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文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か

「
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
」

と
問
う
社
会
を
問
う

稲い
な

垣が
き

早さ

佑ゆ

梨り

（
愛
知
県
／
聖
霊
高
等
学
校
二
年
）

小泉信三賞
は
じ
め
に
―
―
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
―
―

「
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
」
―
―
こ
の
問

い
に
、私
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
な
ぜ
な
ら
、

文
学
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
悩
み
に
対
す

る
解
決
や
、
慰
め
を
得
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
文

学
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、「
役
に
立
つ

も
の
」
か
ど
う
か
な
ど
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た

か
ら
だ
。
文
学
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

も
の
を
自
分
の
人
生
に
お
い
て
「
役
に
立
っ
た
」

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も

そ
も
利
益
を
求
め
て
文
学
と
向
き
合
う
の
は
お
か

し
い
、
と
い
う
思
い
が
先
行
し
て
し
ま
う
。「
文

学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
」
と
い
う
問
い
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、「
文
学
は
社
会
の
役
に
立
た
な

い
の
で
は
な
い
か
」
そ
し
て
、「
役
に
立
た
な
い

も
の
は
存
在
し
な
く
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
意
識
が
社
会
の
中
で
一
定
の
力
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
確
か
に
、
今
の
社
会

で
は
そ
う
し
た
考
え
を
許
容
す
る
雰
囲
気
が
広
が

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
中
で
抱
い
て
い

た
漠
然
と
し
た
不
安
が
、
こ
の
問
い
と
い
う
形
を

も
っ
て
は
っ
き
り
と
私
の
前
に
現
れ
た
の
で
あ

る
。こ

の
問
い
を
目
に
し
た
と
き
、
私
は
二
年
前
に

相
模
原
で
起
き
た
、
福
祉
施
設
が
襲
わ
れ
た
事
件

を
思
い
出
し
た
。犯
人
は
、障
が
い
を
抱
え
た
人
々

を
ま
さ
に
「
役
に
立
た
な
い
」
と
考
え
殺
害
し
た
。

今
年
も
ま
た
、
国
会
議
員
と
い
う
立
場
に
あ
る
人

が
、
あ
る
一
定
の
人
々
に
つ
い
て
「
生
産
性
が
な

い
」と
寄
稿
し
た
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
言
動
は
非
難
を
浴
び
た
わ

け
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
彼
ら
の
主
張
に
同
調
す

る
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
が
、
今

私
自
身
が
高
校
生
と
し
て
自
ら
の
進
路
と
向
き
合

う
中
で
感
じ
る
、「
役
に
立
つ
」
こ
と
を
学
ん
で

す
ぐ
に
活
躍
で
き
る
「
即
戦
力
」
＝
「
役
に
立
つ
」

人
間
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
社
会
的
な
圧
力
で
あ

る
。
大
げ
さ
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私

は
日
々
「
役
に
立
た
な
い
人
間
、
利
益
を
出
さ
な

い
人
間
に
価
値
は
な
い
」
と
言
わ
れ
続
け
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
も

が
「
自
分
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
」
と

い
う
だ
ろ
う
が
、「
社
会
の
役
に
立
つ
人
間
に
な

り
な
さ
い
」
と
い
う
常
套
句
は
、
そ
れ
を
体
よ
く

置
き
換
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
役
に
立
た
な
い
」
も
の
は
不
要
だ
と
い

