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三

糸吉  三三  ニ  一一一 ∫旨う：

序

交
芸
理
論
の
基
底

詩
的
発
想
と
思
想
性

中
世
文
化
生
理
の
逆
説
的
発
想

中
世
文
学
の
詩
的
文
芸
性

巾
世
理
観
の
詩
的
発
想

 
文
芸
理
論
、
ま
た
は
文
芸
評
論
が
、
作
品
の
創
作
な
ら
び
に
鑑
賞
の
線
に
沿

う
て
、
主
体
的
に
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
作
品
そ
れ
自
体
お
よ
び
、
作

晶
の
成
立
に
関
す
る
本
質
的
意
義
、
ま
た
そ
の
作
品
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め

た
、
文
化
生
理
の
時
代
的
、
歴
史
的
意
義
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
、
文
芸
作
品
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
可
能
の
条
件

な
い
し
基
調
、
と
し
て
の
文
化
生
理
に
お
け
る
、
政
治
的
、
倫
遡
的
、
哲
学
的
、

ま
た
は
宗
教
的
な
思
想
性
と
い
っ
た
も
の
に
は
、
文
芸
の
創
作
な
ら
び
に
鑑
賞

の
論
理
を
究
明
す
る
た
め
の
態
度
の
面
で
、
立
論
者
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

操
作
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
追
及
す
る
こ
と
は
、
文
芸

理
論
に
お
け
る
主
体
的
な
七
七
が
、
文
化
生
理
に
お
け
る
主
体
的
な
女
方
一
例

え
ば
、
文
芸
理
論
に
お
け
る
思
想
性
の
取
り
上
げ
方
1
と
、
ど
の
よ
う
な
関
連

性
を
も
っ
て
い
る
か
に
就
い
て
の
、
分
析
の
必
要
を
意
草
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
 
 
 
 
 
 
 
①

 
和
辻
哲
郎
博
士
の
『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
に
は
、
 
「
日
本
文
芸
と
仏
教
思

 
想
」
 
の
考
察
に
関
す
る
基
本
姿
勢
に
就
い
て
、
 
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い

る
。 

文
芸
の
理
論
が
、
文
芸
の
創
作
や
鑑
賞
の
体
験
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
時
、
た

 
と
ひ
意
識
的
に
は
、
 
仏
教
思
想
が
斥
け
ら
れ
て
み
て
も
、
 
根
砥
た
る
体
験

 
自
身
が
、
仏
教
的
心
情
に
浸
透
せ
ら
れ
て
居
り
、
従
っ
て
、
間
接
的
に
、
仏

 
教
の
根
本
概
念
と
聯
絡
す
る
と
い
ふ
場
合
も
あ
る
。

 
 
特
に
、
中
世
に
お
け
る
如
く
、
仏
教
が
、
精
神
生
活
の
基
調
と
な
っ
て
ゐ

 
る
場
合
に
は
、
八
一
の
理
論
と
、
仏
教
思
想
と
が
、
同
一
平
面
に
お
い
て
、

 
 
相
交
渉
す
る
と
い
ふ
風
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
和
辻
博
士
の
説
は
、
 
「
文
芸
の
作
晶
は
体
験
の
表
現
で
あ
っ
て
、
思
想
の
表

現
で
は
な
い
」

 
と
い
ヶ
主
張
で
あ
る
。
交
配
の
理
論
は
、
そ
の
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
み

る
思
想
性
と
は
、
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
私
は
和
辻
博
士
の
説
か

れ
て
い
る
、
論
旨
に
は
全
く
同
感
で
お
る
。
た
だ
「
た
と
ひ
意
識
的
に
は
、
仏

教
思
想
が
斥
け
ら
れ
て
み
て
も
、
 
-
従
っ
て
、
直
接
的
に
、
仏
教
の
根
本
概

念
と
連
絡
す
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
点
（
A
）
と
、
「
特
に
動
画
に
お
け
る
如
く
、
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仏
教
が
、
精
神
生
活
の
基
調
」
を
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
 
「
文
芸
理
論
と

仏
教
思
想
」
と
が
、
 
「
同
一
平
面
に
お
い
て
相
交
渉
す
る
」
と
観
る
解
釈
は
成

り
立
た
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
点
（
B
）
と
の
間
に
は
、
論
旨
展
開
の
線
で
、
多

少
の
注
釈
を
必
要
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
、
文
化
生
理
に
お
け

る
、
 
「
文
芸
の
理
論
と
、
仏
教
思
想
」
の
、
取
り
上
げ
方
に
関
す
る
主
体
性
の

問
題
で
あ
る
。

 
若
し
、
㈲
㈹
両
説
に
お
け
る
。
「
文
芸
の
理
論
と
、
仏
教
思
想
」
と
の
関
連

性
が
、
前
説
で
は
、
閻
接
的
な
も
の
と
し
て
観
ら
れ
て
い
る
し
、
後
説
で
は
、

直
接
的
な
も
の
と
し
て
観
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
と
は
別
個
の
問
題
で

あ
る
。
文
芸
理
論
の
側
か
ら
、
仏
教
思
想
に
対
す
る
場
合
と
、
文
化
生
理
の
面

か
ら
、
仏
教
思
想
に
対
す
る
場
合
と
で
は
、
仏
教
思
想
を
対
象
と
す
る
旨
い
れ

ば
対
象
把
握
の
1
態
度
が
、
間
接
的
ま
た
は
直
接
的
の
'
い
ず
れ
に
あ
る
に
し

て
も
、
そ
れ
と
は
別
個
に
、
対
象
を
捉
え
に
掛
か
る
主
体
性
そ
の
も
の
が
、
'
問

題
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
、
仏
教
思
想
を
、
文
化
生
理
の
面
で

「
精
神
生
活
の
基
調
」
と
し
て
観
る
べ
き
か
、
或
い
は
、
 
仏
教
思
想
を
、
 
文

化
生
理
に
お
け
る
「
精
神
生
活
の
基
調
」
が
形
成
さ
れ
る
た
め
の
「
媒
体
」
と

し
て
観
る
べ
き
か
の
相
違
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
文
芸
理
論
、
文
化
生
理
の
面

で
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
対
象
把
握
の
主
体
性
に
関
す
る
問
題
と
し
て
は
、
同
様
に
、
政
治
思
想
、
倫

理
思
想
、
哲
学
思
想
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
文
芸
理
論
と
思
想
性
と
の
関
連
性
に
就
い
て
考
察
す
る
場
合

に
は
、
例
え
ば
、
仏
教
思
想
に
関
し
て
、
和
辻
博
士
の
主
張
さ
れ
る
如
く
、

「
意
識
的
に
は
、
仏
教
思
想
が
斥
け
ら
れ
て
み
て
も
」
、
両
者
の
問
に
お
け
る

間
接
的
影
響
と
い
っ
た
も
の
を
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
教
的
に
も

