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近
代
文
芸
の
研
究
﹄
を
読
む
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一

過
去
数
年
来
の
自
然
主
義
に
関
す
る
議
論
を
一
つ
纏
め
て
読
ん

で
見
た
い
と
思
っ
て
︑
島
村
抱
月
氏
の
﹃
近
代
文
芸
之
研
究
﹄
を

借
り
て
読
ん
だ
︒

最
近
の
我
国
文
壇
に
於
け
る
自
然
主
義
の
文
学
は
︑
決
し
て
自

分
に
縁
の
遠
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
三
四
年
来
の
自
分
の

思
想
感
情
は
︑
や
っ
ぱ
り
自
然
主
義
的
で
あ
っ
た
︒
自
然
主
義
の
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小
説
の
中
に
は
︑
兎
も
角
も
自
分
の
姿
を
見
る
と
い
う
心
持
が
あ

と

か
く

っ
た
︒
然
ら
ば
自
分
は
自
然
主
義
的
の
思
想
に
満
足
し
て
居
た
か

と
い
え
ば
︑
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
︒
唯
自
分
に
親
し
い
若
し
く

も

は
自
分
自
身
の
思
想
感
情
を
見
る
と
い
う
点
に
於
て
︑
自
然
主
義

の
作
物
が
自
分
の
興
味
を
引
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒

思
う
に
自
然
主
義
の
思
想
又
は
文
学
が
︑
非
常
の
勢
力
を
揮
っ

ふ
る

た
強
味
は
主
と
し
て
こ
こ
に
あ
る
︒
其
は
時
代
の
人
心

︱
少
く

そ
れ

と
も
文
学
を
解
す
る
時
代
の
青
年
の
思
想

︱
に
︑
こ
の
思
想
文

学
を
受
容
れ
る
準
備
が
あ
っ
た
︑
即
ち
彼
等
の
思
想
が
自
然
主

う
け
い

す
な
わ

義
的
で
あ
っ
た
点
に
あ
る
︒
自
然
主
義
の
文
学
は
思
想
界
︵
青
年
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の
︶
の
要
求
に
動
か
さ
れ
︑
こ
の
要
求
を
幾
分
か
充
し
た
︒
こ
れ

み
た

は
今
更
事
新
し
く
い
う
程
の
必
要
も
な
い
こ
と
で
︑
此
の
点
の
み

よ
り
見
れ
ば
︑
往
時
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
風
の
思
想
が
青
年
の
心

を
動
か
し
た
の
と
変
り
は
な
い
︒
自
然
主
義
の
論
者
や
作
家
は
こ

の
勢
に
乗
じ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
︒

い
き
お
い

そ
れ
は
兎
も
角
自
分
は
自
然
主
義
を
ば
議
論
の
上
か
ら
覗
っ

う
か
が

て
見
た
く
︑
又
論
者
の
主
張
と
自
分
の
所
思
と
の
交
渉
を
も
見
た

く
て
本
書
を
読
ん
だ
︒
尤
も
自
分
は
芝
居
や
絵
や
音
楽
や
彫
刻
の

こ
と
は
知
ら
ぬ
︒
又
欧
洲
近
世
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
も
︑
聞
き

覚
え
に
名
を
知
っ
た
り
︑
梗
概
を
き
い
た
り
し
た
も
の
の
外
に
︑
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自
分
で
読
ん
だ
も
の
は
実
に
少
い
︒
こ
の
点
に
於
て
著
者
と
議
論

す
る
気
も
な
く
︑
又
あ
っ
た
と
し
て
も
今
は
出
来
な
い
︒
そ
れ
で

主
と
し
て
研
究
の
中
の
自
然
主
義
論
︑
文
芸
と
人
生
と
の
関
係
論

等
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒
そ
れ
も
文
学
美
学
の
造
詣
は
殆
ど
な
い

の
で
あ
る
か
ら
︑
要
す
る
に
自
分
の
所
感
の
陳
述
と
い
う
に
止
ま

る
で
あ
ろ
う
︒二

著
者
は
序
に
か
え
て
︑﹁
人
生
観
上
の
自
然
主
義
﹂
を
此
書
の

こ
の
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劈
頭
に
掲
げ
て
居
る
︒
こ
れ
は
著
者
現
在
の
人
生
観
の
告
白
と
見

