
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

江藤淳と<転向>論の帰趨

山崎, 正純
大阪府立大学教授

https://doi.org/10.15017/8912

出版情報：語文研究. 100/101, pp.124-136, 2006-06-02. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



昭
和
三
○
年
を
前
後
す
る
時
期
、
文
壇
に
は
石
原
慎
太
郎
、
大
江
健

三
郎
が
登
場
し
、
論
壇
に
お
い
て
は
江
藤
淳
、
橋
川
文
三
が
新
進
の
論

陣
を
張
り
、
丸
山
眞
男
、
竹
内
好
が
左
翼
の

〈
理
論〉

敗
退
後
の

〈

思

想〉

構
築
を
唱
え
て
い
た
。〈

理
論〉

か
ら

〈

思
想〉
へ
の
転
回
は
、

戦
前
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
の
幾
度
目
か
の
反
復
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
史
に
お
け
る
転
向
軸
の

〈
思
想〉

的

意
義
を
、
非
転
向
軸
固
有
の

〈

理
論〉

か
ら
切
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、

い
か
に
し
て
構
築
す
る
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
時
期
の
論
壇
に
見
ら
れ
た
現
象
面
の
幾
つ
か
を
取
り

上
げ
、
そ
の
背
後
を
支
え
た
転
向
論
的
視
角
を
摘
出
す
る
。
主
と
し
て

江
藤
淳
の
思
考
に
焦
点
化
し
た
論
述
と
な
る
が
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し

て
、
昭
和
三
○
年
代
初
頭
の

｢

昭
和
史｣

論
争
に
反
応
し
た
丸
山
眞
男

の
問
題
意
識
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

�
｢

昭
和
史｣

論
争
と
丸
山
眞
男

遠
山
茂
樹
・
今
井
清
一
・
藤
原
彰
の
共
著

『

昭
和
史』

(

岩
波
新
書

一
九
五
五
年
十
一
月
刊)

を
め
ぐ
る

｢

昭
和
史｣

論
争
は
、
昭
和
三
〇

年
代
の
初
頭
に
あ
っ
て
、〈

科
学
と
し
て
の
歴
史
学〉

す
な
わ
ち
唯
物

史
観
・
階
級
闘
争
史
観
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
昭
和
の
動
乱
を
、
そ

の
記
述
か
ら
排
除
さ
れ
た
民
衆
の
、
動
揺
し
忍
苦
し
絶
句
す
る
姿
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
批
判
す
る
亀
井
勝
一
郎
の

｢

現
代
歴
史
家
へ
の
疑
問｣

(『

文
藝
春
秋』

一
九
五
六
年
三
月
号)

を
契
機
と
し
て
巻
き
起
こ
っ
た

論
争
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
亀
井
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

歴
史
と
は
人
間
の
歴
史
だ
。
あ
た
り
ま
え
の
話
で
あ
る
。
様
々

な
人
生
の
厖
大
な
累
積
で
あ
っ
て
、
歴
史
に
入
り
こ
む
と
は
、
人
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間
性
の
微
妙
さ
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
善

人
も
お
り
悪
人
も
い
る
。
ど
ち
ら
と
も
判
別
出
来
な
い
え
た
い
の

知
れ
な
い
人
間
も
い
る
。
こ
の
意
味
で
歴
史
家
と
は
人
間
の
研
究

家
で
あ
り
、
人
生
探
求
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。(

中
略)

あ
ら

ゆ
る
矛
盾
の
認
知
で
あ
り
、
断
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
迷
う
そ
の
す

が
た
が
、
史
書
の
一
つ
の
魅
力
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
皇
国
史

観
も
唯
物
史
観
も
、
迷
い
の
な
い
歴
史
ば
か
り
氾
濫
さ
せ
た
の
で

は
な
い
か
。

(｢

現
代
歴
史
家
へ
の
提
言｣)

亀
井
は
こ
こ
で
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
日
本
共
産
党
と
の
二
項
対

立
分
類
の
、
史
観
と
し
て
の

｢

迷
い｣

の
な
さ
、｢

人
間
性
の
微
妙
さ｣

に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
類
型
的
叙
述
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
だ
。
二