然
う
で
あ
っ
た
が
、
特
に
、
政
治
的
に
厳
し
い
対
立
を
続
け
て
い
た
時
代
に
、

③

「
戦
い
と
無
常
観
か
ら
生
ま
れ
た
」
 
と
説
か
れ
る
中
世
文
学
の
在
り
方
が
、

「
文
学
の
狂
言
綺
語
観
か
ら
、
 
文
学
と
宗
教
と
の
混
融
へ
」
 
の
過
程
に
お
い

て
、
宗
教
的
文
学
を
成
立
さ
せ
た
意
義
は
、
頗
る
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
 
「
仏

教
信
仰
が
第
一
義
と
な
っ
た
鎌
倉
期
の
文
学
観
」
と
い
っ
た
も
の
の
特
色
を
見

出
だ
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
平
安
末
期
に
始
ま
り
、
鎌
倉
期

を
経
て
、
室
町
期
に
開
花
す
る
中
世
文
化
が
、
そ
の
形
成
の
第
一
次
元
い
わ
ば

極
限
に
立
っ
て
い
た
平
安
文
化
が
、
転
換
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
末
期
的
段

階
1
に
お
い
て
、
文
化
生
理
の
主
体
性
が
捉
え
た
の
は
、
仏
教
の
無
常
観
で
は

な
か
ろ
う
か
。
若
し
、
こ
の
推
論
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鎌
倉
期
の
文
芸

は
、
仏
教
思
想
を
「
基
調
」
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
観
る
よ
り
は
、

仏
教
思
想
を
「
媒
体
」
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
観
る
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。
何
故
な
れ
ば
、
申
世
文
化
の
第
一
次
形
成
期
に
当
る
、
鎌
倉
期
の
文

化
生
理
に
は
、
仏
教
思
想
の
把
握
と
は
別
途
に
、
寧
ろ
、
そ
の
把
握
よ
り
以
前

に
、
平
安
文
化
転
換
の
契
機
を
、
主
体
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い

交
化
を
創
造
す
る
た
め
の
可
能
性
が
見
出
だ
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

 
周
知
の
如
く
、
藤
原
公
任
の
「
和
漢
朗
詠
集
」
に
引
用
さ
れ
て
、
文
芸
に
お

け
る
狂
言
綺
語
観
の
典
拠
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
『
白
袴
文
集
』
の
、

 
ハ
ク
ハ
テ
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
 
 
シ
テ
 
 
シ
タ
マ
へ

 
願
以
二
今
生
世
俗
文
字
之
藁
、
狂
言
綺
語
之
劃
一
、
融
 
為
二
当
来
世
世
、
 
讃

仏
乗
之
因
、
転
法
輪
之
縁
ヨ
と
い
っ
た
、
毒
的
文
芸
鯉
基
調
す
る
「
祈

 
り
」
の
魚
島
が
、
現
象
的
に
は
、
 
「
鎌
倉
期
の
交
蝦
蟹
」
を
形
成
す
る
題
材

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
象
を
「
祈
り
」
の
境
地
に
ま
で
導
入
し
た
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「
媒
体
」
と
観
ら
れ
る
、
仏
教
思
想
を
考
え
る
前
に
、
転
換
の
過
程
に
在
る
、

鎌
倉
期
の
文
化
生
理
が
、
主
体
的
に
発
想
し
た
、
二
世
的
性
格
の
逆
説
的
理
観

そ
の
も
の
を
突
き
留
め
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

中
世
文
化
の
第
二
形
成
期
に
当
る
、
 
「
室
町
期
の
文
芸
観
」
が
、
こ
の
「
祈

り
」
を
超
克
し
た
、
 
「
悟
り
」
の
境
地
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
い
る
、
申
世
理
観

の
主
体
性
に
徴
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
文
芸
を
、
 
「
狂
言
綺
語
の
誤
」
と
観
て
い
る
『
白
氏
文
集
』
の
、
末
世
的
文

芸
観
を
、
逆
説
的
に
観
る
な
ら
ば
、
中
世
文
学
に
お
け
る
文
芸
性
が
、
主
体
的

に
、
 
「
仏
乗
を
讃
す
る
因
」
と
な
る
べ
き
真
実
性
を
、
ま
た
「
法
輪
を
転
ず
る

．
縁
」
と
な
る
べ
き
真
実
性
を
、
激
動
す
る
現
実
世
界
の
「
世
俗
」
の
間
に
見
出

だ
し
た
も
の
と
、
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
思
想
を
「
媒
体
」

と
し
た
申
世
的
理
観
の
成
立
す
る
以
前
に
、
文
化
形
成
の
主
体
的
生
理
に
お
い

て
、
中
世
理
観
を
成
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
中
世
文
化
を
「
基
調

」
と
し
て
の
、
「
鎌
倉
期
の
文
芸
観
」
ま
た
は
、
「
室
町
期
の
文
芸
観
」
と
い

っ
た
も
の
が
、
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
要
す
る
に
、
仏
教
思
想
を

．
「
媒
体
」
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
観
る
、
宗
教
的
文
芸
学
と
、
中
世
文
化
生

理
の
主
体
作
用
を
「
基
調
」
と
す
る
、
中
世
文
学
の
文
芸
性
を
主
題
と
す
る
文

芸
理
論
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
次
元
に
属
す
る
問
題
と
し
て
考
う
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
転
換
期
に
お
け
る
文
化
生
理
の
逆
説
的
発
想
が
、
主
体

的
に
、
文
芸
作
品
の
詩
的
発
想
を
基
調
づ
け
る
文
芸
精
神
に
通
じ
る
も
の
で
あ

る
と
観
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
転
換
期
の
文
化
生
理
に
よ
っ
て
成
立
し
た

逆
説
的
理
観
を
発
想
す
る
文
化
精
神
は
、
詩
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

中
世
理
観
の
詩
的
発
想
に
就
い
て

、

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③

 
中
世
と
い
う
時
代
は
「
武
家
の
時
代
」
で
あ
り
、
「
宗
教
の
時
代
」
で
も
あ

り
、
ま
た
「
戦
場
と
寺
院
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
と
観
ら
れ
て

い
る
。
 
「
戦
場
と
寺
院
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
如
く
、
人
間
生
活
が
、
政
治

的
に
も
、
宗
教
的
に
も
、
対
立
関
係
の
場
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ

る
と
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
限
界
点
に
来
て
い
る
人
間
が
、
生
き
る
た
め
の
新
し
い
可
能
性
を
求
め
る

た
め
の
次
元
に
、
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ば
転
換
の
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
る
状
態
の
人
間
関
係
に
在
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
、
こ
の
「
対
立
」
は
、
現
象
的
対
立
で
あ
る
。
対
立
し
て
い
た
者