へ
き
と
う

て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
に
云
う
著
者
の
人
生
観
と
は
︑
主

と
し
て
実
行
上
の
道
徳
観
で
あ
る
︒
著
者
は
従
来
の
道
徳
に
対
し

て
全
く
疑
惑
の
状
態
に
居
る
︑
然
も
生
活
の
方
便
と
し
て
は
こ
の

道
徳
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︑
在
来
の
人
生
観
上
の
自
然
主

義
と
い
う
も
の
も
︑
畢
竟
す
る
に
著
者
に
取
っ
て
は
疑
惑
の
一

ひ
つ
き
よ
う

面
に
過
ぎ
ぬ
と
告
白
し
て
居
る
︒
即
ち
著
者
の
人
生
観
は
自
然
主

義
と
明
言
し
得
ら
れ
る
程
の
も
の
で
な
い
︒著
者
の
言
に
従
え
ば
︑

著
者
に
は
実
行
的
人
生
の
理
想
又
は
帰
結
を
標
榜
す
る
人
生
観

ひ
よ
う
ぼ
う

は
な
い
︒
し
か
も
こ
の
事
は
著
者
に
統
一
あ
り
徹
底
せ
る
人
生
観
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の
な
い
と
い
う
意
味
で
︑
著
者
に
全
然
人
生
観
な
し
と
い
う
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
︒兎
に
も
角
に
も
何
等
か
の
人
生
観
が
な
く
し
て
︑

其
の
人
に
文
芸
観
の
あ
り
よ
う
が
な
い
︒
著
者
を
し
て
宗
教
に
赴

か
し
め
ず
︑
哲
学
に
赴
か
し
め
ず
︑
ひ
と
り
文
芸
に
赴
か
し
め
た

と
す
れ
ば
︑其
は
是
非
と
も
著
者
の
人
生
観
に
基
か
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

更
に
何
故
に
著
者
が
自
然
主
義
の
文
芸
を
要
求
す
る
か
と
い
う
こ

な
に
ゆ
え

と
も
︑
著
者
の
人
生
観
か
ら
導
き
来
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
無
論
自

分
は
著
者
と
同
じ
く
︑
人
生
観
の
其
儘
に
文
芸
観
で
な
い
こ
と
を

そ
の
ま
ま

ば
認
め
得
る
︒
さ
り
な
が
ら
人
生
観
を
離
れ
て
文
芸
観
の
あ
り
得

ず
︑
又
此
の
文
芸
観
に
基
づ
い
た
自
然
主
義
文
学
の
あ
り
得
ざ
る
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こ
と
は
︑
著
者
の
固
よ
り
認
め
ら
れ
る
所
だ
と
思
う
︒
著
者
は
︑

も
と

此
の
序
を
以
て
文
芸
上
の
自
然
主
義
論
に
裏
付
け
る
と
い
っ
た
宣

言
に
対
し
て
も
︑
せ
め
て
本
文
中
の
文
芸
論
と
の
要
点
要
点
の
合

せ
目
だ
け
で
も
︑
示
し
て
お
く
用
意
は
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る

と
思
う
︒
此
の
点
に
於
て
此
の
一
文
は
非
常
に
物
足
ら
な
い
︒

著
者
は
自
己
が
伝
習
の
道
徳
を
離
れ
得
ぬ
根
柢
を
ば
︑
自
己
の

生
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
︑
即
ち
自
己
保
存
欲
と
い
う
も
の
に
帰

し
て
居
る
︒
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
︑
此
の
事
に
は
な
お
知
識
的

の
疑
問
が
あ
る
上
に
︑
又
一
向
荘
厳
な
感
じ
を
著
者
に
与
え
ぬ
︒

さ
れ
ば
と
て
著
者
を
ば
是
が
非
で
も
引
き
回
わ
す
程
の
力
と
も
な
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っ
て
居
る
と
は
思
え
ぬ
︒
著
者
の
現
状
を
察
す
る
に
︑
殆
ど
進
む

に
も
進
む
こ
と
が
出
来
ず
︑
退
く
に
も
退
く
こ
と
が
出
来
ず
︑
正ま

さ
し
く
手
も
足
も
出
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
ろ
う
︒
自
分
の
考
で

は
若
し
此
の
有
様
が
一
歩
を
堕
す
れ
ば
︑
何
を
為
る
の
も
懶
く
︑

す

も
の
う

生
活
力
は
減
退
し
て
唯
肉
感
の
刺
戟
を
の
み
求
め
︑
唯
こ
の
ま
ま

に
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
願
う
様
な
倦
怠
に
陥
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
︒
又
は
拘
々
と
し
て
心
生
活
に
何
の
落
着
き
も
な
く
︑
強
い

こ
う
こ
う

し

て
す
べ
て
を
嘲
る
け
れ
ど
も
︑
そ
の
嘲
笑
の
声
の
空
虚
な
の
に

あ
ざ
け

自
分
で
ウ
ン
ザ
リ
す
る
様
な
心
持
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
︒
要
す
る

に
更
に
進
ん
で
懺
悔
を
な
し
︑
自
己
省
察
に
入
る
に
は
︑
ど
う
し
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て
も
此
上
に
何
等
か
の
力
や
要
求
が
加
わ
り
︑
何
等
か
の
開
通
が

心
に
生
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

著
者
は
今
の
自
分
は
懺
悔
す
る
に
適
し
て
居
る
と
い
っ
て
居

る
︒
然
し
著
者
は
今
万
事
を
抛
擲
し
て
懺
悔
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
︑