う
考
え
方
は
、
単
な
る
考
え
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、

今
日
本
の
社
会
に
蔓
延
し
つ
つ
あ
る
、
大
学
で
い

わ
ゆ
る
「
実
学
」
を
学
ぶ
こ
と
を
重
視
す
る
動
き

に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
実

際
に
立
場
の
あ
る
人
々
の
口
か
ら
文
学
部
の
よ
う

な
「
役
に
立
た
な
い
」
学
部
を
不
要
と
み
な
す
発

言
す
ら
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

率
直
に
言
え
ば
、
私
は
「
文
学
は
社
会
の
役
に

立
つ
の
か
」
と
い
う
問
い
は
真
剣
に
答
え
る
に
値

し
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。文
学
の
価
値
は
、



人
間
自
体
の
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
論
証
が
不
要
な

も
の
だ
と
信
じ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
今
私
た
ち

が
生
き
て
い
る
社
会
が
、
人
間
ま
で
も
「
役
に
立

つ
」
か
ど
う
か
で
そ
の
価
値
を
決
め
か
ね
な
い
よ

う
な
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
し
た

ら
、
こ
こ
で
あ
え
て
こ
の
問
い
に
真
剣
に
答
え
て

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、
こ
の
テ
ー
マ
を
選

ん
だ
。

「
役
に
立
つ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

「
役
に
立
つ
」
と
は
、
非
常
に
広
い
捉
え
方
の

で
き
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
を
広
げ
れ
ば
文

学
が
い
か
に
社
会
の
役
に
立
つ
か
、
苦
し
い
文
学

弁
護
を
展
開
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。し
か
し
、

こ
こ
で
そ
ん
な
こ
と
を
論
じ
る
つ
も
り
は
毛
頭
な

い
。そ
れ
を
し
て
し
ま
っ
て
は
、「
役
に
立
た
な
い
」

も
の
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
、
今
の
社
会

が
持
ち
つ
つ
あ
る
価
値
観
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
だ
。「
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
」

と
問
う
時
、
そ
こ
に
は
、
社
会
に
利
益
を
も
た
ら

す
実
用
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
れ
で
お
金
を
稼
い
だ
り
、
何
か
有
用
な
道
具
を

作
っ
た
り
で
き
る
の
か
と
い
う
冷
や
や
か
な
視
線

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
即
効
性
や
実
用
性

を
偏
重
す
る
姿
勢
こ
そ
、
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
古
い
も
の
よ
り
も
新
し
い
も
の
の

方
が
常
に
優
れ
て
お
り
、「
役
に
立
つ
」
と
考
え

る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
、
私
た
ち

は
数
か
月
お
き
に
新
し
い
携
帯
電
話
が
発
売
さ

れ
、
よ
り
新
し
い
モ
デ
ル
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の

を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
つ
い
昨
年
ま
で
声

高
に
宣
伝
さ
れ
て
い
た
「
最
新
型
」
は
瞬
く
間
に

流
行
遅
れ
に
な
る
。
か
つ
て
は
「
役
に
立
つ
」
と

さ
れ
た
も
の
が
「
役
に
立
た
な
い
」
も
の
へ
と
変

化
す
る
様
子
を
、
私
た
ち
は
即
効
性
と
実
用
性
の

世
界
の
中
で
常
に
目
に
し
て
い
る
。
対
し
て
文
学

は
そ
う
で
は
な
い
。
古
い
作
品
で
あ
っ
て
も
、
優

れ
た
作
品
は
版
を
重
ね
て
何
度
も
出
版
さ
れ
、
新

し
い
作
品
が
出
版
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
捨
て
去

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。文
学
作
品
の
存
在
価
値
は
、

「
役
に
立
つ
」
か
「
役
に
立
た
な
い
」
か
で
は
測

り
よ
う
が
な
い
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
価
値
の
根
拠

は
、
人
間
の
命
の
価
値
と
同
じ
よ
う
に
、「
人
間

が
人
間
で
あ
る
こ
と
」
自
体
の
中
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
間
に
と
っ
て
文
学

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

「
は
じ
め
に
言
葉
が
あ
っ
た
」

広
い
意
味
で
の
文
学
と
は
何
で
あ
る
か
を
一
言

で
表
す
と
、「
言
葉
の
芸
術
」
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
広
辞
苑
は
文
学
を
「
言
語
に
よ

