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「生活」するということ

㈠　

は
じ
め
に

　
「
青
春
論
」（
文
学
界
、昭
一
七
）は
、坂
口
安
吾
が「
日
本
文
化
私
観
」（
現
代
文
学
、

昭
一
七
）
に
続
い
て
世
に
送
り
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
「
日
本
文

化
私
観
」
と
同
様
、
単
な
る
文
学
の
枠
を
超
え
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
安
吾

の
「
青
春
論
」
は
た
だ
若
者
の
私
的
感
情
を
述
べ
た
、
非
文
学
的
な
作
品
に
も

思
え
る
。
だ
が
、
冒
頭
に
「
気
負
っ
て
言
え
ば
、
文
学
の
精
神
は
永
遠
に
青
春

で
あ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
力
み
か
え
っ
て
み
た
く
な
る
が
、
文
学
文
学
と
念
仏

の
よ
う
に
唸
っ
た
と
こ
ろ
で
我
が
身
の
愚
か
さ
が
帳
消
し
に
な
る
も
の
で
も
な

い①

」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
安
吾
は
自
己
の
文
学
論
を
展
開

し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
安
吾
の
関
心
は
、
自
己
の

「
生
活②

」
を
い
か
に
生
き
る
か

4

4

4

4

4

4

4

に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

安
吾
自
身
が
こ
の
作
品
の
末
尾
を
「
要
す
る
に
、
生
き
る
こ
と
が
全
部
だ
と
い

う
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」（
同
右
）
と
ま
と
め
て
い
る
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
安
吾
の
関
心
は
、
文
学
的
と
い
う
よ
り
は
明
ら
か
に
哲
学
的

4

4

4

で
あ

る
。
そ
れ
は
、
後
の
「
堕
落
論
」（
新
潮
、
昭
二
一
）
と
も
通
底
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
後
「
堕
落
論
」
に
よ
っ
て
名
声
を
得
た

安
吾
に
は
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。「
近
頃
私
の
と
こ
ろ
へ
時
々

訪
ね
て
く
る
二
人
の
青
年
が
い
る
。
二
十
二
だ
。
彼
等
は
昔
は
右
翼
団
体
に
属

し
て
い
た
こ
ち
こ
ち
の
国
粋
主
義
者
だ
が
、
今
は
人
間
の
本
当
の
生
き
方
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
青
年
達
は
私
の
「
堕
落
論
」
と
か

「
淪
落
論
」
が
な
ん
と
な
く
本
当
の
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
て
い
る
ら
し

い
が
、
そ
の
激
し
さ
に
つ
い
て
こ
れ
な
い
の
で
あ
る
」（「
風
と
光
と
二
十
の
私
と
」

文
芸
、
昭
二
二
）。
こ
の
「
青
年
達
」
も
「
人
間
の
本
当
の
生
き
方
」
と
い
う
哲

学
的
な
問
い
に
つ
い
て
考
え
た
時
、
安
吾
の
「
堕
落
論
」
や
「
淪
落
論
」（「
青

春
論
」）
と
い
う
哲
学
的
資
源
を
発
掘
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う③

。
要
す
る
に
、

安
吾
の
「
哲
学
」
を
理
解
す
る
上
で
、「
青
春
論
」
は
極
め
て
重
要
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
よ
く
読
め
ば
、
そ
こ
に
す
で
に
明
確
に
さ
れ
て
い
た
安
吾
の
「
哲

学
」
の
原
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

「
生
活
」
す
る
と
い
う
こ
と　

―
―
安
吾
の
「
青
春
論
」
論
―
―

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学　

小
池　
　

陽
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㈡　
「
生
活
」
の
外
に
い
る
大
人
た
ち

　

安
吾
に
と
っ
て
、
父
は
「
大
人
」
で
あ
っ
た
。
父
・
坂
口
仁
一
郎
は
憲
政
本

党
所
属
の
衆
議
院
議
員
で
あ
り
、
新
潟
新
聞
社
社
長
、
新
潟
米
穀
株
式
取
引
会

社
理
事
長
な
ど
を
歴
任
し
た
、
い
わ
ゆ
る
名
士
で
あ
っ
た
。
安
吾
の
実
家
は
、

当
時
の
日
本
社
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
支
え
る
地
方
名
家
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
祖
父
の
代
か
ら
傾
き
か
け
て
い
た
家
運
は
、
父
の
代
で
凋
落
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
っ
た
。

　

安
吾
は
そ
の
父
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

　

私
は
父
に
対
し
て
今
も
っ
て
他
人
を
感
じ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
敵
意

や
反
撥
は
も
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
敵
意
と
は
別
の
意
味
で
、
私
は
子

供
の
と
き
か
ら
、
父
が
嫌
い
で
あ
っ
た
如
く
、
父
の
こ
の
悲
し
み
に
因
縁

の
な
い
事
務
的
な
大
人
ら
し
さ
が
嫌
い
で
あ
り
、
な
べ
て
か
か
る
大
人
ら

し
さ
が
根
柢
的
に
嫌
い
で
あ
っ
た
。

　

私
が
今
日
人
を
一
目
で
判
断
し
て
好
悪
を
決
し
、
信
用
不
信
用
を
決
す

る
に
は
、
た
だ
こ
の
悲
し
み
の
所
在
に
よ
っ
て
行
う
の
で
、
こ
れ
は
甚
だ

危
険
千
万
な
方
法
で
、
そ
の
た
め
に
人
を
見
間
違
う
こ
と
は
多
々
あ
る
の

だ
が
、
ど
う
せ
一
長
一
短
は
人
の
習
い
で
、
完
全
と
い
う
も
の
は
な
い
の

だ
か
ら
、
標
準
な
ど
は
ど
こ
へ
置
い
て
も
ど
う
せ
た
か
が
標
準
に
す
ぎ
な

い
で
は
な
い
か
。
私
は
た
だ
、
私
の
こ
の
標
準
が
父
の
姿
か
ら
今
日
に
伝

流
し
て
い
る
反
感
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
っ
て
、
人
間
の
生
き
て

い
る
周
囲
の
狭
さ
に
就
て
考
え
、
そ
し
て
、
人
間
は
、
生
れ
て
か
ら
今
日

ま
で
の
小
さ
な
周
囲
を
精
密
に
思
い
だ
し
て
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
だ
と

痛
感
す
る
。
私
は
今
日
、
政
治
家
、
事
業
家
タ
イ
プ
の
人
、
人
の
子
の
悲

し
み
の
翳
を
も
た
な
い
人
に
対
し
て
は
本
能
的
な
反
撥
を
感
じ
一
歩
も
譲

ら
ぬ
気
持
に
な
る
が
、
悲
し
み
の
翳
に
憑
か
れ
た
人
の
子
に
対
し
て
は
全

然
不
用
心
に
開
け
放
し
て
言
い
な
り
放
題
に
垣
を
持
つ
こ
と
を
知
ら
な
い

の
で
あ
る
（「
石
の
思
い
」
光　

LA
CLA

RT
E

、
昭
二
一
）。

　

安
吾
は
、「
悲
し
み
の
翳
に
憑
か
れ
た
人
の
子
」
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
父
に
つ
い
て
は
「
敵
意
や
反
撥
」
を
持
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
供
の
頃
か
ら
「
父
の
こ
の

悲
し
み
に
因
縁
の
な
い
事
務
的
な
大
人
ら
し
さ
」
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
。
で

は
、
な
ぜ
安
吾
は
こ
う
し
た
不
満
を
持
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
安
吾
の
よ
う
に

「
悲
し
み
の
翳
に
憑
か
れ
た
人
の
子
」
は
「
大
人
」
の
身
振
り
や
口
振
り
か
ら
、

「
事
務
的
」
な
も
の
を
感
じ
取
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
事
を
悟
り
き
っ

た
よ
う
な
、
あ
る
い
は
世
故
に
長
け
た
よ
う
な
「
政
治
家
、
事
業
家
タ
イ
プ
の

人
、
人
の
子
の
悲
し
み
の
翳
を
も
た
な
い
人
」
の
観
照
的
な
人
生
態
度
を
「
事

務
的
」
と
見
る
の
で
あ
る
。

　

安
吾
の
、こ
の「
悲
し
み
の
翳
」自
体
は
素
直
で
素
朴
な
内
省
の
結
果
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
「
生
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
の
小
さ
な
周
囲
を
精
密
に
思
い
だ
し
て