ほ
う
て
き

差
迫
っ
た
心
持
を
経
験
し
て
居
る
と
は
思
え
な
い
︒﹁
痛
切
に
自

己
の
現
状
を
見
よ
︑
見
て
而
し
て
之
を
真
摯
に
告
白
せ
よ
﹂
と
い

し
か

う
著
者
の
言
葉
も
︑
自
分
に
は
強
く
響
か
な
い
︒
人
は
疑
惑
不
定

な
る
が
故
に
懺
悔
︵
必
し
も
宗
教
的
の
懺
悔
と
は
い
わ
ぬ
︶
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
疑
惑
不
定
の
状
態
に
は
︑
寧
ろ
一
言
を
出
す

こ
と
も
一
語
を
洩
ら
す
こ
と
も
出
来
ぬ
と
い
う
の
が
︑
実
際
の
心
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持
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
人
が
懺
悔
す
る
時
に
は
必
ず
一
種
の
強
い

肯
定
若
し
く
は
否
定
を
や
っ
て
は
居
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
動
機
の

分
裂
の
多
い
今
の
人
間
に
︑
懺
悔
は
実
に
六
ヵ
し
い
こ
と
と
思
わ

れ
る
︒
自
分
の
考
を
い
え
ば
︑
今
の
人
間
は
懺
悔
を
す
ら
為
し
得

な

ぬ
状
態
に
居
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
著
者
の
﹁
真
摯
に
懺
悔
せ
よ
﹂

と
い
う
言
葉
は
︑
恐
ら
く
著
者
の
理
想
で
あ
っ
て
現
在
で
は
あ
る

ま
い
︒
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三

本
文
の
最
初
に
あ
る
﹁
美
学
と
生
の
興
味
﹂
に
於
て
は
︑
美
の

人
生
に
於
け
る
位
置
︑
殊
に
は
そ
の
道
徳
功
利
の
方
面
と
の
関
係

こ
と

が
論
じ
て
あ
る
︒
元
来
著
者
の
考
は
︑
概
し
て
快
楽
的
︑
功
利
的
︑

又
実
証
的
で
あ
る
︒
此
論
に
於
て
は
︑
著
者
の
か
か
る
見
地
よ
り

し
た
文
芸
観
が
窺
い
知
ら
れ
る
︒
著
者
が
生
の
哲
理
中
に
論
じ
て

居
る
宗
教
道
徳
観
に
つ
い
て
は
︑別
に
何
も
言
わ
ぬ
こ
と
に
す
る
︒

生
の
増
進
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
生
活
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
︑
誰
に
も
異
議
は
あ
る
ま
い
が
︑
こ
れ
が
こ
の
儘
で
は
︑
殆
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ん
ど
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
亦
︑
等
し
く
認
め
ね
ば

ま
た

な
る
ま
い
︒
そ
こ
で
や
っ
ぱ
り
自
分
も
著
者
と
共
に
︑
生
の
増
進

を
ば
︑
欲
望
の
満
足
か
ら
来
る
快
感
に
よ
っ
て
判
ず
る
外
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
首
肯
す
る
︒

著
者
は
シ
ラ
ー
の
遊
戯
説
及
び
ス
ペ
ン
サ
ー
の
生
活
余
贅
説
を

よ

ぜ
い
せ
つ

紹
介
し
て
居
る
が
︑
慾
に
は
今
少
し
詳
し
い
批
評
が
聴
き
た
か
っ

た
︒
自
分
は
著
者
の
批
評
の
中
に
︑
功
利
実
用
的
と
い
う
詞
が
︑

こ
と
ば

狭
い
意
味
と
広
い
意
味
と
に
混
淆
せ
ら
れ
て
は
居
な
い
か
と
思

う
︒
例
え
ば
シ
ラ
ー
の
説
の
如
き
は
︑
希
臘
風
の
善
と
美
と
の
一

ギ
リ
シ
ヤ

致
の
境
を
説
い
た
も
の
で
︑
広
義
若
し
く
は
高
義
に
於
け
る
功
利
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と
離
す
よ
り
は
︑
寧
ろ
美
の
極
致
に
於
け
る
之
と
の
融
合
の
境
を

論
じ
て
居
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
著
者
が
後
に
ミ
レ
ー
の
ア
ン