っ
て
人
間
の
外
界
及
び
内
界
を
表
現
す
る
芸
術
作

品
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
文
学
の
基
礎

を
な
す
「
言
葉
」
が
ど
う
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
の

か
を
考
え
て
み
た
い
。
人
間
は
、
少
な
く
と
も
既

知
の
生
物
の
中
で
唯
一
複
雑
な
文
法
を
持
っ
た
言

語
を
使
い
こ
な
し
、
思
考
の
及
ぶ
と
こ
ろ
の
大
部

分
を
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
生

物
で
あ
る
。「
言
葉
」
が
人
間
の
本
質
に
関
わ
る

営
為
で
あ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
、
音
声
信
号
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
生
物
は
人
間
だ
け

で
は
な
い
。
イ
ル
カ
、
鳥
、
更
に
は
昆
虫
ま
で
も

が
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
し
人
間
と
他
の
動
物
が
使
用
す

る
音
声
信
号
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
人
間
の
言
葉
に
は
他
の
動
物
は
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
抽
象
的
な
概
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
古
橋
信
孝
は
著
書
『
文
学
は
な
ぜ
必
要
か
』

の
中
で
、「
人
間
は
言
葉
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

途
端
に
観
念
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

言
葉
か
ら
物
事
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
」（
注
１
）と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

に
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
言
葉
は
単
な
る
情
報
伝

達
の
手
段
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
人
間
の
複
雑

で
抽
象
的
な
思
考
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。



す
原
動
力
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
キ
ン
グ
牧
師
の

“I have a dream
. ”

と
い
う
言
葉
が
ア
メ
リ
カ

の
人
種
差
別
を
終
わ
ら
せ
る
だ
け
の
力
を
持
っ
た

よ
う
に
、
世
界
を
敵
と
味
方
に
分
け
た
ヒ
ト
ラ
ー

の
演
説
が
ド
イ
ツ
の
人
々
を
狂
気
に
駆
り
立
て
る

だ
け
の
力
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
世
界
の

歴
史
が
大
き
く
動
い
た
時
、
そ
の
背
後
に
は
必
ず

「
言
霊
」
が
宿
っ
た
誰
か
の
言
葉
の
存
在
が
あ
っ

た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
人
間
は
そ
れ
ほ
ど
強

く
、
言
葉
に
依
っ
て
生
き
る
「
ロ
ゴ
ス
的
存
在
」

な
の
で
あ
る
。

神
話
か
ら
文
学
へ

文
学
そ
の
も
の
の
発
生
も
、
人
間
が
言
葉
に
依

っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。
人
間
は
言
葉
を
使
う
こ
と
と

並
行
し
て
手
に
し
た
理
性
の
力
に
よ
っ
て
、
万
物

の
霊
長
と
な
り
え
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
理
性
に

よ
っ
て
は
捉
え
難
い
世
界
の
不
合
理
に
対
し
て
も

目
を
向
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
最
た
る

も
の
は
死
で
あ
っ
た
ろ
う
。
日
野
啓
三
は
『
書
く

こ
と
の
秘
儀
』
の
中
で
、
人
間
が
「
死
」
を
理
解

で
き
る
の
は
「
死
と
い
う
現
象
を
自
分
自
身
を
含

む
生
物
の
普
遍
的
運
命
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

抽
象
的
能
力
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
抽
象
化
、
観

念
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
言
語
だ
っ
た
」（
注

と
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

が
、
一
部
の
擬
音
語
を
除
い
て
音
と
意
味
の
関
係

に
絶
対
的
な
根
拠
は
な
い
。
例
え
ば
同
じ「
ア
イ
」

と
い
う
発
音
で
あ
っ
て
も
、
日
本
語
で
は
「
愛
」

に
な
り
、
英
語
で
は
「eye

＝
目
」
に
な
る
。
言

葉
と
い
う
も
の
は
存
在
自
体
は
確
固
と
し
た
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
意
味
は
そ
れ
を
話
す
社
会