考
え
直
す
こ
と
」
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、「
大
人
」
は
自
己
の
内
省
（「
悲

し
み
の
翳
」）
よ
り
も
（
自
己
の
外
の
）
世
間
の
「
道
徳(

ル
ー
ル)

」
に
従
う
。

そ
う
す
れ
ば
、「
悲
し
み
の
翳
」に
悩
む
必
要
も
な
い
。
そ
れ
で「
大
人
」は
、「
事
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「生活」するということ

務
的
」
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
安
吾
の
父
が
「
大
人
ら
し
さ
」
特
有

の
「
事
務
的
」
な
人
生
態
度
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
父
の
「
生
活
」
は
自
己
に
従
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

も
の
な
の
で
は
な
く
、
世
間

の
「
道
徳
」
に
服
従
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
少
な
く
と
も
、
安
吾
に

は
そ
の
よ
う
に
見
え
た

4

4

4

の
で
あ
る
。

　
「
大
人
」
は
「
道
徳
」
的
正
し
さ
を
横
目
に
見
な
が
ら
、世
間
を
渡
っ
て
い
く
。

お
そ
ら
く
、
安
吾
の
父
も
そ
う
し
た
「
生
活
」
自
体
に
何
ら
の
疑
い
も
持
っ
て

い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
確
か
に
、
そ
れ
は
世
間
で
は
正
し
い
こ
と
だ
と
見

な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、世
間
一
般
か
ら
見
て「
政
治
家
、事
業
家
タ
イ
プ
の
人
、

人
の
子
の
悲
し
み
の
翳
を
も
た
な
い
人
」
は
良
い

4

4

「
大
人
4

4

」
で
あ
り
、「
悲
し

み
の
翳
に
憑
か
れ
た
人
の
子
」
は
悪
い

4

4

「
子4

」
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
支
配
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
世
間
の
「
道
徳
」
と
い
う
価
値
基
準
に
従
え
ば
、
世
間

は
む
し
ろ
名
士
で
あ
っ
た
安
吾
の
父
の
よ
う
な
人
物
を
欲
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
だ
ろ
う
。
だ
が
、
良
い
「
大
人
」
が
世
間
の
「
道
徳
」
に
従
う
時
、
そ
こ

に
は
必
ず
世
間
の
発
す
る
視
線
へ
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。
安
吾
の
「
父
は

私
利
、
栄
達
を
は
か
ら
な
か
っ
た
と
き
、
自
分
を
突
き
放
し
て
、
実
は
世
間
の

思
惑
に
身
売
り
し
て
い
た
」（
同
右
）。
世
間
の
「
道
徳
」
か
ら
見
れ
ば
、
安
吾

の
父
は
立
派
で
良
識
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
父
が
世
間
か
ら

見
れ
ば
良
い
「
大
人
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は
必
然
的
に
「
世
間
の
思
惑
に

身
売
り
」
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
中
に
も
子

供
の
頃
、「
大
人
」
が
「
世
間
の
思
惑
に
身
売
り
」
し
て
い
る
の
を
見
て
、
あ

る
種
の
寒
気
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ

に
、
世
間
の
真ホ

ン
ト
ウ実

の
顔
を
見
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

中
に
、
こ
う
し
た
感
覚
が
あ
れ
ば
、
安
吾
の
格
闘
―
彼
は
一
体
何
と
闘
わ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
か
、あ
る
い
は
彼
の
「
哲
学
」
が
何
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
大
人
」
は
真
に
自
己
の
「
生
活
」
を
生
き
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
、「
大
人
」
は
こ
う
答
え
る
だ
ろ
う
。「
道
徳
」
的
に

正
し
い

4

4

4

「
生
活
」
こ
そ
が
、
真
の
「
生
活
」
で
あ
る
、
と
。
だ
が
、
真
の
「
生

活
」
に
は
、
世
間
の
「
道
徳
」
的
正
し
さ
と
本
質
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
が
存
在

す
る
。
安
吾
は
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
る
。「
本
当
に
可

愛
い
い
子
供
は
悪
い
子
供
の
中
に
い
る
。子
供
は
み
ん
な
可
愛
い
い
も
の
だ
が
、

本
当
の
美
し
い
魂
は
悪
い
子
供
が
も
っ
て
い
る
の
で
、
あ
た
た
か
い
思
い
や
郷

愁
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
子
供
に
無
理
に
頭
の
痛
く
な
る
勉
強
を
強
い
る

こ
と
は
な
い
の
で
、
そ
の
温
い
心
や
郷
愁
の
念
を
心
棒
に
強
く
生
き
さ
せ
る
よ

う
な
性
格
を
育
て
て
や
る
方
が
い
い
」（「
風
と
光
と
二
十
の
私
と
」）。
こ
こ
で
安

吾
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、「
本
当
の
美
し
い
魂
は
悪
い
子
供
が
も
っ
て
い
る
」

と
い
う
点
で
あ
る
。「
悪
い
子
供
」
は
な
ぜ
「
悪
い
」
こ
と
を
す
る
の
か
。
そ

れ
は
、
彼
ら
が
自
己
の
「
生
活
」
に
、
そ
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
悪
い
子
供
」は「
悪
い
」こ
と
を
す
る
こ
と
で
、「
生

活
」
が
面
白
く
な
り
、
そ
こ
に
「
生
活
」
の
意
義
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
む

ろ
ん
、こ
う
し
た
こ
と
は「
道
徳
」的
に
正
し
い
こ
と
と
は
い
え
な
い
。だ
が
、「
悪

い
子
供
」は「
悪
い
」こ
と
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、以
前
よ
り
も
自
己
の「
生
活
」

の
内
に
、そ
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。い
い
換
え
れ
ば
、「
悪
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い
」
こ
と
が
「
生
活
」
す
る
こ
と
に
つ
い
て
深
い
納
得
を
さ
せ
て
く
れ
た
の
で

あ
る
。

　
「
悪
い
子
供
」
に
と
っ
て
、「
道
徳
」
な
正
し
さ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、

相
対
的
な
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
ら
は
「
道
徳
」
が

時
に
「
大
人
」
に
都
合
の
良
い
口
実
に
な
る
こ
と
を
、
骨
身
に
し
み
て
知
っ
て

い
る
の
だ
。
例
え
ば
、
彼
ら
か
ら
見
れ
ば
「
小
学
校
の
先
生
に
は
道
徳
観
の
奇

怪
な
顛
倒
が
あ
る
」。「
小
学
校
の
先
生
」
は
「
世
間
の
人
は
も
っ
と
悪
い
こ
と

を
し
て
い
る
、
俺
の
や
る
の
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
る
の

だ
が
、
実
は
世
間
の
人
に
は
と
て
も
や
れ
な
い
よ
う
な
悪
ど
い
事
を
や
る
の
で

あ
る
」（
同
右
）。
他
者
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
世
間
の
た
め
に
な
る
こ
と
が
正

し
い
「
生
活
」
で
あ
る
と
す
る
「
大
人
」
の
「
道
徳
」
は
、
実
は
倒
錯
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
が
「
悪
い
子
供
」
の
、「
大
人
」
へ
の
問
い
な
の
で

あ
る
。
安
吾
に
よ
れ
ば
、「
大
人
」
は
純
粋
に
他
者
の
た
め
、
あ
る
い
は
世
間

の
た
め
に
「
道
徳
」
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
の
「
道
徳
」
意
識
に

は
、
倒
錯
し
た
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
自
ら
の
行

う
と
こ
ろ
は
人
に
も
之
を
許
せ
と
い
う
と
、
ひ
ど
く
博
愛
に
き
こ
え
る
が
、
事

実
は
さ
に
あ
ら
ず
、こ
れ
ほ
ど
ひ
ね
く
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
あ
る
筈
が
な
い
し
、

自
分
に
と
っ
て
不
利
な
批
判
的
精
神
と
い
う
も
の
を
完
全
に
取
り
さ
ろ
う
と
い

う
の
だ
か
ら
、こ
れ
ほ
ど
素
朴
で
あ
り
唾
棄
す
べ
き
生
き
方
は
他
に
な
い
」（「
枯

淡
の
風
格
を
排
す
」
作
品
、
昭
和
一
〇
）。
こ
れ
は
、
単
な
る
「
道
徳
」
批
判
で
は

な
い
。
重
要
な
の
は
、「
道
徳
」
に
従
う
「
大
人
」
に
は
自
己
欺
瞞
的
な
利
他

4

4

4

4

4

4

4

4

の
意
識

4

4

4

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
、
安
吾
（「
悪
い
子
供
」）
が
注

目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
安
吾
は
そ
の
よ
う
な
「
大
人
」
と
し
て
、
河
上
徹
太
郎
、
正
宗
白