が
、
そ
の
対
立
を
乗
り
越
え
て
、
そ
の
現
象
の
底
を
流
れ
る
真
実
性
に
分
け
入

ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
、
発
展
途
上
に
お
け
る
過
程
的
対
立
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
中
世
時
代
を
、
文
化
生
理
の
面
か
ら
、
人
間
関
係
の
構
造
と
し
て
捉
え
て

み
れ
ば
、
単
な
る
「
武
家
の
時
代
」
 
「
宗
教
の
時
代
」
と
い
っ
た
考
え
方
で
概

観
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
ま
た
「
公
家
と
武
家
と
」
の
対

立
と
か
、
 
「
貴
族
と
庶
民
と
し
の
対
立
と
か
い
っ
た
概
念
で
、
割
り
切
ら
れ
る

性
格
の
も
の
で
も
な
い
。
転
換
期
に
お
け
る
文
化
生
理
の
中
に
、
様
々
の
姿
勢

で
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
関
係
の
群
像
で
あ
る
。
も
し
、
中
世
文
学
に
造
型
さ

れ
た
人
間
像
を
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
 
「
公
家
と
武
家
」
 
「
貴
族
と
庶
民
」
と

い
っ
た
対
立
関
係
の
構
図
で
は
な
く
、
讐
喩
的
に
観
る
な
ら
ば
、
公
家
と
武
家

と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
つ
の
斜
辺
と
し
、
庶
民
を
底
辺
と
す
る
三
角
形
の
構
図
を

描
い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
中
世
文
学
に
造
型
さ
れ
た
人
間
像
は
、
こ
の
底
辺

に
象
徴
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
公
家
的
な
論
理
も
庶
民
的
な
も
の
に
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傾
斜
し
、
武
家
的
な
論
理
も
庶
民
的
な
も
の
に
傾
斜
す
る
。
は
っ
き
り
し
て
い

る
の
は
、
庶
民
的
な
平
面
の
論
理
で
あ
る
。
庶
民
的
な
論
理
は
広
さ
の
論
理
で

あ
り
、
幅
の
論
理
で
あ
る
。
 
「
善
人
な
ほ
以
て
往
生
す
」
 
（
歎
異
抄
）
と
い
う

親
鷺
の
法
語
に
は
、
公
家
も
な
く
、
武
家
も
な
い
。
在
る
の
は
、
庶
民
的
な

広
さ
と
幅
で
あ
る
。
況
し
て
貴
族
的
発
想
は
な
い
。
逆
説
的
発
想
が
存
す
る
ば

か
り
で
あ
る
。
 
『
徒
然
草
』
に
は
、
田
地
の
所
有
権
の
訴
訟
に
敗
れ
た
人
の

話
が
、
説
話
的
発
想
で
書
か
れ
て
い
る
。
敗
訴
し
た
人
が
、
悔
し
紛
れ
に
、

「
そ
の
田
を
刈
り
て
取
れ
」
と
言
っ
て
、
人
を
遣
し
た
。
そ
の
男
は
、
言
い
付

け
ら
れ
た
田
を
刈
る
前
に
、
 
「
先
づ
道
す
が
ら
の
田
を
さ
へ
刈
り
も
て
行
く
」

の
を
見
た
人
が
、
「
こ
れ
は
論
じ
給
ふ
所
に
あ
ら
ず
。
い
か
に
か
く
は
」
と
言

う
と
、
刈
っ
て
来
た
男
た
ち
が
、
 
「
そ
の
所
と
て
、
刈
る
べ
き
道
理
な
け
れ
ど

も
、
僻
事
せ
む
と
て
罷
る
も
の
な
れ
ば
、
い
つ
く
を
か
刈
ら
ざ
ら
む
」
と
言
っ

て
平
気
で
あ
る
。
敗
訴
の
田
と
は
全
く
無
関
係
の
田
ま
で
刈
り
取
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
話
の
理
由
を
聴
か
さ
れ
て
、
 
兼
好
は
、
 
「
意
い
と
を
か
し
か
り
け

り
」
 
（
第
二
〇
九
段
）
と
感
心
し
て
い
る
。
人
が
悪
事
を
働
い
た
場
合
に
、
そ

れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
言
う
強
弁
に
は
、
妥
当
性
の
在
る
筈
は
な
い
。
に

も
拘
ら
ず
、
そ
の
理
由
づ
け
の
論
理
に
は
、
 
「
あ
の
程
度
の
事
は
し
て
も
構
う

ま
い
。
」
「
ど
う
せ
、
あ
れ
も
こ
れ
も
同
じ
程
度
の
事
で
は
な
い
か
」
と
言
っ

た
聯
関
性
で
考
え
た
、
逆
説
的
発
想
の
も
の
で
あ
る
と
、
一
応
は
理
窟
の
通
っ

た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
易
い
も
の
で
あ
る
。
広
さ
と
幅
を
持
つ
、
拡
大
解
釈

の
変
形
で
あ
る
。
こ
の
説
話
の
誰
弁
は
、
兼
好
的
発
想
と
い
う
よ
り
は
、
中
世

理
観
に
見
出
だ
さ
れ
る
逆
説
的
発
想
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
④

 
西
尾
実
博
士
は
、
 
「
日
本
曲
芸
に
お
け
る
中
世
的
な
も
の
」
の
「
成
立
」
に

就
い
て
、
次
の
如
く
説
か
れ
て
い
る
。
空
間
的
に
は
、
 
「
地
方
か
ら
中
央
へ
の

進
出
し
で
あ
り
、
人
間
的
に
は
、
 
「
庶
民
か
ら
貴
族
へ
の
参
加
」
で
あ
り
、
ま

た
時
間
的
に
は
、
 
「
古
代
か
ら
近
代
へ
の
展
開
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

 
転
換
し
て
い
る
。
変
化
で
は
な
い
。
変
転
で
あ
る
。
創
造
力
の
新
鮮
さ
に
支

 
 
え
ら
れ
て
い
る
。

 
歴
史
的
変
革
期
の
、
．
た
だ
中
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
個
性
の
緊
張
と
集
中
に

 
 
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
た
。

 
未
開
発
の
ま
ま
蓄
積
さ
れ
て
い
た
（
文
化
創
造
の
）
可
能
性
が
、
何
ら
か
の

 
 
…
機
縁
を
得
て
、
実
現
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
鎌
倉
か
ら
京
都
へ
の
、
『
文
化
移
動
』
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
に
媒
介
さ
れ

 
 
て
、
実
現
を
示
す
新
し
い
可
能
性
の
登
場
を
意
味
す
る
。

 
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
尾
博
士
の
説
に
拠
れ
ば
、
 
「
古
代
的
伝
統
を
承
け
継
．

ぎ
、
そ
れ
を
克
服
し
な
が
ら
、
近
代
と
協
調
す
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
西