が
共
通
の
理
解
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て

成
り
立
つ
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不
安
定

な
関
係
を
確
か
な
も
の
に
し
て
き
た
の
は
、
人
間

が
社
会
の
中
で
言
葉
を
使
い
続
け
て
き
た
歴
史
で

あ
っ
た
。
人
間
と
言
葉
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
お

り
、
社
会
も
ま
た
言
葉
に
よ
っ
て
結
び
つ
き
、
言

葉
は
社
会
の
中
で
そ
の
存
在
を
確
か
な
も
の
に
し

て
き
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
と
言
葉
は
社
会

と
い
う
場
の
中
で
相
互
に
依
存
し
合
う
こ
と
で
存

在
し
て
い
る
。

ま
た
、
人
間
に
と
っ
て
の
言
葉
は
単
な
る
音
と

意
味
の
体
系
に
留
ま
ら
ず
、「
言
霊
」
と
い
う
言

葉
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
を
発
す
る
人
の
心

を
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。吉
本
隆
明
が『
言

語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
の
中
で
、
す
べ
て
の

言
葉
に
は
ふ
つ
う
意
味
と
言
っ
て
い
る
も
の
に
加

え
て
、
発
話
者
の
心
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う

趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。「
言
霊
」
の
力
は
、
歴
史
を
動
か

そ
れ
こ
そ
、
現
代
社
会
で
「
役
に
立
つ
」
と
も
て

は
や
さ
れ
る
学
問
も
、
言
葉
が
な
け
れ
ば
全
て
存

在
し
え
な
い
。
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
こ
の
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
人
間
を
「
ロ
ゴ
ス
」
的
存

在
と
捉
え
て
い
た
。ギ
リ
シ
ア
語
の「
ロ
ゴ
ス
」は
、

本
来
は
人
々
の
話
す
「
言
葉
」
を
意
味
す
る
単
語

で
あ
る
が
、
よ
り
広
く
概
念
、
意
味
、
論
理
、
思

想
、
言
語
、
理
性
な
ど
の
訳
が
あ
て
ら
れ
る
。
要

す
る
に
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
人

間
の
理
性
の
営
み
が
、「
ロ
ゴ
ス
」
な
の
で
あ
る
。

現
在
の
諸
学
問
は
西
洋
の
も
の
を
モ
デ
ル
に
し
て

お
り
、
科
学
も
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
万
物
の
根
源

を
追
求
し
よ
う
と
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲

学
に
遡
る
。
言
葉
を
用
い
て
合
理
的
に
世
界
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
自
然
哲
学
か
ら
科
学
が
生
ま

れ
、
言
葉
を
用
い
て
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

神
話
か
ら
文
学
が
生
ま
れ
た
。
新
約
聖
書
『
ヨ
ハ

ネ
に
よ
る
福
音
書
』は「
は
じ
め
に
言
葉（
ロ
ゴ
ス
）

が
あ
っ
た
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
で
始
ま
る
。
西

洋
の
学
問
は
、
人
間
を
ロ
ゴ
ス
的
存
在
と
し
て
捉

え
る
こ
と
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
言
葉
の

芸
術
で
あ
る
文
学
の
価
値
も
、
そ
こ
か
ら
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
述
の
よ
う
に
、
言
葉
は
人
間
が
人
間
で
あ
る

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
、
人
間
の
本
質
と
切
り
離

せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
葉
は
特
定
の
音
と
意
味



て
き
た
役
割
を
引
き
継
い
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。

文
学
を
生
き
る

話
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
文
学
は
人

間
の
本
質
に
か
か
わ
る
営
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
人

間
に
と
っ
て
の
「
言
葉
」
に
つ
い
て
考
え
、
そ
し

て
人
類
の
精
神
史
を
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
っ

た
。
一
方
で
、
文
学
は
そ
れ
を
実
際
に
「
読
む
」

者
に
と
っ
て
は
極
め
て
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
と
は
大
き
く
視
点
を