鳥
、
徳
田
秋
声
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
ら
の
人
生
態
度
に
つ
い
て
批
判
を
展

開
す
る
安
吾
は
、こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
徹
底
的
な
道
徳
主
義
者
で
あ
る
。「
悪

い
子
供
」
が
「
大
人
」
の
自
己
欺
瞞
的
な
利
他
の
意
識
の
構
造
を
見
抜
い
て

い
く
よ
う
に
、
安
吾
は
こ
こ
で
、「
大
人
」
の
「
道
徳
」
に
お
け
る
蒙
昧
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
河
上
徹
太
郎
に
つ
い
て
は
「
峻
烈
な
自

己
批
判
か
ら
完
全
に
目
を
掩
う
た
と
こ
ろ
で
「
人
間
が
で
き
た
」
と
い
う
こ
と

に
な
」
る
が
、「
根
底
に
於
て
こ
れ
ほ
ど
相
対
的
な
功
利
的
計
算
を
は
た
ら
か

し
た
も
の
は
珍
ら
し
い
」。「
他
人
に
許
さ
れ
る
た
め
に
他
を
許
そ
う
と
す
る
」、

「
馴
れ
合
い
の
よ
う
な
無
邪
気
な
道
徳
律
が
、
恰
も
人
生
の
最
深
処
の
盛
観
を

呈
し
て
横
行
し
て
い
る
の
が
阿
呆
ら
し
い
」。
そ
の
よ
う
な
河
上
の
人
生
態
度

は
「
実
は
逆
に
最
も
功
利
的
な
毒
々
し
い
計
算
が
つ
く
さ
れ
て
い
る
」。
次
に
、

正
宗
白
鳥
に
つ
い
て
は
「
正
宗
氏
は
所
謂
政
治
家
実
業
家
の
「
腹
の
で
き
た
人

間
」
ほ
ど
莫
迦
に
な
り
き
る
に
し
て
は
聡
明
す
ぎ
る
頭
を
持
ち
、
峻
烈
な
理
知

を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
の
逃
避
的
な
人
生
態
度
に
時
々
自
ら
批
判
者
の
側

に
立
ち
、
せ
め
て
思
弁
の
中
で
な
り
と
逃
避
的
な
ら
ざ
る
素
裸
と
な
り
景
気
を

つ
け
て
み
よ
う
と
す
る
。
然
し
所
詮
思
弁
家
は
行
う
人
で
あ
り
得
な
い
」。
そ

し
て
、
徳
田
秋
声
に
つ
い
て
は
「
悩
ま
ざ
る
が
ゆ
え
の
、
救
わ
れ
な
い
毒
々
し

さ
が
、
私
を
悩
ま
す
の
で
あ
っ
た
」。
徳
田
は
「
自
分
の
行
為
を
全
て
当
然
と

し
て
肯
定
し
、
同
様
に
他
人
の
も
の
を
も
肯
定
し
、
も
っ
て
他
人
に
も
自
分
の

姿
を
そ
の
ま
ま
肯
定
せ
し
め
よ
う
と
す
る
、
肯
定
と
い
う
巧
み
な
約
束
を
暗
に
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強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
傷
や
痛
み
を
持
ち
ま
い
と
す
る
、
揚
句
に
は
内
省
や

批
判
さ
え
一
途
に
若
々
し
い
未
熟
な
も
の
と
思
わ
し
め
よ
う
と
す
る
」（
同
右
）。

　

こ
う
し
た
「
大
人
」
の
自
己
欺
瞞
を
告
発
す
る
「
悪
い
子
供
」
の
視
点
は
、

一
体
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
悪
い
子
供
」
の
価
値
に
も
、
自
己
欺
瞞

が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
。
安
吾
の
真
に
優
れ
た
点
は
、
こ
の
よ
う
な
内
省
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、安
吾
（「
悪
い
子
供
」）
の
視
点
は
、実
は
父
（「
大

人
」）
の
「
道
徳
」
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
彼
は
認
め
て
い
る
。

　

父
は
誠
実
で
あ
っ
た
。
約
を
ま
も
り
、
嘘
を
つ
か
な
か
っ
た
。
父
は
人

の
た
め
に
財
を
傾
け
、
自
分
の
利
得
を
は
か
ら
な
か
っ
た
、
父
は
人
に
道

を
ゆ
ず
り
、自
分
の
栄
達
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
た
。そ
れ
は
全
て
父
の
行
っ

た
事
実
で
あ
る
。そ
し
て
そ
れ
は
私
に
於
て
そ
の
逆
が
真
実
で
あ
る
如
く
、

父
に
於
て
も
、
そ
の
逆
が
本
当
の
父
の
心
で
あ
っ
た
と
思
う
。
父
は
悪
事

の
で
き
な
い
男
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
人
に
賞
揚
せ
ら
れ
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
人
で
あ
っ
た
と
私

は
思
う
。
私
自
身
か
ら
割
り
だ
し
て
、
そ
う
思
っ
た
の
で
あ
る
（「
石
の
思

い
」）。

　

生
涯
他
者
の
た
め
、世
間
の
た
め
に
生
き
た
父
の
「
道
徳
」
が
、「
悪
い
子
供
」

（
安
吾
）
の
視
点
を
育
て
た
。「
誠
実
」
な
父
の
「
約
を
ま
も
り
、
嘘
を
つ
か
な

か
っ
た
」
こ
と
、
そ
し
て
「
人
の
た
め
に
財
を
傾
け
、
自
分
の
利
得
を
は
か
ら

な
か
っ
た
」、「
人
に
道
を
ゆ
ず
り
、
自
分
の
栄
達
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
た
」
こ

と
は
、
結
局
「
人
に
賞
揚
せ
ら
れ
た
か
っ
た
か
ら
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

生
み
出
さ
れ
た
「
悪
い
子
供
」
の
視
点
が
、
生
み
出
し
た
父
の
「
道
徳
」
に
お

け
る
自
己
欺
瞞
性
を
暴
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
基
盤

そ
の
も
の
を
破
壊
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

さ
ら
に
安
吾
は
、
や
が
て
「
私
自
身
か
ら
割
り
だ
し
て
」
自
己
の
内
を
掘
り

崩
し
、「
子
供
」
の
ず
る
さ

4

4

4

を
も
掘
り
崩
し
て
い
く
。「
子
供
は
大
人
と
同
じ
よ

う
に
、
ず
る
い
。
牛
乳
屋
の
落
第
生
な
ど
も
、
と
て
も
ず
る
い
に
は
ず
る
い
け

れ
ど
も
、
同
時
に
人
の
た
め
に
甘
ん
じ
て
犠
牲
に
な
る
よ
う
な
正
し
い
勇
気
も

一
緒
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
つ
ま
り
大
人
と
違
う
の
は
、
正
し
い
勇
気
の
分
量

が
多
い
と
い
う
点
だ
け
だ
。
ず
る
さ
は
仕
方
が
な
い
。
ず
る
さ
が
悪
徳
で
は
な

い
の
で
、
同
時
に
存
し
て
い
る
正
し
い
勇
気
を
失
う
こ
と
が
い
け
な
い
の
だ
」

（「
風
と
光
と
二
十
の
私
と
」）。
こ
の
よ
う
に
「
子
供
は
大
人
と
同
じ
よ
う
に
、
ず

る
い
」
こ
と
を
、
安
吾
は
認
め
て
い
る
。
だ
が
、「
子
供
」
の
ず
る
さ
は
「
大

人
」
の
「
悪
徳
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
彼
ら
の
ず
る
さ
は
「
人
に
賞
揚
せ

ら
れ
た
か
っ
た
か
ら
」
生
じ
た
行
為
な
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
己
の
「
生
活
」

の
意
義
を
見
出
し
た
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
人
の
た
め
に
甘
ん
じ
て
犠
牲
に
な
る
よ
う
な
正
し
い
勇
気
」
は
、「
大
人
」
の

そ
れ
よ
り
「
分
量
が
多
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
子
供
」
の
、「
生
活
」