尾
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
 
「
創
造
力
の
新
鮮
さ
に
支
え
ら
れ
」
た
と
こ
ろ

の
「
新
し
い
可
能
性
の
登
場
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
中
世
、
文

化
生
理
の
逆
説
的
発
想
を
持
つ
庶
民
的
論
理
が
、
仏
教
的
思
想
と
は
別
個
に
、

交
化
生
理
の
主
体
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 
も
ち
ろ

ん
、
文
化
生
理
を
基
調
と
す
る
文
芸
作
品
の
成
立
が
、
仏
教
思
想
を
媒
体
と
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
 
「
文
芸
を
仏
教
の
立
場
か
ら
解
釈
し
て
み
る
の
で
あ
っ

て
、
特
殊
の
宗
派
を
布
教
す
る
た
め
」
 
の
も
の
で
は
な
い
。
 
「
空
想
無
一
物

は
、
文
芸
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
創
造
の
源
泉
」
で
も
あ
る
。

 
私
は
、
こ
こ
で
、
西
尾
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
「
近
代
と
協
調
」
す
る
「
古
代

的
伝
統
」
の
意
義
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
後
述
に
譲
る
こ
と

に
し
て
、
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
仏
教
思
想
を
媒
体
と
し
て
成
立
し
た
、
1
私
の

い
わ
ゆ
る
一
中
世
的
旧
観
と
い
っ
た
も
の
を
、
文
化
生
理
に
基
調
す
る
中
世
理

（64）



観
と
は
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
画
き
た
い
。

 
激
動
す
る
時
代
に
生
き
た
、
『
方
丈
．
記
』
の
鴨
長
明
は
、
「
汝
が
姿
は
、
聖
に

似
て
、
心
は
濁
に
染
め
り
。
一
若
し
照
れ
、
貧
賎
の
報
い
の
、
み
つ
か
ら
悩
ま
す

か
。
は
た
、
ま
た
妄
心
の
至
り
て
狂
は
せ
る
か
」
と
、
彼
自
身
に
問
い
掛
け
て

い
る
。
透
徹
し
た
仏
教
思
想
を
媒
体
と
す
る
申
世
的
理
観
へ
の
追
及
で
あ
る
。

し
か
も
、
 
そ
れ
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
自
己
に
対
す
る
自
責
の
念
の
厳
し
さ

は
、
何
に
拠
っ
て
生
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
、

極
限
の
状
況
に
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
人
間
が
、
彼
自
身
の
立
つ
べ
き
地

盤
に
、
亀
裂
の
生
じ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
な
が
ら
、
ど
う
し
て
傍
観
者
と
な

る
こ
と
が
で
き
ょ
う
か
。
彼
の
自
責
の
厳
し
さ
は
、
傍
観
者
的
な
み
の
で
は
な

い
。
中
世
交
化
生
理
に
生
き
る
人
間
が
、
誰
し
も
颪
面
す
る
中
世
理
観
へ
の
、

厳
し
い
人
間
的
反
省
で
あ
る
。
当
然
に
、
彼
は
二
律
背
反
性
を
乗
り
越
え
る
た

め
の
実
存
的
一
な
ス
ペ
イ
ス
と
仮
に
い
え
る
な
ら
ば
嫁
誹
的
i
な
場
を
選
び
取

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
理
想
と
現
実
と
の
間
に
低

迷
す
る
彼
が
、
不
断
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
の
は
、
生
死
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
公
家
と
武
家
、
ま
た
は
貴
族
と
庶
民
と
い
っ
た
、
政
治
的
対
立
関
係
に
生

き
る
人
間
の
問
題
で
は
な
い
。
普
く
一
切
の
大
衆
に
と
っ
て
の
「
一
大
事
」
で

あ
る
。
『
徒
然
草
』
の
兼
好
が
、
生
死
の
問
題
に
就
い
て
悩
む
人
に
対
し
て
、

「
常
住
な
ら
む
こ
と
を
思
ひ
て
、
 
変
化
の
理
を
知
ら
ね
ば
な
り
」
 
（
第
七
四

段
）
と
憎
め
、
ま
た
無
常
観
へ
の
試
論
と
し
て
、
 
「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み

じ
け
れ
（
第
七
段
）
と
説
い
て
い
る
の
は
、
何
が
彼
を
然
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
、
単
な
る
兼
好
的
無
常
観
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
少
な

く
と
も
、
兼
好
に
無
常
観
の
超
克
を
可
能
な
ら
し
め
た
・
も
の
は
、
何
で
あ
ろ
う

か
。
彼
を
支
え
て
い
た
の
ば
、
中
世
文
化
生
理
の
主
体
性
が
捉
え
た
逆
説
的
発

中
世
理
観
の
詩
的
発
想
に
就
い
て

想
の
中
世
理
観
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
は
、
文
化
生
理
を
基
調
と
す
る
中
世

理
観
と
の
接
点
に
お
い
て
、
宗
教
的
観
想
と
倫
理
的
観
想
と
の
岐
路
に
立
ち
辣

み
、
中
世
的
理
観
を
前
に
、
「
み
つ
か
ら
心
に
問
ひ
て
日
は
く
、
一
心
さ
ら
に
答

ふ
る
こ
と
な
し
」
と
告
白
す
る
自
問
自
答
の
発
想
に
観
ら
れ
る
長
明
的
無
常
観

の
超
克
に
出
で
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
中
世
黒
化
生
理
の
二
律
背
反
性
を

生
き
抜
こ
う
と
す
る
人
間
が
、
主
体
的
に
試
み
た
逆
説
的
発
想
で
あ
ろ
う
。
「
心

さ
ら
に
答
ふ
る
こ
と
な
し
」
と
、
省
察
し
た
長
明
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、

辛
う
じ
て
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
 
「
唯
に
、
舌
根
を
雇
ひ
て
、
不

請
の
念
仏
、
両
三
遍
申
し
て
止
み
ぬ
」
と
い
う
告
白
は
、
中
世
的
理
観
の
限
界

に
達
し
た
彼
の
絶
唱
で
あ
る
。
磨
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
彼
の
知
性
も
、
こ
こ
に
至
っ

て
は
、
極
は
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
の
理
念
に
関
し
て
は
、
さ
す
が
に
法
然
で