つ
の
史
観
の
中
間
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
た
大
多
数

の

｢

国
民｣

は
ど
こ
に
い
る
の
か
、
と
。

『

昭
和
史』

を
読
ん
で
い
る
と
、
戦
争
を
強
行
し
た
軍
部
や
政

治
家
や
実
業
家
と
、
そ
れ
に
反
対
し
て
弾
圧
さ
れ
た
共
産
主
義
者

と
、
そ
の
双
方
だ
け
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
動
揺
し
た

国
民
層
の
す
が
た
は
見
あ
た
ら
な
い
。
つ
ま
り

｢

階
級
闘
争｣

と

い
う
抽
象
観
念
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
類
限
定
し
、
そ
こ
に
類
型
化

が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

(｢

同
前｣)

亀
井
の
こ
の
よ
う
な
発
言

(

注
１)

が
、
一
九
三
二
年
か
ら
三
四
年
に
わ
た
っ

て
行
わ
れ
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
理
論
と
そ
れ
へ
の
不
信
感
か
ら
発
せ
ら
れ
た

〈

大
衆
的
動
向〉

へ

の
意
識
転
換
と
の
対
立
の
反
復
的
変
奏
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
林
房
雄
、
亀
井
勝
一
郎
、
徳
永
直
、
貴
司
山
治
な
ど
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
の
論
議
に
つ
い
て
、
吉
本
隆
明
は

｢

作
家
同
盟

の
解
体
直
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
議
は
、
こ
れ

を
転
向
論
議
の
な
か
に
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

注
２)｣

(｢

近
代
批
評
の

展
開｣

一
九
五
九
年
五
月)

と
述
べ
て
い
る
が
、
昭
和
三
〇
年
代
初
頭

に
お
け
る
亀
井
の
一
連
の

｢

史
観｣

批
判
は
、
昭
和
史
の
な
か
に
転
向

者
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
転
向
者
亀
井
勝
一
郎
の
問
題
意
識
と

し
て
、
妥
協
し
え
ぬ
論
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
断
を
下
す
前
に
、
し
ば
ら
く
亀
井
の
第
一
批

判

｢

現
代
歴
史
家
へ
の
疑
問｣

に
対
す
る
遠
山
茂
樹
の
応
答
を
次
に
見

て
お
こ
う
。

私
は
、
基
本
的
に
は
、
二
七
年
テ
ー
ゼ
、
三
二
年
テ
ー
ゼ
の
上

に
、
歴
史
批
判
の
立
場
を
求
め
た
い
。
軍
部
を
先
頭
に
た
て
た
支

配
者
の
戦
争
政
策
に
対
し
て
、
平
和
を
守
る
戦
線
は
、
共
産
党
を

核
と
す
る
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
日
本
共

産
党
は
、
満
州
事
変
前
か
ら
、
戦
争
勃
発
と
そ
れ
が
第
二
次
大
戦
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へ
拡
大
す
る
必
然
性
を
指
摘
し
、
戦
争
反
対
を
一
貫
し
て
主
張
し

実
践
し
て
き
た
、
唯
一
の
政
治
組
織
体
で
あ
っ
た
か
ら
、
満
州
事

変
の
お
こ
る
四
年
前
、
一
九
二
七
年
の
テ
ー
ゼ
は
、
中
国
へ
の
侵

略
戦
争
が
す
で
に
実
質
的
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
日

本
と
英
・
米
、
と
く
に
米
国
と
の
正
面
衝
突
が
必
至
と
な
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
警
告
し
て
い
た
。
こ
の
見
透
し
は
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど

に
的
確
で
あ
っ
た
。

(｢

現
代
史
研
究
の
問
題
点

『
昭
和
史』

の
批
判
に
関
連
し
て

｣)

｢

見
透
し｣

の

｢

的
確｣

さ
は
、
し
か
し

｢

第
二
次
大
戦
へ
拡
大
す

る
必
然
性｣

へ
の
有
効
な
組
織
的
抵
抗
に
結
び
つ
く
こ
と
な
く
崩
壊
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
敗
戦
後
に
復
活
し
た
日
本
共
産
党
の
抱
え
る

最
大
の
課
題
と
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
理
論
信
仰
と
組
織
論
的
限
界
と
を

内
在
的
に
批
判
し
得
る
視
角
の
欠
如
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