ゼ
ラ
ス
の
例
を
以
て
説
明
し
た
文
芸
の
第
一
義
功
利
と
い
う
が
如

き
も
の
も
︑
其
の
近
代
的
情
調
は
別
と
し
て
︑
本
質
的
に
は
ど
の

位
シ
ラ
ー
の
遊
戯
説
と
異
な
っ
て
居
る
か
と
い
う
こ
と
は
︑
更
に

著
者
の
説
明
を
待
た
な
け
れ
ば
承
知
し
か
ね
る
こ
と
で
あ
る
︒
著

者
の
所
謂
第
一
義
功
利
と
美
と
を
結
び
つ
け
る
説
は
道
理
だ
と
思

う
け
れ
ど
も
︑
所
謂
第
二
義
功
利
が
美
で
あ
る
か
否
か
は
︑
ま
だ

議
論
の
余
地
が
多
い
と
思
う
︒例
え
ば
著
者
の
挙
げ
て
居
る
如
く
︑

操
練
の
目
的
を
有
す
る
踊
が
美
で
あ
っ
て
も
︑
こ
の
功
利
其
物
が
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美
の
要
素
だ
と
は
必
し
も
云
い
得
ら
れ
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
点
︑

又
ギ
オ
ー
の
味
覚
美
説
に
対
し
て
も
︑
視
覚
聴
覚
等
に
比
べ
て
は

味
覚
が
美
的
で
あ
る
こ
と
の
少
い
点
な
ど
は
︑
尚
お
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
所
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

更
に
進
ん
で
一
考
す
る
と
︑
道
徳
問
題
の
イ
プ
セ
ン
︑
社
会
問

題
の
ゾ
ラ
︑
宗
教
問
題
の
ト
ル
ス
ト
イ
等
の
作
品
が
︑
其
の
道
徳

的
︑
社
会
的
︑
宗
教
的
な
る
故
を
以
て
︑
即
ち
著
者
の
所
謂
第
二

義
功
利
的
た
る
其
儘
を
以
て
は
︑
決
し
て
文
芸
と
い
え
な
い
点
に

見
て
も
︑
畢
竟
す
る
に
文
芸
に
残
さ
れ
る
功
利
は
︑
著
者
の
所
謂

第
一
義
功
利
と
の
み
は
な
ら
ぬ
か
︒
こ
の
第
一
義
功
利
に
与
か
り

あ
ず
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得
る
も
の
は
︑
ど
う
し
て
も
人
を
し
て
第
二
義
功
利
を
離
れ
て
︑

所
謂
観
照
の
態
度
に
入
ら
し
め
る
︒
文
芸
の
極
致
こ
の
一
境
を
の

み
残
す
と
す
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
生
の
哲
理
に
基
づ
く
美
学
の
特
質

は
ど
れ
だ
け
際
立
つ
で
あ
ろ
う
か
︒
此
の
点
も
今
一
層
明
か
に
し

き
わ
だ

て
貰
い
た
か
っ
た
︒
著
者
の
所
謂
美
と
功
利
と
の
再
合
時
代
の
功

利
と
︑
リ
ボ
ー
氏
の
第
一
期
の
功
利
と
美
と
の
密
着
時
代
の
功
利

と
の
︑
意
義
の
差
違
も
明
か
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
︒

﹁
芸
術
と
実
生
活
の
界
に
横
わ
る
一
線
﹂
の
一
論
文
は
︑
著
者
が

更
に
進
ん
で
実
生
活
と
芸
術
と
の
交
渉
如
何
を
論
じ
た
も
の
で
︑

前
の
論
文
の
続
と
も
見
ら
れ
る
︒
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功
利
の
為
の
芸
術
︑
芸
術
の
為
の
芸
術
︑
自
己
の
為
の
芸
術
︑

生
の
為
の
芸
術
の
間
の
移
行
き
は
︑大
体
に
於
て
う
な
ず
か
れ
る
︒

著
者
が
芸
術
と
実
生
活
と
の
間
に
は
︑
自
己
を
第
三
者
化
す
る
一

隙
︑
即
ち
著
者
の
所
謂
我
的
同
情
か
ら
他
的
同
情
へ
移
る
こ
と
を

要
す
る
と
い
っ
た
の
は
︑
至
当
の
論
と
思
う
︒
尤
も
著
者
の
い
う

他
的
同
情
が
︑
ど
れ
だ
け
物
象
を
客
観
化
し
得
る
や
は
問
題
と
し

て
後
に
残
し
た
い
︒
著
者
は
﹁
芸
術
と
実
生
活
と
は
実
に
局
部
我

よ
り
脱
し
て
全
我
の
生
の
意
義
即
ち
価
値
に
味
到
す
る
と
い
う
一

線
に
よ
り
て
区
界
せ
ら
る
﹂
と
い
っ
て
居
る
が
︑
こ
れ
は
両
方
の

界
線
と
い
う
よ
り
は
︑
寧
ろ
芸
術
の
極
致
或
は
理
想
だ
と
い
う
方
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が
当
っ
て
居
る
と
思
う
︒

四

﹁
文
芸
上
の
自
然
主
義
﹂
は
従
来
世
に
出
で
た
自
然
主
義
論
中

い

で
︑
最
も
包
括
的
で
︑
又
最
も
整
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
然
し
な