あ
る
。
 
『
徒
然
草
』
 
（
第
三
九
段
）
に
、
法
然
の
説
い
た
念
仏
修
行
の
心
構
え

に
就
い
て
、
兼
好
は
、
そ
の
感
想
を
書
き
留
め
て
い
る
。

 
果
る
人
、
法
然
上
人
に
、
 
「
念
仏
の
時
、
ね
ぶ
り
に
を
か
さ
れ
て
、
行
を
怠

 
り
侍
る
こ
と
、
 
い
か
が
し
て
、
 
こ
の
障
り
を
止
め
侍
ら
む
」
と
申
し
け
れ

 
ば
、
「
目
の
覚
め
た
ら
む
程
、
念
仏
し
給
へ
」
と
答
へ
ら
れ
け
る
、
い
と
尊

 
か
り
け
り
。
ま
た
「
往
生
は
、
一
定
と
思
へ
ば
一
定
、
不
定
と
思
へ
ば
、
不

 
定
な
り
」
と
言
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
尊
し
。
ま
た
、
 
「
疑
ひ
な
が
ら
も
念
仏

 
す
れ
ば
往
生
す
」
と
も
言
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
ま
た
尊
し
。

 
念
仏
の
瞬
間
に
お
い
て
、
生
死
の
問
題
を
超
克
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

浄
土
は
現
実
世
界
に
実
存
す
る
と
説
く
。
法
念
の
主
張
す
る
念
仏
観
は
、
仏
教

・
思
想
を
「
媒
体
」
と
す
る
中
世
的
理
観
と
は
、
異
質
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
法
然
鮒
念
仏
観
に
は
、
そ
の
宗
教
的
観
想
が
中
世
文
化
生
理
を
「
基
調
」

と
す
る
中
世
理
観
に
お
け
る
倫
理
的
観
想
と
、
協
調
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
存

（65）



し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
法
然
の
念
仏
観
に
見
出

だ
さ
れ
る
、
宗
教
的
観
想
と
、
倫
理
的
観
想
と
の
協
調
に
就
い
て
は
、
彼
の

『
選
択
本
願
念
仏
集
」
に
、
そ
の
論
証
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

 
「
念
仏
は
、
易
き
が
故
に
、
一
切
に
通
ず
。
諸
行
は
難
き
が
故
に
諸
機
に
通

ぜ
ず
。
然
れ
ば
即
ち
、
 
一
切
衆
生
を
し
て
、
平
等
に
往
生
せ
し
め
ん
が
為
に

は
、
難
き
を
捨
て
、
易
き
を
取
り
て
以
て
、
本
願
と
し
給
ふ

 
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
若
し
、
造
像
、
採
油
を
も
て
本
願
と
し
給
は
ば
、
即

ち
貧
乏
困
窮
の
類
は
、
定
め
て
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
然
る
に
富
貴
の
者
は

少
な
く
、
貧
賎
の
者
は
甚
だ
多
し
」
と
説
い
て
、
 
「
難
き
を
捨
て
、
易
き
を
取

る
」
 
こ
と
の
中
に
、
倫
理
的
行
為
へ
の
観
想
を
提
起
し
て
い
る
。
 
『
選
択
本

願
念
仏
集
』
を
書
い
た
建
久
九
年
（
二
九
八
）
か
ら
、
十
五
年
を
経
た
建
暦

二
年
（
一
二
一
二
）
正
月
に
、
法
然
は
入
滅
し
て
い
る
。
鴨
長
明
が
、
日
野
山

に
閑
居
し
て
、
 
「
仏
の
、
．
人
を
教
へ
給
ふ
趣
は
、
事
に
触
れ
て
、
執
心
な
か
れ

と
な
り
。
 
い
ま
草
の
庵
を
愛
す
る
も
科
と
す
。
 
閑
寂
に
着
す
る
も
障
な
る
べ

し
。
i
愚
な
る
暁
、
こ
の
理
を
思
ひ
続
け
て
、
み
つ
か
ら
心
に
問
ひ
て
曰
は
く

云
々
」
と
『
方
丈
記
』
に
書
き
留
め
た
の
も
、
建
暦
二
年
の
事
で
、
 
「
弥
生
の

晦
日
頃
」
で
あ
っ
た
。
中
世
文
学
に
お
け
る
詩
的
発
想
は
、
こ
う
し
た
理
観
成

立
の
過
程
を
辿
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

三

 
前
に
触
れ
た
如
く
、
 
中
世
文
学
の
文
芸
性
が
、
 
「
古
代
的
伝
統
を
承
け
継

ぎ
、
そ
れ
を
克
服
し
な
が
ら
、
近
代
と
協
調
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
中
世
的
な
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④

の
」
の
成
立
に
基
底
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
就
い
て
は
、
既
に
西
尾
博
士
の
説

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥

で
明
ら
か
で
あ
る
。
 
要
す
る
に
、
 
そ
れ
は
、
 
「
古
代
的
な
も
の
の
末
路
」
と

「
近
代
的
な
も
の
の
生
誕
」
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
矛
盾
し
た
も
の
」
と
「
対
立
的
な
も
の
」
と
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
 
「
二
つ
・
の
異
質
な
も
の
の
協
調
」
の
上
に
、
中
世
文
学
は
成
立
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
「
協
調
」
が
、
前
逮
の
濯
ぐ
、
転
轍
期
に
お
け
る
中
世
客
観

の
、
逆
説
的
発
想
と
し
て
、
詩
的
性
格
の
も
と
に
統
合
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す

れ
ば
、
中
世
文
学
の
文
芸
精
神
は
、
ど
の
よ
う
な
時
点
を
機
軸
と
し
て
展
開
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
中
世
理
観
の
成
立
を
観
る
資
料
と
し
て
、
例
え
ば
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
」
の

如
き
は
、
諸
家
の
学
説
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
著
述
の
目
的
が
宗

教
的
に
は
、
も
ち
ろ
ん
多
分
に
政
治
的
な
意
図
に
絡
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
に

し
て
も
、
文
化
生
理
の
歴
史
的
、
時
代
的
把
握
に
関
す
る
多
く
の
示
唆
を
見
出

だ
し
得
る
点
で
、
『
愚
管
抄
』
の
意
義
は
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
。

 
「
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
二
月
日
書
畢
」
と
い
う
奥
附
の
あ
る
、
道
成
親