の
意
義
が
世
間
の「
道
徳
」に
押
し
潰
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、彼
ら
は「
正

し
い
勇
気
」
を
失
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
と
い
う
の
も
、も
し
「
悪
い
子
供
」

に
「
人
の
た
め
に
甘
ん
じ
て
犠
牲
に
な
る
よ
う
な
正
し
い
勇
気
」
が
あ
れ
ば
、
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自
己
の
「
生
活
」
の
意
義
と
世
間
の
「
道
徳
」
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
、
よ
り

良
い
関
係
を
築
く
方
法
が
必
ず
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、も
し「
悪

い
子
供
」
が
世
間
の
「
道
徳
」
と
相
容
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
自
己
の
「
生

活
」
の
中
か
ら
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
視
点
、
そ
れ
が
安
吾
独オ

リ
ジ
ナ
ル自

の
視

点
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
自
己
の
「
生
活
」
の
意
義
は
「
徹
底

的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
土
台
に
し
た
も
の
」（「
枯
淡
の
風
格
を
排
す
」）で
あ
る
た
め
、

世
間
の
「
道
徳
」
と
い
う
普
遍
的
価
値
が
ほ
と
ん
ど
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
自
己
の
「
生
活
」
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
究
極
的

に
は
世
間
の
「
道
徳
」
に
反
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
で
き

な
い
「
大
人
」
は
、「
生
活
」
の
外
に
い
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
安
吾
の
「
道
徳
」
批
判
と
は
、
い
い
換
え
れ
ば
、「
悪
い
子
供
」

と
「
大
人
」
と
の
闘
い
で
あ
る
。
安
吾
（「
悪
い
子
供
」）
に
は
、
い
か
な
る
恐

ろ
し
い
真
実
か
ら
も
眼
を
背
け
な
い
、
そ
し
て
世
間
の
「
道
徳
」
に
従
う
「
大

人
」
た
ち
の
批
判
を
も
の
と
も
し
な
い
「
真
剣
な
情
熱
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
真

剣
な
情
熱
と
い
う
も
の
は
、
必
然
的
に
最
も
利
己
的
」
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
「
日
本
人
の
如
く
、
軽
々
し
く
他
人
の
立
場
を
計
量
し
思
惑
を
働
か
せ

て
、
同
情
し
、
寛
大
と
な
り
、
諦
ら
め
、
い
い
加
減
の
と
こ
ろ
で
ヒ
ラ
リ
と
利

他
的
な
安
手
な
悟
り
へ
身
を
飜
す
べ
き
不
誠
実
さ
は
許
さ
る
べ
き
」（「
無
題
」

紀
元
、
昭
九
）
で
は
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、「
必
ず
一
応
は
利
己
一
点
ば
り
に
追

求
の
極
地
へ
ま
で
追
い
つ
め
、
そ
の
底
に
行
き
ど
ま
っ
た
と
き
」、「
道
徳
を
確

立
し
、
風
景
を
眺
め
、
而
し
て
出
発
」（
同
右
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、「
悪
い
子
供
」（
安
吾
）
の
「
哲
学
」
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
知
性

だ
け
で
な
く
、「
真
剣
な
情
熱
」
な
の
で
あ
っ
た
。

㈢　
「
哲
学
」
の
可
能
性

　
「
哲
学
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
「
生
活
」
に
い
か
な
る
意
義
を

見
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
生
活
」
に
何
ら
か
の
意
義
を
見
出
し
、
深

い
悦
び
を
感
じ
、
そ
し
て
深
い
納
得
が
得
ら
れ
る
、
そ
の
た
め
に
「
哲
学
」
が

あ
る
の
だ
。
人
間
の
「
生
活
」
は
、
そ
こ
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
な
く
、
た
だ

漠
然
と
過
ご
し
て
い
れ
ば
、時
間
の
経
過
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
う
。だ
が
、「
生

活
」
の
意
義
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
意
味
あ
る
か
た
ち
と
な
り
、
そ

れ
は
消
滅
か
ら
救
わ
れ
る
。「
生
活
」
の
意
義
を
見
出
す
た
め
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
ま
ず
「
哲
学
」
す
る
こ
と
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

大
正
一
〇
年
、東
洋
大
学
教
授
と
な
っ
た
出
隆
は
『
哲
学
以
前
』（
大
村
書
店
、

大
一
一
）
を
書
い
た
。
当
時
の
哲
学
青
年
の
愛
読
書
と
な
っ
た
こ
の
書
の
中
で
、

出
は
「
哲
学
的
思
惟
の
動
機
は
生
活
と
思
想
の
根
本
仮
定
と
根
本
矛
盾
を
発
見

す
る
こ
と
で
あ
り
、
哲
学
の
途
は
こ
れ
ら
を
疑
い
揺
ら
ぎ
つ
つ
進
む
批
判
的
統

一
の
過
程
で
あ
る
。
す
べ
て
の
偉
大
な
哲
学
的
思
想
家
は
、
常
に
深
刻
に
自
他

の
生
活
と
思
想
の
根
底
に
踏
み
入
り
、
そ
こ
に
懐
疑
に
よ
っ
て
前
提
・
仮
想
の

不
都
合
を
発
見
し
、
そ
の
批
判
に
よ
っ
て
自
ら
に
問
題
を
課
し
た④

」
と
い
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
、
西
田
哲
学
へ
の
傾
倒
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
西
田

幾
多
郎
は
『
善
の
研
究
』（
弘
道
館
、
明
四
四
）
を
書
い
た
理
由
に
つ
い
て
、
西

田
は
「
哲
学
的
研
究
が
そ
の
前
半
を
占
め
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
人
生
の
問
題
が

中
心
で
あ
り
、
終
結
で
あ
る
と
考
え
た
故⑤

」
と
書
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
哲
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学
以
前
」
た
る
も
の
を
、「
生
活
」（「
人
生
の
問
題
」）
と
考
え
て
い
た
出
の
「
哲

学
」
の
動
機
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
は
「
哲
学
」
に
お
い
て
、「
自

他
の
生
活
と
思
想
の
根
底
」
に
「
踏
み
入
り
」、そ
こ
に
あ
る
「
不
都
合
」
を
「
批

判
」
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
時
に
書
か
れ
た
「
哲
学
を
殺
す

も
の
」（「
改
造
」、
昭
一
六
）
の
中
で
、
出
は
ア
テ
ナ
ィ
の
「
政
治
」
が
「
哲
学
」

を
追
求
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
殺
し
、「
哲
学
」
を
衰
退
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
。

　
「
哲
学
」
は
そ
の
最
初
の
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
一
代
で
、
ア
テ
ナ
ィ
政
界
と

絶
縁
し
た
。
ア
テ
ナ
ィ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
共
に
そ
の
「
哲
学
」
を
殺
し
、

よ
っ
て
そ
の
後
の
哲
学
を
骨
抜
き
に
し
た
。
或
い
は
、
哲
学
は
、
そ
の
政

治
を
嫌
い
こ
れ
を
顧
み
な
い
哲
学
へ
と
変
質
し
た
。
そ
の
直
言
者
を
許
さ

な
か
っ
た
政
界
は
、
直
言
者
か
ら
敬
遠
さ
れ
た
。
そ
し
て
直
言
者
を
殺
し

遠
ざ
け
た
無
定
見
の
政
界
は
、
や
が
て
自
ら
の
国
を
亡
ぼ
し
た
。
だ
が
哲

学
は
、
そ
の
政
界
を
敬
遠
し
或
い
は
顧
み
て
他
を
言
っ
て
い
る
う
ち
に
こ

れ
に
直
言
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
。
こ
う
し
て
哲
学
と
政
治
と
は
お
互
い
に

遠
ざ
け
遠
ざ
か
っ
て
、遂
に
「
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
に
、

神
の
も
の
は
神
に
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
と
政
治
と
は
、
い
つ
ま
で
も
無
縁
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
哲
学
の
政
治
性
と
共
に
政
治
の
哲
学
性
が
切
に

要
望
さ
れ
る
。
我
々
の
政
治
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
殺
し
プ
ラ
ト
ン
の
直
言
を

封
じ
た
よ
う
な
ア
テ
ナ
ィ
の
そ
れ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
同
時
に
我
々