が
ら
︑
あ
ま
り
包
括
的
た
る
を
心
掛
け
た
為
に
︑
動
も
す
れ
ば
あ

や
や

ま
り
に
抽
象
的
に
な
り
︑
自
然
主
義
の
特
相
の
薄
れ
た
様
な
点
も

あ
る
と
思
う
︒

自
然
主
義
の
純
客
観
的
描
写
と
︑
主
観
挿
入
的
描
写
と
に
つ
い
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て
も
︑
い
い
た
い
こ
と
が
あ
る
が
其
れ
は
後
に
す
る
︒
描
写
の
目

的
題
材
に
入
っ
て
︑
著
者
は
自
然
主
義
の
目
的
と
す
る
所
は
︑
ひ

と
り
真
に
あ
る
︒
理
想
と
い
い
現
実
と
い
う
語
は
︑
要
す
る
に
第

二
義
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
居
る
︒
し
か
し
著
者
の
所
謂
第
一

義
の
真
は
自
分
に
よ
く
は
分
ら
な
い
︒﹁
自
然
の
真
と
の
み
で
は

物
足
ら
ぬ
か
ら
︑
之
を
手
に
触
れ
目
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
第

二
義
の
も
の
に
化
し
て
︑以
て
製
作
上
の
実
用
に
供
せ
ん
と
す
る
﹂

と
い
い
︑﹁
真
と
い
う
最
後
の
目
的
が
手
の
届
く
所
に
来
れ
ば
︑

砕
け
て
様
々
の
形
に
な
る
﹂
と
い
う
著
者
の
詞
に
も
︑
ど
れ
だ
け

の
的
確
を
許
し
得
べ
き
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
例
え
ば
こ
の
分
れ
た
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も
の
は
一
々
に
真
で
あ
っ
て
︑
第
一
義
の
真
と
は
︑
畢
竟
す
る
に

此
等
個
々
の
第
二
義
の
真
の
集
合
名
に
過
ぎ
な
い
の
か
︑
又
は
第

一
義
の
真
は
一
種
の
超
絶
的
︑
本
体
的
の
者
で
あ
る
か
︒
前
者
だ

と
す
れ
ば
第
一
義
と
は
い
え
ま
い
︑
又
後
者
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
れ

を
理
想
と
い
う
も
︑
知
ら
ざ
る
神
と
い
う
も
名
前
の
差
違
ば
か
り

に
な
り
は
す
ま
い
か
︒か
く
て
究
竟
自
然
主
義
描
写
の
目
的
は
︑

き
ゆ
う
き
よ
う

他
の
文
芸
の
描
写
の
目
的
と
ど
れ
だ
け
違
う
で
あ
ろ
う
か
︒

著
者
は
又
表
に
し
た
真
の
題
下
に
︑
社
会
問
題
と
科
学
と
現
実

と
い
う
項
目
を
置
い
て
居
る
︒
固
よ
り
著
者
が
此
等
を
以
て
真
の

項
目
を
網
羅
し
た
と
信
じ
て
居
る
わ
け
で
な
い
と
は
︑
自
分
も
思
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う
︒
し
か
し
著
者
は
現
実
と
真
と
を
如
何
に
考
え
て
居
る
の
か
︒

現
実
以
外
に
真
が
あ
る
か
︑
現
実
を
離
れ
て
真
は
な
い
か
︒
現
実

と
い
い
真
と
い
う
を
唯
詞
の
戯
と
な
さ
ぬ
為
に
は
︑
著
者
は
更

た
わ
む
れ

に
説
明
す
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
尤
も
此
の
説
明
が
遺
憾

な
し
に
出
来
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
或
る
学
者
は
︑
自
然
主

義
だ
と
い
っ
て
別
に
新
し
い
所
は
何
も
な
い
と
い
っ
た
と
聞
く
︒

自
然
主
義
を
其
の
根
本
本
質
に
於
て
見
れ
ば
︑
此
の
学
者
の
言
も

強
ち
に
却
け
ら
れ
ぬ
と
思
う
︒
要
す
る
に
自
然
主
義
の
文
芸
と

あ
な
が

し
り
ぞ

の
相
違
を
ば
第
一
義
的
に
は
見
な
い
︑
第
二
義
的
に
見
る
の
が
︑

自
分
の
考
で
あ
る
︒
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五

自
分
は
進
ん
で
著
者
の
自
然
主
義
の
価
値
の
論
を
覗
お
う
と
思

う
︒著

者
の
言
に
芸
術
は
﹁
客
観
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
客
観
化

せ
ら
れ
ざ
る
主
観
は
斥
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒
か
く
て

著
者
は
審
美
的
主
観
と
し
て
抒
情
的
︑
情
緒
的
︑
情
趣
的
の
三
つ

を
挙
げ
て
︑
自
然
主
義
の
排
す
る
主
観
は
前
の
二
つ
に
あ
る
と
な

し
︑﹁
知
的
事
象
を
歩
々
成
る
べ
く
実
験
に
近
似
し
て
自
然
と
思
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わ
れ
る
方
式
に
展
開
せ
し
め
︑
一
々
相
当
の
情
緒
の
反
応
し
来
っ