王
の
『
椿
葉
記
』
に
は
、
「
慈
鎮
和
尚
の
書
き
た
る
物
に
も
、
」
「
万
の
事
は
、
道

理
と
い
ふ
二
の
交
霊
に
お
さ
ま
る
由
見
え
侍
る
」
と
あ
っ
て
、
政
治
的
に
は
、

皇
位
継
承
の
問
題
に
関
す
る
、
大
覚
寺
、
持
明
院
の
両
統
迭
立
の
原
則
が
乱
れ

て
い
た
事
実
を
慨
嘆
し
、
文
学
的
に
は
、
歌
道
の
申
絶
に
就
い
て
も
、
 
「
道
の

零
落
、
無
念
の
事
な
り
」
と
訴
え
て
あ
る
。
慈
円
は
、
『
愚
管
抄
』
 
（
巻
第
七

）
に
「
世
ノ
道
理
ノ
移
り
行
ク
ヲ
立
テ
ム
ニ
ハ
、
一
切
ノ
法
ハ
、
タ
ダ
道
理
ト

云
フ
ニ
懸
字
が
持
ツ
ナ
リ
。
其
ノ
外
ニ
ハ
何
モ
無
キ
ナ
リ
。
僻
事
ノ
道
理
ナ
ル

ヲ
、
知
り
分
カ
ッ
事
ノ
極
マ
レ
ル
大
事
ナ
リ
」
と
説
い
て
い
る
。
「
物
ノ
道
理

」
は
、
 
「
昔
ヨ
リ
移
り
罷
ル
」
 
（
巻
第
三
）
も
の
「
保
元
以
後
ノ
事
ハ
、
ミ
ナ

乱
世
」
と
な
っ
て
、
人
の
思
は
く
を
揮
る
た
め
に
、
 
「
世
ノ
移
り
変
り
、
衰
へ
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下
ル
理
」
を
説
く
者
も
い
な
い
。
「
道
理
二
背
ク
心
ノ
ミ
ア
リ
テ
、
イ
ト
ド
世

モ
乱
レ
穏
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
」
ば
か
り
、
道
理
に
外
れ
た
事
も
、
道
理
の
顕
現
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
 
こ
の
点
を
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
て
い

る
。
 
『
愚
管
抄
』
 
の
著
者
に
と
っ
て
、
 
「
道
理
」
は
、
 
固
定
概
念
で
は
な

 
 
⑦

い
。
 
「
世
の
申
の
道
理
の
次
第
に
作
り
変
へ
ら
れ
て
世
を
護
り
、
人
を
守
る

事
」
 
を
説
こ
う
と
す
る
慈
円
の
構
想
に
観
ら
れ
る
如
く
、
 
道
理
は
時
代
と
と

も
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
変
化
す
る
こ
と
自
体
に
真
理
を
見
出
だ
そ
う

と
す
る
。
道
理
は
、
そ
れ
故
に
、
 
「
可
変
性
」
一
「
作
り
変
へ
ら
る
べ
き
可
変

性
」
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
可
変
性
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
」

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
よ
り
高
次
の
道
理
観
」
が
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
中
世
理
観
の
成
立
す
る
時
点
と
、
そ
の
場
と
は
ど
の
即
処

に
見
出
だ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
よ
り
高
次
の
道
理
観
」
を
中
世
文
化
の

主
体
的
生
理
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
と
自
然
と

を
契
合
さ
せ
る
宇
宙
の
摂
理
と
い
っ
た
も
の
を
、
 
『
正
法
聯
奏
」
の
道
元
は
、

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

 
お
ほ
よ
そ
、
山
は
国
界
に
属
せ
り
と
錐
も
、
山
を
愛
す
る
は
、
人
に
属
す
る

 
 
な
り
。

 
世
界
に
水
あ
り
と
い
ふ
の
み
に
あ
ら
ず
、
水
界
に
世
界
あ
り
。

 
水
中
の
雪
ぐ
の
如
く
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
i
雲
申
に
も
有
情
世
界
あ
り
一

 
地
中
に
も
有
情
世
界
あ
り
：
一
茎
草
中
に
も
有
情
世
界
あ
り
。

 
 
古
仏
云
は
く
、
 
「
山
篭
山
、
水
盤
水
」

 
 
「
や
ま
是
れ
や
ま
」
と
言
ふ
に
あ
ら
ず
、
 
「
山
こ
れ
や
ま
」
と
い
ふ
な

 
り
。
然
あ
れ
ば
、
や
ま
を
参
究
す
べ
し
、
山
を
参
窮
す
れ
ば
、
山
に
功
夫
あ

 
り
。
圏
（
巻
第
二
十
九
、
『
山
水
経
』
）

中
世
旧
観
の
詩
的
発
想
に
就
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧

 
こ
こ
に
も
、
中
世
理
観
の
道
元
的
観
想
が
あ
る
。
「
山
に
は
山
の
特
有
の
時
問

が
あ
り
、
川
は
川
の
特
有
の
時
間
」
を
生
き
て
い
る
。
 
「
そ
の
各
々
別
々
の
時

間
が
、
不
図
し
た
縁
に
よ
っ
て
契
合
し
、
互
に
感
応
道
交
」
す
る
と
こ
ろ
に
、

「
詩
の
成
立
す
る
場
所
」
が
在
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
中
世
理
観
を
「
基
調
」
と
し
て
成
立
し
た
、
主
．
要
な
男
芸
作
晶
と
し
て
は
、

平
安
期
の
、
日
記
文
学
に
対
す
る
随
筆
文
学
、
お
よ
び
物
語
文
学
に
対
す
る
説

話
交
学
、
ま
た
和
歌
文
学
に
対
す
る
連
歌
文
学
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

 
『
徒
然
草
』
の
兼
好
は
、
激
動
す
る
転
換
期
の
過
程
的
対
立
観
に
生
き
る
人

間
の
文
化
生
理
を
、
人
間
と
自
然
と
の
契
合
を
、
詩
的
発
想
の
も
と
に
書
き
留

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨

め
て
い
る
。
自
然
の
季
節
的
変
化
に
観
ら
れ
る
二
律
背
反
性
の
「
円
環
的
二
重

性
の
構
造
」
に
お
け
る
表
現
で
あ
る
。
「
世
に
従
は
む
人
は
、
先
づ
機
嫌
を
知

る
べ
し
」
 
（
第
一
五
五
段
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
 
春
過
ぎ
て
後
、
夏
に
な
り
、
夏
は
て
て
秋
の
来
る
に
は
あ
ら
ず
。
春
は
や

 
が
て
、
夏
の
気
を
催
し
、

 
 
夏
よ
り
既
に
秋
は
通
ひ
、
秋
は
す
な
は
ち
寒
く
な
り
、
十
月
は
小
春
の
天

 
気
、
草
も
青
く
な
り
、
梅
も
蕾
み
ぬ
。

 
過
程
的
対
立
関
係
に
生
き
る
人
間
は
、
文
化
生
理
の
形
造
る
円
運
動
の
中
軸

に
支
え
ら
れ
る
中
世
理
観
を
生
き
抜
い
て
い
る
。
兼
好
は
、
こ
の
原
理
を
讐
喩

的
に
、

 
 
木
の
葉
の
落
つ
る
も
、
 
先
づ
落
ち
て
芽
ぐ
む
に
は
あ
ら
ず
、
 
下
よ
り
萌

 
し
、
つ
は
る
に
堪
へ
ず
し
て
、
落
つ
る
な
り
。

 
と
言
い
、
 
「
迎
ふ
る
気
、
下
に
設
け
た
る
故
に
、
待
ち
取
る
序
は
な
は
だ
速

し
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
単
な
る
仏
教
的
な
末
法
観
か
ら
は
、
生
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⑩