遠
山
に
よ
る
こ
の
応
答
は
、『

中
央
公
論』

一
九
五
六
年
六
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
翌
月
の

『

中
央
公
論』

七
月
号
に
、
亀
井
に
よ
る

再
批
判
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
遠
山
の
日
本
共
産
党
信
仰
、
理
論

信
仰
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
表
現
で
亀
井
自
ら
の
疑
問
を
表
明
し
て
い

る
。

日
本
に
お
け
る
共
産
主
義
、
具
体
的
に
は
日
本
共
産
党
と
は
何

で
あ
っ
た
か
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
日
本
問
題
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
は

果
し
て
正
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
政
治
勢
力
と
し
て
は
国
内
で

微
弱
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
現
代
史
を
動
か
す
一
方
の
巨
大
な
思

想
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
。
肯
定
否
定
の
た
め
の
対
決
は
、

現
代
に
と
っ
て
必
至
で
あ
ろ
う
。
私
は
転
向
と
は
本
質
的
に
は
、

類
型
化
さ
れ
た
思
想
か
ら
の
脱
出
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
別
の
思

想
へ
転
向
し
て
別
の
形
で
類
型
化
す
る
の
を
転
向
と
は
思
っ
て
い

な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
正
当
で
あ
る
か
。

(｢

歴
史
家
の
主
体
性
に
つ
い
て｣)

亀
井
の
こ
の
文
章
は
、
前
半
に
お
け
る
理
論
信
仰
批
判
と
、
後
半
の

転
向
論
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
半
に
お
い
て
は
日
本
社
会
の
ト
ー
タ

ル
な
理
解
と
し
て
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
テ
ー
ゼ
の
妥
当
性
を
問
い
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
後
半
、
す
な
わ
ち
そ
の
後
の
大
量
転
向
の
原
因
が
日
本

社
会
の
教
条
主
義
的
な
類
型
的
理
解
の
脆
弱
さ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
へ
と
連
結
さ
れ
て
い
く
。

｢

昭
和
史｣

論
争
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
亀
井
の
提
起
し
た
こ
の

二
つ
の
問
題
は
、
論
争
そ
の
も
の
の
そ
の
後
の
進
展
と
は
別
の
ル
ー
ト

で
継
承
さ
れ
、
昭
和
三
〇
年
代
の
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
言
説
の
地
平
を
用
意

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
遠
山
の

｢

現
代
史
研
究
の
問
題
点｣

と
そ

れ
へ
の
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
亀
井
の｢

歴
史
家
の
主
体
性
に
つ
い
て｣
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が
出
た
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
丸
山
眞
男
が

｢

日
本
の
思
想｣

を
書
く
こ
と

で
、
こ
の
論
争
の
問
題
の
核
心
が
、
近
代
日
本
の
理
論
信
仰

(

マ
ル
ク

ス
主
義
の
日
本
に
お
け
る
思
想
史
的
意
義)

と
、
日
本
型
転
向

(

思
想

継
起
の
仕
方)
の
二
つ
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
丸
山
は
、

亀
井
の
提
起
し
た
疑
問
に
触
発
さ
れ
て
、
こ
の
論
文
を
書
い
た
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

亀
井
勝
一
郎
が

｢

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
日
本
問
題
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
は

果
し
て
正
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。｣

と
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

日

本
に
お
け
る
共
産
主
義
、
具
体
的
に
は
日
本
共
産
党｣

の
問
題
と
し
て
、

丸
山
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。

本
来
、
理
論
家
の
任
務
は
現
実
と
一
挙
に
融
合
す
る
の
で
は
な

く
て
、
一
定
の
価
値
基
準
に
照
ら
し
て
複
雑
多
様
な
現
実
を
方
法

的
に
整
序
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
従
っ
て
整
序
さ
れ
た
認
識
は
い

か
に
完
璧
な
も
の
で
も
無
限
に
複
雑
多
様
な
現
実
を
す
っ
ぽ
り
と

包
み
こ
む
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
い
わ
ん
や
現
実
の
代
用
を
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
理
論
家
み
ず
か
ら
の
責
任
に