の
哲
学
は
現
実
へ
の
直
視
と
直
言
を
避
け
る
無
理
論
的
で
無
気
力
な
個
人

倫
理
に
止
ま
っ
て
い
て
は
い
け
な
い⑥

。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は「
哲
学
」に
よ
っ
て
、ア
テ
ナ
ィ
全
体
と
対
話
し
よ
う
と
し
た
。

特
に
ア
テ
ナ
ィ
政
界
に
「
直
言
」
す
る
こ
と
で
、
ア
テ
ナ
ィ
の
正
義
を
守
ろ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
哲
学
」
者
と
は
、
つ
ね
に
「
政
治
」

と
い
う
現
実
に
対
峙
す
る
「
直
言
者
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア

テ
ナ
ィ
で
は
、「
哲
学
」
者
が
「
哲
学
」
よ
っ
て
、
独
立
し
た
地
位
を
獲
得
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
哲
学
」
を
人
生
に
お
い
て

価
値
あ
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ア
テ
ナ
ィ

に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
術
が
真
理
の
追
究
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
政
治
」
の
た
め
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
ィ
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
生

活
」
の
意
義
の
追
求
（「
哲
学
」）
よ
り
も
、「
政
治
」
的
功
利

4

4

の
追
求
の
方
が

重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
出
は
「
哲
学
の
政
治
性
と
共
に
政
治
の
哲
学

性
が
切
に
要
望
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る

　

だ
が
、「
哲
学
」
者
が
「
政
治
」
を
批
判
す
る
こ
と
と
、「
政
治
」
を
重
視

し
、
そ
れ
に
身
を
投
じ
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。「
哲
学
」
が
「
政
治
」

に
対
し
て
独
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
哲
学
」
者
が
直
接
的
に
「
政
治
」
に

参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。「
政
治
」
家
は
「
哲
学
」
者
で

あ
る
必
要
も
な
い
が
、
逆
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
偉
大
な
「
哲
学
」
の
追
求

者
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
哲
学
」
者
の
「
政
治
」
に
対
す
る

批
判
は
自
由
で
あ
り
、
い
か
に
関
わ
る
か
も
自
由
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
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意
味
に
お
い
て
、「
哲
学
」
は
「
政
治
」
を
超
越
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
た
と
え
「
哲
学
」
が
「
政
治
」
と
衝
突
し
た
と
し
て
も
、「
哲
学
」

者
は
世
論
に
左
右
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
「
政
治
」
の
圧
力
を
恐
れ
た
り
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
哲
学
」
者
は
、「
生
活
」

の
意
義
を
純
粋
に

4

4

4

追
求
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
生
活
」
の

意
義
こ
そ
人
生
の
最
も
重
要
な
価
値
で
あ
り
、
自
己
形
成
の
最
も
重
要
な
基
盤

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
追
求
す
る
「
哲
学
」
は
「
政
治
」
よ
り
も
貴
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
我
々
の
政
治
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
殺
し
プ
ラ
ト
ン
の
直
言
を
封

じ
た
よ
う
な
ア
テ
ナ
ィ
の
そ
れ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
こ
だ

わ
っ
た
出
は
昭
和
二
三
年
、
日
本
共
産
党
に
入
党
し
、
昭
和
二
六
年
に
東
大
を

辞
し
て
、
東
京
都
知
事
選
に
挑
戦
し
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
自
ら
が
描
い

た
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、「
政
治
」
の
前
に
挫
折
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
哲
学
」
観
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
、
安
吾
が
「
生

活
」
を
い
か
に
見
て
い
た
か
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
安
吾
は
か
つ
て
「
政
治
に
よ
る
救
い
な
ど
は
上
皮
だ
け
の
愚

に
も
つ
か
な
い
物
で
あ
る
」（「
堕
落
論
」）
と
い
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

　

安
吾
の
「
生
活
」
の
見
方
を
よ
く
表
し
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
咢

堂
小
論
」（「
堕
落
論
」
銀
座
出
版
社
、
昭
二
二
）
の
末
尾
に
あ
る
次
の
よ
う
な
言
葉

で
あ
る
。

　

何
故
に
か
か
る
愚
が
幾
度
も
繰
返
さ
る
る
か
と
云
え
ば
、
先
ず
「
人
間

は
生
活
す
べ
し
」
と
い
う
根
本
の
生
活
意
識
、
態
度
が
確
立
せ
ら
れ
て
お

ら
ぬ
か
ら
だ
。
政
党
な
ど
に
走
る
前
に
、
先
ず
生
活
し
、
自
我
と
い
う
も

の
を
見
つ
め
、
自
分
が
何
を
欲
し
、
何
を
愛
し
、
何
を
悲
し
む
か
、
よ
く

見
究
め
る
こ
と
が
必
要
だ
。
政
治
は
生
活
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
古

い
道
具
は
い
つ
で
も
取
変
え
、
よ
り
良
い
道
具
を
選
ぶ
こ
と
が
必
要
な
だ

け
で
あ
る
。
政
治
の
主
体
は
た
だ
自
ら
の
生
活
あ
る
の
み
（「
咢
堂
小
論
」）。

　

日
本
の
「
政
治
」
も
、わ
れ
わ
れ
の
「
生
活
」
か
ら
遊
離
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

丸
山
真
男
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
日
本
で
は
私
た
ち
国
民
が
自
分
の
生
活

と
実
践
の
な
か
か
ら
制
度
づ
く
り
を
し
て
い
っ
た
経
験
に
乏
し
い
。
歴
史
的
に

い
っ
て
も
、
た
い
て
い
の
近
代
的
な
制
度
は
あ
ら
か
じ
め
で
き
上
っ
た
も
の
と

し
て
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
ワ
ク
に
し
た
が
っ
て
私
た
ち
の
生
活
が
規
制
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
お
の
ず
か
ら
、
ま
ず
先
に
法
律
や
制
度
の
建
て
前
が

あ
っ
て
そ
れ
が
生
活
の
な
か
に
降
り
て
く
る
と
い
う
実
感
が
強
く
根
を
張
っ

て⑦

」
い
る
。
こ
の
指
摘
の
通
り
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
「
生
活
と
実
践
」
か
ら

「
ワ
ク
」（「
制
度
」）
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
あ

ら
か
じ
め
で
き
上
っ
た
も
の
」と
し
て「
ワ
ク
」が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
生
活
の
な
か
に
降
り
て
く
る
」と
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

先
に
引
い
た
安
吾
の
「
政
党
な
ど
に
走
る
前
に
、
先
ず
生
活
し
、
自
我
と
い
う

も
の
を
見
つ
め
、
自
分
が
何
を
欲
し
、
何
を
愛
し
、
何
を
悲
し
む
か
、
よ
く
見

究
め
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
い
う
言
葉
に
、
す
で
に
「
生
活
意
識
、
態
度
」
に

対
す
る
彼
の
関
心
の
深
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。こ
の
言
葉
は
明
ら
か
に
、「
ワ
ク
」
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「生活」するということ

に
よ
っ
て
「
生
活
が
規
制
さ
れ
」
る
習
慣
へ
の
批
判
で
あ
る
。
安
吾
の
眼
に
は
、

「
生
活
」
か
ら
遊
離
し
た
思
考
様
式
の
た
め
に
、
歴
史
的
に
「
愚
が
幾
度
も
繰

返
さ
」
れ
て
き
た
と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、安
吾
は
、「
生
活
」

か
ら
遊
離
し
た
こ
の
思
考
様
式
こ
そ
日
本
人
の
思
考
様
式
を
蝕
ん
で
い
る
病
で

あ
り
、
そ
れ
が
日
本
人
に
「
愚
」
を
「
幾
度
も
繰
返
さ
」
せ
て
い
る
と
批
判
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、安
吾
は
こ
う
し
た
「
ワ
ク
」
へ
の
依
存
と
は
異
な
る
、

「
先
ず
「
人
間
は
生
活
す
べ
し
」」
と
い
う
「
生
活
」
の
見
方
を
提
起
し
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
批
判
は
安
吾
自
身
の
経
験
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
験
と
は
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
「
大
人
」
へ
の
反
抗
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
、安
吾
は
独
自
の
宮
本
武
蔵
論
で
説
明
し
て
い
る
。「
僕
の
青
春
論
に
は
、