変
え
、
個
と
し
て
の
自
分
自
身
と
文
学
の
関
わ
り

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

「
社
会
の
役
に
立
つ
か
」
と
い
う
問
い
の
直
接
的

な
答
え
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
個

に
と
っ
て
の
文
学
を
論
じ
る
こ
と
は
、
個
の
集
合

た
る
人
間
社
会
に
と
っ
て
文
学
が
持
つ
意
味
を
考

え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
以
来
、文
学
は
「
人

間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
と
向
き
合
う

こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
直
接

そ
れ
を
主
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
く
て

も
、
お
よ
そ
「
文
学
」
と
名
の
付
く
作
品
に
共
通

す
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
初
め
て
そ
の
こ
と
を
意

識
し
た
の
は
、
小
学
五
年
生
の
時
に
出
会
っ
た
小

野
不
由
美
の
『
月
の
影
影
の
海
』
を
読
ん
だ
時

躍
を
描
く
こ
の
作
品
は
神
話
と
文
学
両
方
の
性
格

を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
最
古
の
文

学
の
テ
ー
マ
は
、
ま
さ
に
先
ほ
ど
述
べ
た
「
死
」

な
の
で
あ
る
。『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
は
こ
の

問
題
に
対
し
て
、
人
間
は
ど
う
し
て
も
死
を
避
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
だ
か
ら
せ
め
て
生
き
て
い

る
間
、「
生
を
汲
み
尽
く
せ
」
と
い
う
結
論
を
提

示
し
て
い
る
。
四
〇
〇
〇
年
以
上
前
に
編
ま
れ
た

世
界
最
古
の
文
学
が
、
そ
の
後
の
世
界
中
の
文
学

作
品
が
繰
り
返
し
扱
う
主
題
に
つ
い
て
、
や
は
り

繰
り
返
し
語
ら
れ
る
結
論
を
提
示
し
て
い
る
こ
と

は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
人
間
は
神
話
の
時
代

か
ら
死
の
必
然
性
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
の
不
合

理
と
言
葉
に
よ
っ
て
向
き
合
い
、
そ
れ
が
神
話
の

継
承
者
で
あ
る
文
学
に
お
い
て
も
、
様
々
な
形
で

現
在
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
日
野

啓
三
は
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
自
覚

的
に
書
く
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己

や
世
界
を
少
し
で
も
意
識
化
し
よ
う
と
す
る
こ

と
、
自
己
の
深
み
に
隠
れ
て
い
る
太
古
か
ら
の
声

を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
時
代
の
ど
の
文
学
も
根

底
で
は
「
世
界
と
人
間
と
の
関
係
」
や
「
人
間
と

は
何
で
あ
る
か
」と
い
っ
た
課
題
に
対
し
て
、科
学

的
証
明
と
は
ま
た
違
っ
た
答
え
を
示
す
こ
と
を
目

的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
か
つ
て
神
話
が
果
た
し

２
）
と
述
べ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人

間
と
他
の
動
物
が
使
用
す
る
言
語
（
音
声
信
号
）

の
間
の
決
定
的
な
違
い
は
、
抽
象
的
概
念
を
持
つ

か
否
か
で
あ
る
。
人
間
は
抽
象
的
な
概
念
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
自

分
を
取
り
巻
く
世
界
の
様
々
な
事
象
を
理
解
し
、

解
き
明
か
そ
う
と
し
て
き
た
。
現
在
の
科
学
が
担

っ
て
い
る
役
割
も
ま
さ
に
そ
れ
だ
と
い
え
る
。
一

方
、
科
学
が
発
達
す
る
は
る
か
以
前
の
人
間
は
、

そ
う
し
た
事
象
を
「
神
の
力
」
で
説
明
す
る
こ
と

を
試
み
た
。そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
神
話
で
あ
る
。

日
野
啓
三
は
、
ど
の
よ
う
な
神
話
も
世
界
の
過
酷

な
相
貌
の
奥
に
あ
る
不
可
解
な
混
沌
の
力
と
、
そ

こ
で
生
き
て
い
く
人
間
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的

な
問
い
へ
の
答
え
に
な
っ
て
い
る
、と
い
う
よ
り
、

問
い
が
あ
っ
て
答
え
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、

様
々
な
想
念
が
な
ぜ
心
の
最
深
部
を
ゆ
す
る
の
か

と
考
え
続
け
る
行
為
が
、「
こ
の
世
界
と
は
何
か
」

「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
た
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