ま
れ
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
「
も
っ
と
発
展
的
な
、
現
実
意
識
に
基
づ
く
」
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
現
実
意
識
は
、
何
を
根
拠
と
し
て
発

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪

動
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
人
間
は
、
偶
然
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
必
然
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
寄
の
生
活
は
、
〃
生
”
の
偶
然
性
と

〃
死
”
の
必
然
性
と
の
間
に
、
〃
生
”
の
可
能
性
を
追
及
」
し
な
が
ら
、
二
律

背
反
性
の
存
在
と
し
て
、
〃
活
き
る
こ
と
”
の
場
に
実
存
す
る
。
人
間
の
存
在

は
、
有
限
性
の
も
の
で
あ
る
が
、
自
然
の
存
在
に
お
け
る
無
限
性
と
契
合
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ば
、
自
然
と
人
間
と

の
函
数
的
関
連
性
を
、
中
世
交
化
生
理
の
逆
説
的
発
想
に
お
い
て
捉
え
た
と
こ

ろ
に
、
兼
好
の
詩
的
発
想
が
あ
る
。
中
世
理
観
の
兼
好
的
観
想
が
見
出
だ
さ
れ

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
法
然
的
観
想
な
い
し
凸
道
元
的
観
想

や
、
兼
好
的
観
想
に
観
ら
れ
る
、
中
世
理
観
の
基
づ
く
時
点
は
、
何
処
に
在
る

の
だ
ろ
う
か
。
 
『
軍
記
物
語
」
の
説
話
性
と
し
て
、
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
そ
の
時
、
義
朝
、
使
者
を
内
裏
へ
参
ら
せ
て
、
夜
中
に
勝
負
を
決
せ
ん

 
と
、
揉
み
に
揉
う
で
攻
め
候
へ
ど
も
、
敵
も
堅
く
防
い
で
破
り
難
く
候
ふ
。

 
 
む
 
 
む

 
 
今
は
火
を
懸
け
ざ
ら
ん
外
は
、
利
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
候
は
ず
。
 
（
『
保

 
元
物
語
』
巻
之
二
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
光
頼
卿
聞
き
も
敢
へ
ず
「
世
の
中
は
、
今
は
斯
く
ご
ざ
ん
な
れ
。
主
ヒ
の

 
渡
ら
せ
給
ふ
べ
き
朝
餉
に
は
信
頼
住
み
、
君
を
ば
、
黒
戸
御
所
に
遷
し
参
ら

 
せ
た
り
。
末
代
な
れ
ど
も
、
流
石
に
日
月
は
未
だ
地
に
給
は
ぬ
も
の
を
、
1

 
前
代
未
聞
の
不
思
議
か
な
」
と
て
、
 
の
ろ
の
ろ
し
気
に
、
薫
る
難
な
く
口

 
説
き
給
へ
ば
云
々
。
 
（
『
平
治
物
語
』
巻
之
一
）

 
 
薩
摩
守
、
 
「
屍
を
山
野
に
曝
さ
ば
曝
ら
せ
。
浮
名
を
西
海
の
波
に
流
さ
ば

 
 
 
 
 
 
 
む

 
流
せ
。
今
は
浮
世
に
思
ひ
置
く
事
な
し
。
さ
ら
ば
暇
申
し
て
」
と
て
、
馬
に

 
う
ち
乗
り
、
兜
の
緒
を
締
め
て
、
西
を
指
し
て
ぞ
歩
ま
せ
給
ふ
。
 
（
『
平
家

 
物
語
』
巻
雲
）

 
こ
れ
ら
の
発
想
は
、
い
ず
れ
も
、
「
今
」
の
時
点
を
軸
と
し
て
、
 
「
今
は
」

と
発
想
す
る
詩
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
故
に
、
 
「
今
」
そ
の

転
換
の
必
要
を
絶
叫
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
死
転
換
の
瀬
戸
際
に
お
い
て
、

「
活
」
を
求
め
、
過
去
の
事
実
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
未
来
の
幻
影
に
魅

惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
-
「
ム
こ
の
瞬
閥
を
通
し
て
、
永
遠
な
も
の
を
実
現
し
ま

う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
徒
然
草
』
に
は
、

 
折
節
の
移
り
変
る
こ
そ
、
 
物
ご
と
に
哀
な
れ
。
 
「
物
の
哀
は
秋
こ
そ
ま
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
れ
」
と
、
人
ご
と
に
言
ふ
め
れ
ど
、
そ
れ
も
、
さ
る
も
の
に
て
、
今
一
き
は

 
心
も
浮
き
立
つ
も
の
は
、
春
の
景
色
に
こ
そ
あ
め
れ
。
 
（
第
一
九
段
）

 
 
言
ひ
続
く
れ
ば
、
み
な
源
氏
物
語
、
枕
草
子
な
ど
に
、
こ
と
ふ
り
に
た
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
ど
、
同
じ
事
、
ま
た
今
さ
ら
に
言
は
じ
と
に
も
あ
ら
ず
。
 
（
同
上
）

 
と
い
っ
た
、
 
「
今
」
に
集
中
さ
れ
た
、
逆
説
的
発
想
に
拝
情
詩
的
、
ま
た
は

叙
事
詩
的
精
神
の
動
き
が
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
「
今
」

に
集
中
さ
れ
た
詩
的
発
想
は
、
そ
の
ま
ま
「
今
は
昔
」
と
、
い
っ
た
形
態
で
発

想
さ
れ
る
、
説
話
文
学
の
丈
芸
性
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
観

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
巾
世
理
観
を
「
基
調
」
と
す
る
、
特
異
な
芸
能
形
態
、
そ
し
て
文
芸
形
態
で

も
あ
る
、
猿
楽
能
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
能
楽
に
お
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫

る
、
芸
術
的
な
ら
び
に
文
芸
的
発
想
を
支
え
る
も
の
は
、
行
動
詩
的
精
神
で
あ

る
。
文
芸
的
発
想
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
馬
添
詩
的
な
物

語
的
発
想
と
、
叙
事
詩
的
な
説
話
的
発
想
で
あ
る
。
能
楽
の
主
題
と
す
る
と
こ
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う
が
、
申
世
理
観
の
行
動
詩
的
演
出
に
在
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
観
阿

弥
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
自
然
居
士
」
で
は
、
二
親
の
追
善
供
養
を
行
な
う
た