ど
う
し
て
も
宮
本
武
蔵
が
現
れ
な
く
て
は
納
ま
り
が
つ
か
な
い
と
い
う
定
め
が

あ
る
」。「
剣
術
は
所
詮
「
青
春
」
の
も
の
だ
。
特
に
武
蔵
の
剣
術
は
青
春
そ
の

も
の
の
剣
術
で
あ
っ
た
。
一
か
八
か
の
絶
対
面
で
賭
博
し
て
い
る
淪
落
の
術
で

あ
り
、
奇
蹟
の
術
で
あ
っ
た
の
だ
」。
だ
が
、
晩
年
『
五
輪
書
』
を
書
い
た
「
彼

は
世
の
大
人
た
ち
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。
柳
生
派
の
大
人
た
ち
に
負
け
、
も
っ

と
つ
ま
ら
ぬ
武
芸
の
あ
ら
ゆ
る
大
人
た
ち
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。
彼
自
身
が
大

人
に
な
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
負
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
」（「
青
春
論
」）。

「
柳
生
派
の
大
人
た
ち
」
は
「
形
式
主
義
」（
同
右
）
に
陥
り
、「
生
活
」
の
外
側

か
ら
「
生
活
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
形
式
」

で
あ
っ
て
、
生
き
て
い
る
「
生
活
」
で
は
な
か
っ
た
。「
生
活
」
し
て
い
る
者

が
「
生
活
」
に
対
し
て
距
離
を
と
っ
て
い
る
限
り
、「
一
か
八
か
の
絶
対
面
で

賭
博
し
て
い
る
」
武
蔵
の
よ
う
な
「
生
活
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
安
吾
の
「
大
人
」
へ
の
反
抗
は
、
実
態
か
ら

遊
離
し
て
い
る
「
形
式
主
義
」
へ
の
批
判
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
単

な
る
「
形
式
主
義
」
へ
の
批
判
で
は
な
い
。
安
吾
は
「
大
人
」
へ
の
反
抗
か
ら

生
ま
れ
る
「
青
春
」
＝
「
淪
落
」
の
世
界
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。

　
「
青
春
」
＝
「
淪
落
」
の
世
界
に
立
っ
て
「
生
活
」
を
捉
え
る
安
吾
の
ス
タ

ン
ス
は
、「
中
味
と
形
式
」（『
朝
日
講
演
集
』、
明
四
四
）
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
漱
石
の
ス
タ
ン
ス
と
似
て
い
る
。
例
え
ば
、
漱
石
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

る
。「
現
今
日
本
の
社
会
状
態
と
い
う
も
の
は
ど
う
か
と
考
え
て
み
る
と
目
下

非
常
な
勢
い
で
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
伴
れ
て
我
々
の
内
面
生
活
と
い
う

も
の
も
ま
た
、
刻
々
と
非
常
な
勢
い
で
変
り
つ
つ
あ
る
」。「
す
で
に
内
面
生
活

が
違
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
統
一
す
る
形
式
と
い
う
も
の
も
、
自
然
ズ

レ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
の
形
式
を
ズ
ラ
さ
な
い
で
、
元
の
ま
ま

に
据
え
て
置
い
て
、
そ
う
し
て
何
処
ま
で
も
そ
の
中
に
我
々
の
こ
の
変
化
し
つ

つ
あ
る
生
活
の
内
容
を
押
込
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
失
敗
す
る
の
は
眼
に
見
え

て
い
る
」。「
要
す
る
に
か
く
の
如
き
社
会
を
総
べ
る
形
式
と
い
う
も
の
は
ど
う

し
て
も
変
え
な
け
れ
ば
社
会
が
動
い
て
行
か
な
い
。
乱
れ
る
、
纏
ま
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
と
思
う
」。「
内
容
の
変
化
に
注
意
も
な
く
頓
着

も
な
く
、
一
定
不
変
の
型
を
立
て
て
、
そ
う
し
て
そ
の
型
は
唯
だ
在
来
あ
る
か

ら
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
そ
の
型
を
自
分
が
好
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ

う
し
て
傍
観
者
た
る
学
者
の
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
、
相
手
の
生
活
の
内
容
に

自
分
が
触
れ
る
こ
と
な
し
に
推
し
て
い
っ
た
な
ら
ば
危
な
い⑧

」。
わ
れ
わ
れ
の
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「
生
活
」
は
、「
刻
々
と
非
常
な
勢
い
で
変
り
つ
つ
あ
る
。
瞬
時
の
休
息
な
く
運

転
し
つ
つ
進
ん
で
い
る
」。
変
化
し
続
け
る
「
生
活
」
を
、「
形
式
」
に
「
押
込

め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
失
敗
す
る
の
は
眼
に
見
え
て
い
る
」。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
傍
観
者
た
る
学
者
の
よ
う
な
態
度
」
に
よ
っ
て
、「
型
は
た
だ
在
来
あ
る

か
ら
」、「
型
を
自
分
が
好
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
」、「
一
定
不
変
の
型
」
で

自
己
の「
生
活
」を
捉
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
、漱
石
は
警
告
し
て
い
る
。

　

安
吾
の
「
生
活
」
へ
の
思
考
は
漱
石
と
同
じ
方
向
に
向
い
て
い
る
。「
剣
法

に
は
固
定
し
た
型
と
い
う
も
の
は
な
い
、と
い
う
の
が
武
蔵
の
考
え
で
あ
っ
た
。

相
手
に
応
じ
て
常
に
変
化
す
る
と
い
う
の
が
武
蔵
の
考
え
で
、
だ
か
ら
武
蔵
は

型
に
と
ら
わ
れ
た
柳
生
流
を
非
難
し
て
い
た
」（
同
右
）
と
い
う
安
吾
の
言
葉
に
、

そ
の
よ
う
な
思
考
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
形
式
」
に
よ
っ
て
「
生
活
」

を
捉
え
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
生
活
」
の
中
に
踏
み
留

ま
り
、
そ
の
意
義
を
問
う
思
考
な
の
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
「
生
活
」
か
ら
始

め
る
と
い
う
思
考
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
安
吾
の
思
考
と
、
静
謐
な
明
晰
さ
か
ら
「
生
活
」
を
俯
瞰
し
て

い
く
漱
石
の
思
考
と
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
の
底
に
あ
る
経
験

の
質
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
漱
石
は
「
自
己
本
位
」
か
ら
「
則
天
去
私
」

へ
と
昇
華

4

4

に
向
か
っ
た
。
一
方
、
安
吾
は
漱
石
の
よ
う
な
超
越
的
な
参
照

4

4

4

4

4

4

を
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
安
吾
は
、
何
も
の
も
昇
華
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
再
び
「
生
活
」
の
渦
に
戻
っ
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

安
吾
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
空
虚
な
実
の
な
い
生
活
を
し
て
い
な
が
ら
、
そ

れ
で
い
て
生
き
て
い
る
の
が
精
一
杯
で
、
祈
り
も
し
た
い
、
酔
い
も
し
た
い
、

忘
れ
も
し
た
い
、
叫
び
も
し
た
い
、
走
り
も
し
た
い
。
僕
に
は
余
裕
が
な
い
の

で
あ
る
。
生
き
る
こ
と
が
、
た
だ
、
全
部
な
の
だ
」（
同
右
）。

　

こ
こ
で
、
安
吾
の
「
形
式
主
義
」
へ
の
批
判
＝
「
大
人
」
へ
の
反
抗
を
誤

解
し
な
い
た
め
に
、「
魔
の
退
屈
」（「
太
平　

第
二
巻
第
一
〇
号
」
時
事
通
信
社
、
昭

二
一
）
か
ら
重
要
な
言
葉
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

完
全
な
秩
序
、
犯
罪
に
関
す
る
限
り
ほ
ぼ
完
全
な
秩
序
が
保
れ
て
い
た
。

愛
国
の
情
熱
が
た
か
ま
り
、
わ
い
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
な
ん
と
い
う
虚

し
い
美
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
家
が
焼
け
た
。
何
万
何
十
万
の
家
が
焼
け
、

さ
し
て
悲
し
み
も
せ
ず
、
焼
跡
を
ほ
じ
く
っ
て
い
る
。
横
に
人
間
が
死
ん

で
い
る
、
も
う
、
振
り
む
き
も
し
な
い
。
鼠
の
屍
体
に
対
す
る
と
同
様
の

心
し
か
有
り
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
か
よ
う
に
心
が
痲
痺
し
て
悪
魔
の
親