て
︑
事
象
と
相
即
す
る
を
期
し
︑
さ
て
か
く
の
如
き
知
的
融
会
の

第
三
段
境
を
︑
忠
実
に
そ
の
ま
ま
表
出
し
よ
う
と
す
る
﹂︒
又
﹁
か

か
る
第
四
段
境
に
達
す
る
ま
で
描
写
の
筆
を
取
り
上
げ
ず
︑
さ
て

第
四
段
境
の
情
趣
か
ら
始
め
て
忠
実
に
写
し
か
か
る
と
い
う
場
合

に
は
︑
主
観
挿
入
的
即
ち
印
象
的
自
然
と
な
る
﹂︒
さ
れ
ど
極
致

は
こ
の
両
境
の
一
致
に
あ
る
と
い
っ
て
居
る
︒
思
う
に
近
頃
世
に

い
う
客
観
的
印
象
描
写
と
い
う
様
な
も
の
が
有
り
得
る
と
す
れ

ば
︑
恐
ら
く
は
こ
の
両
境
一
致
の
場
合
で
あ
ろ
う
︒

自
然
主
義
は
其
の
描
写
の
上
に
︑
科
学
的
態
度
︑
知
識
的
態
度



27

を
取
る
︒
し
か
し
単
に
科
学
的
態
度
知
識
的
態
度
を
取
る
と
い
う

な
ら
ば
︑
其
れ
は
科
学
で
あ
る
︒
吾
人
に
具
体
的
な
生
き
生
き
し

た
物
の
姿
を
与
え
る
こ
と
は
六
ヵ
し
い
︒
文
芸
と
し
て
は
之
を
裏

付
け
る
に
︑
常
に
感
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
真
を
捜
ら
ん
と
し
︑

微
を
発
か
ん
と
す
る
知
的
努
力
は
︑
必
し
も
文
芸
の
描
写
に
摂
取

あ
ば

し
得
ら
れ
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
︑
こ
れ
等
の
努
力
が
作
者

の
気
分
の
中
に
介
在
し
て
︑
そ
れ
が
作
者
の
主
観
と
消
化
し
合
っ

て
居
な
け
れ
ば
︑
完
全
な
る
文
芸
は
出
て
来
ま
い
と
思
う
︒
著
者

が
い
わ
ゆ
る
生
そ
の
も
の
の
意
味
に
味
到
し
た
気
持
と
い
い
︑
又

は
他
的
同
情
と
い
う
も
の
も
︑
畢
竟
す
る
に
作
者
の
豊
潤
な
明
澄
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な
無
邪
天
真
の
︑
明
鏡
止
水
の
如
き
主
観
︑
即
ち
直
覚
若
し
く
は

之
よ
り
導
き
来
ら
れ
た
気
持
と
い
う
よ
り
外
に
説
明
は
出
来
ま

い
︒
此
の
意
味
に
於
て
も
文
芸
は
や
っ
ぱ
り
天
才
の
仕
事
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
︒
最
上
の
文
芸
の
生
ま
れ
る
の
は
此
の
境
に
於
て
で

は
な
い
か
︒
そ
し
て
吾
人
は
此
の
極
致
に
於
て
︑
あ
ら
ゆ
る
文
芸

の
共
通
点
を
見
る
︒
更
に
進
ん
で
は
哲
学
︑
宗
教
に
ま
で
も
通
じ

た
境
地
を
想
望
す
る
︒
此
の
意
味
に
於
て
は
︑
自
分
は
自
然
主
義

文
芸
の
他
と
異
な
る
特
質
を
認
め
得
ら
れ
な
い
と
思
う
︒

然
し
な
が
ら
︑
我
々
が
果
し
て
厳
密
に
事
象
其
儘
を
描
写
し
得

る
か
と
問
え
ば
︑
結
局
は
や
っ
ぱ
り
作
者
の
見
た
事
象
と
い
う
よ
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り
外
に
は
出
ま
い
︒
自
然
主
義
の
論
者
の
︑
写
実
主
義
の
唯
物
の

外
形
を
写
し
て
︑
そ
の
心
を
写
さ
な
い
と
い
う
非
難
も
︑
そ
の
心

と
は
何
ぞ
や
と
追
究
す
れ
ば
︑
そ
の
落
着
き
所
は
其
の
物
を
経
験

す
る
作
者
の
主
観
よ
り
外
に
は
あ
る
ま
い
︒
他
的
同
情
に
つ
い
て

の
著
者
の
説
明
も
き
い
た
が
︑
物
の
心
畢
竟
作
者
の
心
で
な
い
こ

と
を
証
明
し
得
る
道
は
あ
り
得
な
い
︒
世
人
の
精
確
に
純
客
観
的

で
あ
る
と
思
っ
て
居
る
科
学
的
実
験
の
上
に
も
︑
近
頃
は
実
験
者

の
主
観
と
い
う
こ
と
が
測
算
の
中
に
容
れ
ら
れ
る
と
聞
い
た
︒
況い

わ

ん
や
文
芸
上
の
描
写
に
於
て
を
や
で
あ
る
︒
こ
ん
な
こ
と
は
固
よ

り
分
り
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
近
頃
文
芸
上
の
純
客
観
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的
描
写
を
論
ず
る
人
を
見
る
と
︑
談
何
ぞ
容
易
な
る
と
い
う
感
に