め
、
我
が
身
を
売
っ
て
購
っ
た
「
身
の
代
理
」
の
小
袖
を
施
し
た
少
女
を
、
主

役
の
自
然
居
士
が
救
う
物
語
を
展
開
す
る
。
自
然
居
士
は
、
脇
役
の
人
商
人
か

ら
少
女
を
取
り
戻
す
物
語
の
中
に
、
「
道
理
と
僻
事
」
を
論
じ
合
う
説
話
の

場
を
繰
り
広
げ
る
。
人
商
人
が
人
を
買
う
の
は
「
道
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
人

商
人
か
ら
取
り
戻
す
の
は
、
 
「
僻
事
」
で
あ
る
と
、
自
然
居
士
は
側
躊
躇
す
る

が
、
 
「
説
法
」
の
目
的
が
、
 
「
善
悪
の
二
つ
を
弁
へ
ん
た
め
」
と
あ
る
か
ら
に

は
、
自
然
居
士
も
意
を
決
し
た
。
 
「
身
の
代
衣
」
を
返
し
て
、
人
商
人
か
ら
、

少
女
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。

 
商
人
「
参
ら
せ
た
く
は
候
へ
ど
も
、
藪
に
笑
止
が
候
。
」

 
居
士
「
何
事
に
て
候
ぞ
。
」

 
商
人
「
わ
れ
ら
が
申
に
大
法
の
候
。
人
を
買
ひ
取
っ
て
、
再
び
返
さ
ぬ
法
に

 
 
て
候
程
に
、
え
参
ら
せ
候
嘆
じ
。
」

 
居
士
「
わ
れ
ら
が
中
に
も
、
堅
き
大
法
の
候
。
か
や
う
に
、
身
を
徒
ら
に
な

 
 
す
者
に
行
き
逢
ひ
、
 
若
し
助
け
得
ね
ば
、
 
再
び
庵
室
へ
帰
ら
ぬ
法
に
て

 
 
候
。

 
こ
こ
で
、
自
然
居
士
と
人
商
人
と
は
、
 
「
法
」
の
上
で
対
立
す
る
。
し
か
し

こ
の
「
法
」
は
、
論
理
的
に
不
合
理
で
あ
る
。
申
世
理
観
の
逆
説
的
発
想
に
見
・

出
さ
れ
る
非
論
理
性
の
文
芸
的
表
現
で
あ
る
。

結

 
「
中
世
的
な
も
の
」
が
、
西
尾
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
 
「
古
代
的
伝
統

を
承
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
克
服
し
な
が
ら
、
近
代
と
協
調
す
る
」
こ
と
に
よ
っ

申
世
理
観
の
詩
的
発
想
に
就
い
て

て
、
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
 
「
中
世
」
を
現
代
と
し
て
生
き
た
人
間
の
女
化
生

理
は
、
そ
の
「
中
世
」
を
ど
の
よ
う
な
性
格
と
意
義
で
、
受
け
留
め
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
 
『
古
今
集
」
の
序
交
に
観
ら
れ
る
紀
貫
之
の
歌
論
を
例
に
考
え
て
み

よ
う
。
彼
は
、
和
歌
の
本
質
論
に
触
れ
な
が
ら
、
『
万
葉
集
』
か
ら
『
古
今

集
』
に
至
る
ま
で
の
、
歴
史
的
変
遷
を
論
じ
て
い
る
。
立
論
の
根
拠
を
、
 
「
今

の
世
の
中
」
に
置
き
、
 
「
今
」
の
時
点
に
お
い
て
、
 
「
古
へ
の
世
」
を
回
顧
し

て
、
作
晶
成
立
の
過
去
に
遡
り
な
が
ら
、
 
「
今
も
見
そ
な
は
し
、
後
の
世
に
も

伝
は
れ
」
と
、
未
来
を
予
見
す
る
。
こ
の
予
見
と
、
過
去
の
回
想
を
通
し
て
、

「
古
へ
を
仰
ぎ
、
今
を
恋
ひ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
交
学
の
伝
統
性
と
将

来
性
に
触
れ
、
民
族
女
学
の
正
統
性
を
強
調
す
る
。
特
に
「
古
へ
の
世
」
と

「
今
の
世
」
の
申
間
-
と
い
う
よ
り
は
、
過
渡
的
期
間
！
に
位
覆
づ
け
ら
れ
て

い
る
「
近
き
世
」
の
取
り
上
げ
方
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
六
歌

仙
時
代
を
劃
す
る
飛
躍
的
な
「
近
き
世
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
 
「
近
き
世
」

を
性
格
づ
け
る
文
化
的
、
文
芸
的
意
義
は
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
を
、
 
「

今
」
の
時
点
と
し
て
、
『
古
今
集
』
の
成
立
を
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り

に
さ
れ
る
。
も
し
、
 
『
万
葉
集
」
か
ら
『
古
今
集
』
お
よ
び
『
新
古
今
集
』

を
経
て
、
『
玉
葉
集
』
『
風
葉
集
』
に
至
る
、
和
歌
文
学
の
系
譜
を
辿
る
こ
と

に
な
れ
ば
、
六
歌
仙
時
代
の
意
義
は
頗
る
大
き
い
。
 
「
古
へ
の
世
」
を
「
今
の

世
」
に
転
換
す
る
た
め
の
可
能
性
と
、
-
そ
の
転
換
を
可
能
な
ら
し
め
た
過
渡
的

契
機
を
持
っ
た
 
「
近
き
世
」
 
で
あ
り
、
 
「
今
の
世
」
に
対
す
る
「
後
の
世
」

を
予
見
1
い
わ
ば
「
後
の
世
」
に
転
換
i
し
た
可
能
性
と
、
そ
の
予
見
を
可
能

な
ら
し
め
た
創
造
的
契
機
を
持
っ
た
「
近
き
世
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
中
世

理
観
の
詩
的
発
想
の
性
格
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
 
「
近
き
世
」
と
は
、
文
化
生
理
の
上
で
は
、
単
に
ぷ
時
間
約
、
空
間
的
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に
、
 
「
近
代
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
「
古
へ
の
世
」
と
「
後
の
世
」

と
を
「
今
」
の
時
点
に
お
い
て
実
存
さ
せ
る
た
め
の
、
将
来
性
を
契
機
と
し
て

持
つ
中
世
的
性
格
の
「
近
代
」
 
で
あ
っ
た
。
 
『
椿
葉
記
』
に
「
ま
た
和
歌
の

道
は
、
昔
よ
り
代
々
聖
主
こ
と
に
、
も
て
あ
そ
び
ま
し
ま
し
て
、
『
万
葉
集
』

 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

以
来
、
八
代
集
。
近
き
代
ま
で
も
勅
撰
あ
り
つ
る
に
、
此
の
一
両
代
中
絶
し
侍

る
。
道
の
零
落
、
無
念
な
る
事
な
り
」
と
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
注
目

し
て
お
き
た
い
。
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