類
の
よ
う
に
落
ぶ
れ
た
時
が
き
て
い
て
も
、
食
う
こ
と
が
で
き
て
、
そ
し

て
と
り
わ
け
欲
し
い
物
も
な
い
と
き
に
は
、
人
は
泥
棒
も
オ
イ
ハ
ギ
も
し

な
い
の
だ
。
欲
し
い
も
の
は
せ
い
ぜ
い
シ
ャ
ツ
か
浴
衣
ぐ
ら
い
で
、
ま
る

で
自
分
の
物
と
同
じ
気
持
で
ち
ょ
っ
と
風
呂
屋
で
着
か
え
て
出
て
く
る
く

ら
い
の
こ
と
は
す
る
が
、
本
心
は
犯
罪
に
痲
痺
し
落
ち
ぶ
れ
き
っ
て
い
な

が
ら
、
泥
棒
も
オ
イ
ハ
ギ
も
や
ら
な
い
。
単
な
る
秩
序
道
徳
の
平
静
の
み

す
ぼ
ら
し
さ
、
虚
し
さ
、
つ
ま
ら
な
さ
。
人
間
の
幸
福
は
そ
こ
に
は
な
い
。

人
間
の
生
活
が
そ
こ
に
な
い
。
人
間
自
体
が
な
い
の
で
あ
る
（「
同
右
」）。

　

安
吾
は
、「
完
全
な
秩
序
」
や
「
秩
序
道
徳
」
が
「
み
す
ぼ
ら
し
さ
、虚
し
さ
、
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「生活」するということ

つ
ま
ら
な
さ
」
に
満
ち
て
い
る
と
は
っ
き
り
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
安
吾
は

憤
然
と
し
て
、「
戦
争
中
の
日
本
人
は
最
も
平
和
な
、
恐
ら
く
日
本
二
千
何
百

年
か
の
歴
史
の
う
ち
で
最
も
平
穏
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
虚
し
く

食
っ
て
生
き
て
い
る
平
和
な
阿
呆
」（
同
右
）
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ

は
、
つ
ま
り
、
自
己
の
「
生
活
」
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
な
く
、
た
だ
生
き
て

い
る
だ
け
な
ら
ば
、「
人
間
の
幸
福
は
そ
こ
に
は
な
い
。
人
間
の
生
活
が
そ
こ

に
な
い
。
人
間
自
体
が
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
安
吾
の
い
う
「
生
活
」
は
「
完

全
な
秩
序
」
や
「
秩
序
道
徳
」
の
正
反
対
に
あ
り
、
自
己
の
生
を
正
面
か
ら
引

き
受
け
る
態
度
を
も
意
味
し
て
い
る
。
安
吾
は
そ
う
し
た
態
度
を
「
淪
落
」
と

呼
ん
だ
。

　
「
淪
落
」
に
つ
い
て
、
安
吾
は
「
青
春
論
」
の
中
で
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
書
い
て
い
る
。
正
月
に
近
い
頃
、
安
吾
は
満
員
状
態
の
バ
ス
に
乗
っ
た
。

安
吾
の
隣
に
は
、
学
習
院
の
制
服
を
着
た
「
小
学
生
」
が
立
っ
て
い
た
。
し
ば

ら
く
し
て
、
安
吾
の
前
の
席
が
空
席
に
な
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
の
「
小
学
生
」

に
席
を
勧
め
た
が
、「
小
学
生
」
は
た
だ
お
辞
儀
を
し
た
だ
け
で
、
座
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、他
に
席
が
空
い
た
時
で
も
、そ
の「
小
学
生
」

は
結
局
、
席
に
座
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
安
吾
は
「
こ
の
少
年
の

躾
け
の
良
さ
に
こ
と
ご
と
く
感
服
し
た
」（「
青
春
論
」）
と
い
う
。
こ
の
「
小
学

生
」
は
、
た
だ
の
小
学
生
で
は
な
い
。
い
わ
ば
「
大
人
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
安
吾
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
小
学
生
」（「
大
人
」）
の
「
貴
族
的
性
格
」
は

「
毅
然
た
る
外
見
の
み
」
で
あ
っ
て
、「
外
見
と
精
神
に
何
の
脈
絡
」
も
な
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
安
吾
は
こ
の
よ
う
に
問
う
。「
小
学
生
」
は
「
た
だ
他
人

と
の
一
応
の
接
触
に
於
て
、
礼
儀
を
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
利
害
関

係
が
起
っ
た
場
合
に
、
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
甘
ん
じ
て
人

に
席
を
譲
る
か
。
む
し
ろ
他
人
を
傷
つ
け
て
自
ら
は
何
の
悔
い
も
な
い
底
の
性

格
を
つ
く
り
易
い
」（
同
右
）
の
で
は
な
い
か
、
と
。「
完
全
な
秩
序
」
や
「
秩

序
道
徳
」、そ
し
て
「
礼
儀
」
…
こ
れ
ら
は
、ほ
と
ん
ど
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

無
意
識
的
な
思
考
の
習
慣
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
に
対

し
て
、安
吾
は
強
い
反
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
従
う
思
考
の
根
底
に
は
、

既
存
の
思
考
の
習
慣
に
対
す
る
安
全
感
が
あ
る
。
そ
の
安
全
感
は
自
己
保
身
の

本
能
に
よ
っ
て
、「
実
際
の
利
害
関
係
が
起
っ
た
場
合
に
、
自
己
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
が
出
来
」
な
い
、「
他
人
を
傷
つ
け
て
自
ら
は
何
の
悔
い
も
な
い
底
の

性
格
を
つ
く
り
易
い
」
の
で
あ
る
。
自
己
を
守
る
た
め
に
、
よ
り
安
全
で
、
よ

り
安
定
し
た
「
生
活
」
を
送
ろ
う
と
す
る
。
安
吾
の
眼
に
は
「
完
全
な
秩
序
」

や
「
秩
序
道
徳
」、
そ
し
て
「
礼
儀
」
が
ニ
セ
モ
ノ

4

4

4

4

に
見
え
、
む
し
ろ
そ
う
で

な
い
も
の
の
方
こ
そ
ホ
ン
モ
ノ

4

4

4

4

で
あ
る
と
見
え
た
。
安
吾
は
い
う
。「
犠
牲
と

か
互
譲
と
か
い
た
わ
り
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
礼
儀
で
な
し
に
生
活
と
し
て

育
っ
て
い
る
の
は
淪
落
の
世
界
な
の
で
あ
る
」（
同
右
）。
確
か
に
、
ニ
セ
モ
ノ

に
従
っ
て
い
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
種
の
安
全
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

む
ろ
ん
、
安
吾
が
い
う
よ
う
に
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
「
淪
落
」
し
て
し
ま
え

ば
、
わ
れ
わ
れ
は
安
全
感
を
失
う
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
の
居
場
所
さ
え
失
う

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
淪
落
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に

得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
生
活
」
を
よ
り
開
か
れ
た

も
の
へ
と
解
放
す
る
の
だ
。
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安
吾
の「
青
春
論
は
同
時
に
淪
落
論
」で
も
あ
っ
た
。
安
吾
に
と
っ
て
の「
青

春
」
と
は
「
老
成
せ
ざ
る
者
の
愚
行
が
青
春
の
し
る
し
」（
同
右
）
で
あ
る
と
す

れ
ば
、「
老
成
」
し
た
者
（「
大
人
」）
と
は
「
個
人
は
つ
ね
に
否
応
な
く
伝
統

の
ほ
ん
と
う
の
発
見
に
近
づ
く
よ
う
に
成
熟
す
る⑨

」
と
い
う
、
例
え
ば
小
林
秀

雄
の
よ
う
な
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。小
林
は「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」（
文
藝
春
秋
、

昭
八
）
の
中
で
、「
成
熟
」
す
る
こ
と
を
肯
定
し
た
。「
私
達
が
故
郷
を
失
っ
た

文
学
を
抱
い
た
、
青
春
を
失
っ
た
青
年
達
で
あ
る
事
に
間
違
い
な
い
が
、
又
私

達
は
こ
う
い
う
代
償
を
払
っ
て
、
今
日
や
っ
と
西
洋
文
学
の
伝
統
的
性
格
を
歪

曲
す
る
事
な
く
理
解
し
は
じ
め
た
の
だ⑩

」。
日
本
人
が
「
西
洋
文
学
の
伝
統
的

性
格
を
歪
曲
す
る
事
な
く
理
解
し
は
じ
め
た
」
こ
と
を
、小
林
は
「
青
春
を
失
っ

た
」、「
成
熟
」
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、安
吾
は「
成
熟
」し
た「
大
人
」に
反
抗
す
る
。「
教
祖
の
流
儀
に
は
型
、