堪
え
ぬ
か
ら
︑
序
に
言
い
添
え
た
ま
で
で
あ
る
︒

つ
い
で

更
に
題
材
の
上
か
ら
見
る
と
︑
著
者
は
こ
こ
で
は
自
然
主
義
の

真
を
ば
︑
文
明
に
対
す
る
自
然
︑
精
神
に
対
す
る
物
質
︑
理
想
に

対
す
る
現
実
の
意
味
に
認
め
て
居
る
が
︑
又
更
に
進
ん
で
は
本
来

の
文
芸
の
境
に
於
て
は
︑
光
明
主
義
で
も
唯
愛
主
義
で
も
何
で
も

よ
い
︒
現
実
の
実
相
を
画
け
ば
︑
其
れ
で
自
然
主
義
の
文
芸
と
い

え
る
と
い
っ
て
居
る
︒
後
の
言
は
理
論
上
又
は
自
然
主
義
の
歴
史

の
上
か
ら
も
︑決
し
て
言
い
得
ら
れ
ぬ
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
が
︑

し
か
し
自
然
主
義
の
文
学
の
近
代
文
学
と
し
て
の
特
殊
の
価
値
︑
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我
々
現
時
の
人
間
に
特
別
の
興
味
を
与
う
る
所
以
は
︑
寧
ろ
著
者

ゆ
え
ん

の
前
の
説
明
に
よ
り
て
よ
り
多
く
明
か
に
せ
ら
れ
る
と
思
う
︒
解

決
理
想
を
提
供
す
る
こ
と
が
︑
自
然
主
義
の
文
芸
の
意
味
で
な
い

こ
と
は
諒
す
る
け
れ
ど
も
︑
内
容
の
上
に
全
く
無
条
件
主
義
だ

り
よ
う

と
い
う
穏
当
な
言
前
は
︑
畢
竟
言
前
た
り
理
想
た
る
に
止
ま
る
の

い
い
ま
え

で
は
な
い
か
︒
自
然
主
義
の
文
学
を
作
っ
た
今
日
の
人
心
は
︑
決

し
て
事
実
を
え
り
ご
の
み
し
な
い
様
な
状
態
に
は
居
る
ま
い
︒
但

し
作
家
と
し
て
立
つ
時
と
︑
個
人
と
し
て
身
を
処
す
る
時
と
の
︑

或
る
程
度
ま
で
二
元
た
り
得
る
こ
と
は
︑
自
分
も
著
者
の
言
に
従

お
う
が
︑
作
者
が
作
に
耽
っ
た
時
の
態
度
が
無
念
無
想
で
あ
る
べ

ふ
け
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し
と
し
て
も
︑
其
の
題
材
を
選
ぶ
に
至
る
ま
で
は
︑
作
者
の
個
人

的
性
格
︑
周
囲
の
境
遇
か
ら
支
配
を
受
く
る
の
が
事
実
で
は
な
い

か
︒
自
然
主
義
の
文
学
者
は
殊
に
も
︑
其
の
取
材
に
於
て
時
代
の

精
神
︑
時
代
の
生
活
状
態
か
ら
殆
ど
圧
迫
を
受
け
て
居
る
と
さ
え

言
い
得
る
と
思
う
︒
時
代
の
精
神
︑
時
代
の
生
活
と
の
密
接
な
る

交
渉
が
︑
即
ち
自
然
主
義
論
者
の
触
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い

、
、
、

か
︒自
分
は
自
然
主
義
の
価
値
特
相
を
主
と
し
て
此
の
点
に
見
る
︒

さ
れ
ば
自
然
主
義
の
文
学
は
︑
偏
っ
た
強
い
動
機
か
ら
出
て

か
た
よ

来
た
と
見
る
の
が
︑
公
平
な
穏
当
な
例
え
ば
﹁
真
理
の
全
体
を
尽

す
為
に
醜
を
も
描
く
﹂
と
い
う
様
な
理
由
に
基
づ
く
と
見
る
よ
り
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真
に
近
い
︒
科
学
的
精
神
が
︑
一
種
の
重
く
る
し
い
殆
ど
科
学
的