恐
ら
く
、
文
学
の
ル
ー
ツ
も
こ
こ
に
遡
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

世
界
最
古
の
文
学
と
さ
れ
る
の
は
、
メ
ソ
ポ
タ

ミ
ア
文
明
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
粘
土
板
に
刻
ま

れ
た
『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
で
あ
る
。
ギ
ル

ガ
メ
シ
ュ
は
半
人
半
神
の
英
雄
で
あ
り
、
そ
の
活



立
つ
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
。
最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
答
え
は
「
役
に
立
つ
」

と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
う
か
に
よ

っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
も
し
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る

実
用
性
を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
、
文
学
は
直
ち

に
何
か
の
「
役
に
立
つ
」
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
の
点
は
、「
役
に
立
つ
」
学
問
の
代
名
詞
と
い

え
る
「
科
学
」
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
文
学
が
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
端

的
に
言
う
な
ら
「
科
学
」
と
「
文
学
」
が
人
間
精

神
の
異
な
る
領
域
を
受
け
持
っ
て
い
る
こ
と
に
由

来
す
る
違
い
な
の
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
言
語
に
立
脚

す
る
抽
象
的
思
考
の
能
力
を
使
い
、
世
界
を
理
解

し
、
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
合
理
的
に
そ
れ

を
行
う
も
の
が
自
然
哲
学
か
ら
発
展
し
た
科
学
で

あ
り
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
問
題
を
扱
う
の
が
、

古
い
時
代
に
は
神
話
で
あ
っ
て
、
文
学
は
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
た
。
ど
ち
ら
も
、「
こ
の
世
界
や
人
間

と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
答
え
を
出
そ

う
と
す
る
営
み
で
あ
る
が
、
科
学
は
個
々
の
事
象

に
対
す
る
部
分
的
証
明
を
得
意
と
す
る
も
の
で
あ

る
一
方
、
世
界
や
人
間
の
全
体
と
し
て
の
つ
な
が

り
や
本
質
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
、
神
話
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た

る
。
私
た
ち
が
歌
う
「
ふ
る
さ
と
」
の
歌
を
聞
き
、

あ
る
時
祖
母
が
大
粒
の
涙
を
流
し
た
。
祖
母
の
目

の
前
に
は
、
東
日
本
大
震
災
の
際
に
津
波
で
跡
形

も
な
く
流
さ
れ
、
二
度
と
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

故
郷
の
光
景
が
浮
か
ん
だ
そ
う
だ
。
強
い
力
を
持

っ
た
詩
の
言
葉
以
外
の
何
が
、
も
は
や
存
在
し
な

い
故
郷
を
祖
母
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ

う
。も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
は
全
て
私
の
個
人

的
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
社
会
の
役
に
立
つ
」

か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
な
ん
と
答
え
れ
ば
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
。
も
し
、
こ
う
し
た
個
人
的
経
験
が
無