つ
ま
り
公
式
と
か
約
束
と
い
う
も
の
が
必
要
で
、
死
ん
だ
奴
と
か
歴
史
は
も
う

足
を
す
べ
ら
す
こ
と
が
な
い
の
で
型
の
中
で
料
理
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
生
き

て
る
奴
は
い
つ
約
束
を
破
る
か
見
当
が
つ
か
な
い
の
で
、
こ
う
い
う
奴
は
鑑
賞

に
堪
え
ん
」（「
教
祖
の
文
学
」
新
潮
、
昭
二
二
）。
安
吾
の
反
抗
は
小
林
（「
大
人
」）

が
「
型
」
を
利
用
し
て
、
人
間
の
「
生
活
」
を
批
評
し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
反
抗
に
よ
っ
て
、
安
吾
は
「
型
」
に
依
存
し
て
批

評
を
行
う
小
林
の
態
度
へ
の
対
抗
理
論
（「
淪
落
」）
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
課
題
に
直
面
し
た
。
安
吾
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
林
は

「
型
、
つ
ま
り
公
式
と
か
約
束
」
を
利
用
し
て
、
人
間
の
「
生
活
」
を
正
し
く

認
識
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
小
林
の
認
識
は
「
生
活
」
の
現リ

ア
ル実

に
つ
い
て
の
認
識
で
は
な
く
、
た
だ
の
「
死
ん
だ
奴
と
か
歴
史
」
の
「
鑑
賞
」

で
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
小
林
は
自
分
の
利
用
す
る
「
型
」
が
「
生
活
」
の

産
物
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
絶
対
視
し

て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
小
林
に
は
、「
型
」
が
生
ま
れ
た
「
生
活
」

の
背
景
に
つ
い
て
の
考
察
が
欠
け
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
あ
る
「
型
」
に
よ
っ

て
「
生
活
」
を
「
鑑
賞
」
す
る
際
に
、「
生
き
て
る
奴
は
い
つ
約
束
を
破
る
か

見
当
が
つ
か
な
い
」
と
い
う
「
型
」
の
限
界
に
つ
い
て
の
考
察
も
欠
け
て
い
た

の
で
あ
る
。
安
吾
の
小
林
批
判
の
底
に
は
、
小
林
の
「
生
き
て
る
奴
」
に
関
す

る
思
慮
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
を
暴
露
す
る
意
図
が
あ
る
。
小
林
は
「
型
」
の

中
で
現
れ
て
く
る
「
生
活
」
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
饒
舌
に
語
る
こ
と
が
で
き

る
が
、そ
の
外
に
あ
る
「
生
活
」
―
「
自
分
で
も
何
を
し
で
か
す
か
分
ら
な
い
」、

「
せ
っ
ぱ
つ
ま
れ
ば
全
く
何
を
や
ら
か
す
か
」、「
ま
っ
た
く
悪
戦
苦
闘
」（
同
右
）

に
対
し
て
は
、
ま
っ
た
く
口
を
閉
ざ
す
以
外
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
安
吾
は

む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ「
生
き
て
る
奴
」の「
生
活
」が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

㈣　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
大
人
」
こ
そ
、
日
本
の
哲
学
を
堕
落
さ
せ

た
張
本
人
な
の
だ
。
安
吾
は
「
大
人
」
に
よ
る
哲
学
の
転
倒
、つ
ま
り
「
形
式
」

（「
型
」、「
ワ
ク
」）
に
よ
る
「
生
活
」
へ
の
認
識
を
真
の
認
識
と
す
る
欺
瞞
を

乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
吾
は
「
こ
う
い
う
僕
に
と
っ
て
は
、

所
詮
一
生
が
毒
々
し
い
青
春
で
あ
る
の
は
や
む
を
得
ぬ
」（「
青
春
論
」）
と
い
う

の
で
あ
る
。
安
吾
に
と
っ
て
、「
大
人
」
は
「
形
式
」
に
よ
っ
て
、
自
己
の
「
生
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「生活」するということ

活
」
を
既
定
す
る
思
考
様
式
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
大
人
」
に
反
抗
す
る

た
め
の
理
論
（「
淪
落
」）
は
、「
青
春
」
期
の
「
悪
い
子
供
」（
安
吾
）
が
試
み

よ
う
と
す
る
「
哲
学
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
「
哲
学
」
に
よ
っ
て
、
安
吾

は
「
形
式
」
で
は
適
切
に
処
理
が
で
き
な
い
「
生
活
」
の
問
題
、
い
い
換
え
れ

ば
、「
形
式
」
に
よ
っ
て
「
生
活
」
の
問
題
が
覆
い
隠
さ
れ
る
と
い
う
危
険
性

に
つ
い
て
、
特
に
警
戒
し
、
常
に
徹
底
し
た
省
察
を
続
け
て
い
た
だ
け
で
は
な

く
、「
生
活
」
へ
の
理
解
や
思
考
を
深
め
よ
う
と
し
、「
生
活
」
に
対
す
る
有
効

で
正
し
い
認
識
を
追
求
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

①　

安
吾
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』
全
一
八
巻
（
ち
く
ま
文
庫
版
、

平
元
―
平
三
）
に
拠
る
。

②　

安
吾
の「
生
活
」に
関
す
る
先
行
研
究
は
、拙
論「「「
生
活
」の
本
義
―
安
吾
の「
日

本
文
化
私
観
」
論
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要	

五
一
』
平
二
六
年
）
を
参
照
。

③　

他
に
も
、
柄
谷
行
人
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。「『
堕
落
論
』
で
い
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
、実
は
す
で
に『
青
春
論
』（
昭
和
一
七
年
）に
書
か
れ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
こ
で
は
「
堕
落
」
で
は
な
く
て
「
淪
落
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
が
。
む
ろ
ん
「
も
っ
と
堕
ち
よ
」
と
い
う
安
吾
の
言
葉
が
直
接
的
に
人
の

耳
を
打
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
道
徳
か
ら
み
れ
ば
ま
さ
に
堕
落
で
し
か
な
い

よ
う
な
生
活
の
な
か
に
人
が
追
い
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
」（
柄
谷
行
人
『
坂

口
安
吾
と
中
上
健
次
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
一
八
年
、
七
八
頁
）。

④　

出
隆
「
哲
学
以
前
」（『
出
隆
著
作
集
・
一
』
勁
草
書
房
、
昭
三
八
年
に
所
収
）

二
九
頁

⑤　

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』（『
西
田
幾
多
郎
全
集　

第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
昭

五
三
年
に
所
収
）
四
頁

⑥　

出
隆
「
哲
学
を
殺
す
も
の
」（『
出
隆
著
作
集
・
二
』
勁
草
書
房
、
昭
三
八
年
に

所
収
）
一
〇
九
―
一
一
〇
頁

⑦　

丸
山
真
男
「「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」（『
丸
山
真
男
集　

第
八
巻
』

岩
波
書
店
、
平
八
年
に
所
収
）
三
七
頁

⑧　

夏
目
漱
石
「
中
味
と
形
式
」（『
漱
石
全
集　

第
一
一
巻
』
岩
波
書
店
、
昭
六
〇

年
に
所
収
）
三
六
二
―
三
六
三
頁

⑨　

小
林
秀
雄
「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」（
井
上
靖
（
編
）『
昭
和
文
学
全
集	

九
』

小
学
館
、
昭
六
二
年
所
収
）
四
六
頁

⑩　

同
右
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This is “life”

KOIKE,	Akira

　“Seishunron"	was	written	by	Ango	Sakaguchi.	It	was	the	work	which	Ango	wrote	after	

"NihonBunkaShikan".	 It	 transcend	a	 limit	of	 the	 literature	as	“NihonBunkaShikan	 ".	 	At	

first	glance,	“Seishunron"	is	the	non-literal	work	which	was	written	the	personal	feelings	

of	the	youth.	But	Ango	didn’t	write	his	literary	essay.	He	was	interested,	how	should	we	

live	our	"life"?	His	interest	is	truly	philosophical	rather	than	literary.	If	we	understand	his	

philosophy,	“Seishunron"	is	one	of	the	most	important	works	in	understanding	it.


