性
急
な
論
理
と
が
、
と
き

に
肢
行
し
て
、
す
ぐ
な
か
ら
ぬ
文
脈
の
錯
綜
に
す
ら
な
っ
て
い
る
こ
と

が
、
い
ま
に
し
て
わ
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
２
）
小
川
武
敏
「
相
依
の
文
学
１
１
「
文
学
の
責
任
」
と
「
暗
黒
へ
の
出
発
」
」

（
小
川
和
佑
編
『
高
橋
和
巳
研
究
」
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
一
九
七
六
）

（
３
）
た
と
え
ば
大
江
健
三
郎
は
、
「
高
橋
和
巳
と
想
像
力
の
伽
」
（
「
人
間
と

し
て
」
一
九
七
一
、
六
）
に
お
い
て
、
「
高
橋
和
巳
の
「
荒
涼
」
に
は
、

そ
れ
こ
そ
想
像
力
の
問
題
に
原
理
と
し
て
根
ざ
す
契
機
が
あ
り
、
そ
れ

は
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
と
、
直
接
に
、
響
き
あ
う
も
の
を
そ
な
え
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
４
）
Ｊ
・
ｐ
・
サ
ル
ト
ル
平
井
啓
之
訳
「
想
像
力
の
問
題
」
解
説
（
『
サ

ル
ト
ル
全
集
第
十
二
巻
』
人
文
書
院
一
九
七
五
改
訂
版
の
ち
に
平

井
啓
之
『
ラ
ン
ポ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
△
）

（
ふ
じ
む
ら
こ
う
じ
・
本
学
教
授
）
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