価
値
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
を
社

会
の
役
に
立
つ
も
の
と
立
た
な
い
者
に
分
け
、
役

に
立
た
な
い
も
の
が
排
除
さ
れ
る
の
は
当
然
と
考

え
る
強
者
の
論
理
、
適
者
生
存
の
価
値
観
も
肯
定

さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
歴
史
を
紐
解
け
ば
、
そ

う
し
た
史
実
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。し
か
し
、

整
然
と
反
論
で
き
な
く
と
も
、
そ
れ
は
間
違
っ
て

お
り
、
人
間
に
は
役
に
立
つ
か
否
か
を
超
越
し
た

存
在
価
値
が
あ
る
と
答
え
る
こ
と
に
、
私
た
ち
の

社
会
の
倫
理
的
基
礎
が
あ
る
と
考
え
た
い
、
い
や

そ
う
信
じ
た
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
―
―
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
―
―

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、「
文
学
は
社
会
の
役
に

で
あ
っ
た
。
他
人
に
合
わ
せ
て
生
き
て
き
た
高
校

生
の
主
人
公
が
、
あ
る
日
見
知
ら
ぬ
男
に
連
れ
ら

れ
て
異
世
界
に
行
き
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
自
分

で
自
分
自
身
の
生
き
方
を
決
め
る
こ
と
を
迫
ら
れ

る
と
い
う
物
語
だ
。
主
人
公
は
何
も
特
別
な
人
間

で
は
な
く
、は
っ
き
り
言
え
ば
醜
い
人
間
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
醜
さ
の
向
こ
う
に
、
美
し
い
と
す
ら

い
え
る
「
人
間
ら
し
さ
」
が
あ
っ
た
。
人
間
を
そ

の
不
完
全
さ
に
お
い
て
こ
そ
魅
力
的
に
感
じ
る
と

い
う
感
覚
は
、
文
学
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
私
は
現
実
の
世
界
で
生
き
る
と
共

に
、
時
と
し
て
こ
の
小
説
の
世
界
の
中
を
生
き
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
文
学
と
現
実
と
は
、
そ
れ
が
併

存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
を
健
全
な
も
の
に

し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
こ
の
小
説

で
始
め
て
経
験
し
た
。
こ
れ
は
文
学
の
本
質
に
か

か
わ
る
経
験
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
ま
た
こ
れ

と
は
少
し
違
う
が
、
詩
と
い
う
文
学
も
ま
た
私
が

言
葉
の
芸
術
と
し
て
の
文
学
の
力
に
つ
い
て
考
え

る
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
。
高
校
で
聖
歌
隊
に
所

属
す
る
私
に
と
っ
て
、
歌
は
文
学
と
同
等
に
自
分

自
身
の
存
在
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
何

気
な
く
歌
う
詩
の
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
が
ま
ぎ
れ

も
な
い
文
学
作
品
で
あ
り
、「
言
霊
」
を
も
っ
た

詩
は
歌
に
乗
っ
て
そ
の
書
き
手
の
心
を
伝
え
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
経
験
的
に
知
っ
て
い



と
い
え
る
。
そ
の
場
合
私
た
ち
は
、
個
の
尊
厳
を

捨
て
、
自
ら
思
考
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
置
き
換

え
可
能
な
歯
車
の
よ
う
に
「
役
に
立
つ
」
人
生
を

送
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
文
学
は
社

会
の
役
に
立
つ
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
は
、

私
た
ち
が
世
界
を
理
解
し
、
意
味
づ
け
し
、
そ
の

中
で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
尊
厳
を
も
っ
て
ど
う
生

き
よ
う
と
す
る
か
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、「
人

間
の
」
社
会
を
目
指
す
の
か
否
か
に
よ
っ
て
、
変

わ
る
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
注
１
）
古
橋
信
孝
著
『
文
学
は
な
ぜ
必
要
か

日
本
文
学
＆
ミ
ス
テ
リ
ー
案
内
』、
笠

間
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
二
〇
頁

（
注
２
）
日
野
啓
三
著
『
書
く
こ
と
の
秘
儀
』、

集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
、
四
三
頁

〈
参
考
文
献
〉

新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
第
六
版
、
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
八
年