迷
信
と
で
も
い
わ
る
べ
き
形
を
以
て
︑
現
代
の
人
心
を
圧
し
て
居

る
こ
と
や
︑社
会
問
題
と
い
い
個
人
の
解
放
と
い
う
様
な
こ
と
が
︑

見
る
ま
い
聴
く
ま
い
と
し
て
も
能
わ
ざ
る
程
の
圧
迫
を
以
て
進
ん

あ
た

で
来
て
居
る
こ
と
を
見
て
も
︑
自
分
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
︒

思
う
に
単
に
現
実
と
い
っ
て
も
︑
見
方
に
よ
っ
て
は
︑
例
え
ば

心
理
的
に
︑
吾
人
の
精
神
に
切
実
な
る
経
験
と
い
う
様
な
一
般
的

の
意
味
に
於
て
は
︑
決
し
て
自
然
主
義
の
特
有
物
と
は
い
い
得
ら

れ
ぬ
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
イ
プ
セ
ン
の
作
な
ど
は
︑
ど
う
し
て
も

理
想
的
と
見
ら
れ
る
分
子
が
多
い
︒
唯
彼
の
描
い
た
奇
峭
な
或
は

き
し
よ
う
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突
飛
な
性
格
も
︑
今
の
吾
人
の
経
験
又
は
之
に
基
づ
く
要
求
︑
即

ち
吾
人
の
現
実
を
背
景
と
し
て
こ
そ
︑
拵
え
た
人
間
と
し
て
で

こ
し
ら

な
く
︑
或
は
拵
え
た
人
間
と
し
て
で
も
吾
人
に
没
交
渉
で
な
い
人

間
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
即
ち
か
く
の
如
く
に
し
て
理
想

的
で
あ
り
な
が
ら
現
実
的
で
あ
り
得
る
と
も
い
い
得
ら
れ
る
︒
さ

れ
ば
自
然
主
義
の
現
実
と
い
っ
て
も
︑
其
の
特
異
な
る
点
は
︑
い

わ
ば
現
代
の
現
実
た
る
点
に
あ
る
︒

著
者
の
い
わ
ゆ
る
全
体
の
人
生
の
意
義
及
び
価
値
︑
即
ち
中
間

の
説
明
を
轍
し
て
の
第
一
義
が
髣
髴
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
れ

は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
於
て
︑
其
の
時
代
の
人
心
に
最
も
切
実
な
問
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題
︑
事
象
に
よ
り
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
れ
が
文
学

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
当
時
の
切
実

な
問
題
事
象
を
材
料
と
し
て
示
さ
れ
る
に
違
い
な
い
︒
自
然
主
義

の
文
学
が
人
生
の
全
体
の
意
義
を
示
さ
ば
︑
そ
れ
は
現
代
の
現
実

を
以
て
す
る
︒
こ
の
点
に
自
然
主
義
文
学
の
一
つ
の
使
命
は
あ
る

で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

六

自
然
主
義
の
価
値
論
の
終
に
於
て
︑
著
者
は
一
般
思
想
と
の
連
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絡
を
三
段
に
説
明
し
て
︑
一
に
は
因
習
破
壊
︑
新
機
軸
発
揮
︑
二

に
は
現
実
を
重
ん
じ
理
想
を
斥
け
る
こ
と
︑
三
に
は
絶
対
神
秘
の

一
物
を
直
指
す
る
点
に
あ
る
と
い
っ
て
居
る
︒
こ
こ
に
於
て
我
々

は
初
に
帰
っ
て
︑
著
者
の
人
生
観
上
の
自
然
主
義
を
見
る
と
︑
著

者
の
人
生
観
と
著
者
の
説
示
し
た
自
然
主
義
と
の
間
に
は
︑
ま
だ

多
く
の
隔
り
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
︒

其
外
時
評
其
他
に
つ
い
て
も
所
感
が
あ
る
が
や
め
る
︒﹁
囚
わ

と
ら

れ
た
る
文
芸
﹂
は
当
時
は
随
分
の
評
判
で
あ
っ
た
が
︑
自
分
に
は

面
白
く
な
か
っ
た
︒
今
に
な
っ
て
こ
れ
を
見
る
と
︑
其
の
内
容
も

文
章
も
︑
幼
稚
で
見
ら
れ
な
い
︒
自
然
主
義
を
唱
道
し
た
著
者
に
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し
て
︑
三
年
前
か
か
る
文
章
を
書
い
て
得
意
で
居
た
こ
と
を
見
る

と
︑
時
勢
の
転
変
︑
時
代
の
力
と
い
う
も
の
を
切
に
感
ぜ
ざ
る
を

得
ぬ
︒

釜
中
に
坐
す
る
様
な
熱
さ
に
根
気
が
衰
え
て
︑
頭
が
い
う
こ
と

ふ
ち
ゆ
う

を
き
か
ぬ
︒
見
当
違
い
も
見
落
し
も
あ
ろ
う
︒
あ
ら
ば
切
に
著
者

の
寛
恕
を
願
う
︒

︵
明
治
四
十
二
年
七
月
十
九
日
稿
︶

か
ん
じ
よ
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