『
聖
書
新
共
同
訳
』、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八

七
年

沼
野
充
義
著
『
世
界
は
文
学
で
で
き
て
い
る
』、

光
文
社
、
二
〇
一
二
年

沼
野
充
義
著
『
や
っ
ぱ
り
世
界
は
文
学
で
で
き
て

私
た
ち
の
社
会
は
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
も
う

一
つ
の
重
要
な
手
段
を
無
価
値
だ
と
断
じ
、
そ
の

先
に
あ
る
、
互
い
に
関
連
を
欠
い
た
無
機
質
な
事

実
だ
け
が
散
在
す
る
世
界
に
自
ら
入
り
込
み
つ
つ

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な

世
界
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
耐
え
難
い
し
、
そ
う

し
た
社
会
に
は
違
和
感
と
と
と
も
に
恐
怖
す
ら
感

じ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ゴ
ス
的
存
在
と
し
て
科
学
と

文
学
と
い
う
二
つ
の
方
法
で
世
界
を
理
解
し
て
き

た
こ
と
が
、
も
は
や
不
可
能
に
な
り
、
人
間
の
人

間
と
し
て
の
在
り
方
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
恐
怖

で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
て
が
「
役
に
立
つ
」
か
否

か
で
分
け
ら
れ
、｢

役
に
立
た
な
い｣

も
の
が
排

除
さ
れ
る
社
会
へ
の
恐
怖
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ

ば
私
た
ち
の
社
会
が
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き

ら
れ
る
社
会
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
へ
の
恐

怖
で
あ
る
。

最
後
に
、「
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
」
と

い
う
最
初
の
問
い
に
答
え
よ
う
。
文
学
は
理
性
の

生
き
物
で
あ
る
人
間
が
、
科
学
で
は
説
明
し
き
れ

な
い
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
社
会
が
「
人
間
の
」
社
会
で
あ
り
続
け

よ
う
と
す
る
限
り
、
人
間
が
人
間
と
し
て
存
在
す

る
た
め
に
「
役
に
立
つ
」
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、

も
し
私
た
ち
が
自
ら
人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
な
ら
、
全
く
役
に
立
た
な
い

文
学
は
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
や
人
間
の
本
質
と

い
っ
た
、
科
学
に
よ
っ
て
は
証
明
し
え
な
い
も
の

を
説
明
す
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
的
存

在
で
あ
る
人
間
が
世
界
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
い

わ
ば
本
能
の
よ
う
な
欲
求
を
実
現
す
る
た
め
の
二

つ
の
手
段
と
し
て
、
本
来
こ
の
二
者
は
相
互
補
完

的
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現

代
は
前
者
が
偏
重
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
て
い
る
。

日
野
啓
三
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
現
代
に
お
い

て
も
、
私
た
ち
は
世
界
の
本
質
を
絡
み
合
う
全
体

に
お
い
て
思
考
し
表
現
す
る
こ
と
を
、
神
話
以
上

に
で
き
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
現

代
の
人
間
が
現
実
的
と
信
じ
る
の
は
世
界
の
中
の

特
定
の
部
分
だ
け
に
分
析
と
証
明
の
論
理
を
完
結

さ
せ
て
い
る
か
ら
で
、
生
き
る
た
め
に
ほ
か
の
生

物
の
命
を
奪
う
こ
と
や
、
自
分
自
身
が
い
つ
か
死

ぬ
と
い
う
こ
と
を
で
き
る
だ
け
意
識
し
な
い
よ
う

に
生
き
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ

の
指
摘
の
通
り
、「
科
学
」
が
世
界
の
全
て
を
説

明
し
尽
く
し
た
わ
け
で
は
当
然
な
い
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
人
間
は
い
つ
か
ら
か
、
ど
の
よ
う
な

事
象
に
も
説
明
す
る
た
め
に
は
科
学
を
用
い
る
こ

と
が
最
善
だ
と
考
え
、
解
決
で
き
な
い
問
題
と
向

き
合
う
こ
と
を
放
棄
し
、
そ
れ
ら
を
「
考
え
て
も

ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
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