お
い
て
、
現
実
か
ら
、
い
や
現
実
の
微
細
な
一
部
か
ら
意
識
的
に

も
ぎ
と
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
論
家
の
眼
は
、

一
方
厳
密
な
抽
象
の
操
作
に
注
が
れ
な
が
ら
、
他
方
自
己
の
対
象

の
外
辺
に
無
限
の
曠
野
を
な
く
し
、
そ
の
涯
は
薄
明
の
中
に
消
え

て
ゆ
く
現
実
に
対
す
る
あ
る
断、
念、
と
、
操
作
の
過
程
か
ら
こ
ぼ
れ

落
ち
て
ゆ
く
素
材
に
対
す
る
い、
と、
お、
し、
み、
が
そ
こ
に
絶
え
ず
伴
っ

て
い
る
。
こ
の
断
念
と
残
さ
れ
た
も
の
へ
の
感
覚
が
自
己
の
知
的

操
作
に
対
す
る
厳
し
い
倫
理
意
識
を
培
養
し
、
さ
ら
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
に
理
論
化
を
推
し
進
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
衝
動
を
喚
び
起
す

の
で
あ
る
。

(｢

日
本
の
思
想｣)

岩
波
講
座

『

現
代
思
想』

第
十
一
巻

(

一
九
五
七
年
十
一
月
刊
行)

の
巻
頭
論
文
で
あ
っ
た
こ
の
一
篇
は
、
そ
の
後
岩
波
新
書

『

日
本
の
思

想』
(

一
九
六
一
年
十
一
月
刊
行)

に
収
め
ら
れ
て
、
幅
広
い
読
者
に

よ
っ
て
読
み
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
受
容
の
さ
れ
方
に
は
、
戦

後
民
主
主
義
の
リ
ー
ダ
ー
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
丸
山
眞
男
の
鮮
や
か
な
日

本
文
化
論
と
い
う
期
待
の
地
平
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
が
、
仔
細
に
そ
の
文
章
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
遠
山
茂
樹
の

マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
信
頼

(

理
論
信
仰)

に
対
し
て
、
転
向
者
亀
井
の

上
げ
た
批
判
の
声

(｢

そ
こ
に
は
善
人
も
お
り
悪
人
も
い
る
。
ど
ち
ら

と
も
判
別
出
来
な
い
え
た
い
の
知
れ
な
い
人
間
も
い
る
。｣)

を
思
想
史

学
の
言
葉
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
志
向
性
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。｢

操
作
の
過
程
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
ゆ
く
素
材
に
対
す
る

い
と
お
し
み｣

と
丸
山
が
書
く
と
き
、
遠
山
茂
樹
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ

の
信
仰
は
、｢
理
論
家
み
ず
か
ら
の
責
任｣

を
放
棄
し
た
も
の
と
見
な
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さ
れ
て
お
り
、『

昭
和
史』

の
記
述
か
ら
排
除
さ
れ
た
転
向
問
題
こ
そ
、

近
代
日
本
の
思
想
を
問
う
本
質
的
な
視
点
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

亀
井
は

｢
転
向
と
は
本
質
的
に
は
、
類
型
化
さ
れ
た
思
想
か
ら
の
脱

出
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
別
の
思
想
へ
転
向
し
て
別
の
形
で
類
型
化
す

る
の
を
転
向
と
は
思
っ
て
い
な
い｣

と
書
く
の
だ
が
、
こ
れ
は

｢

皇
国

史
観
も
唯
物
史
観
も
、
迷
い
の
な
い
歴
史
ば
か
り
氾
濫
さ
せ
た
の
で
は

な
い
か｣

(

前
掲
文)

と
い
う
亀
井
自
身
の
提
起
す
る
疑
義
に
呼
応
す

る
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
後
者

(
唯
物
史
観)

か
ら
前
者

(

皇
国

史
観)

へ
の
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ト
を
転
向
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
わ
け
だ

が
、
亀
井
の
定
義
に
従
え
ば
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ト
は
転
向
と
は

見
な
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
こ
の
タ
イ
プ
の
転
向
は
、
日
本
人

の
精
神
構
造
に
通
有
の
思
想
受
容
の
パ
タ
ー
ン
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

転
向
が
真
に
精
神
的
な
危
機
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
亀
井
の
定
義
す
る
転
向
の
あ
り
方
こ
そ
、
転
向
と
い
う
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
で
の
転
向
は

日
本
人
の
精
神
構
造
か
ら
見
て
、
極
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
り
、
む
し

ろ
そ
う
し
た
精
神
の
本
源
的
な
危
機
を
招
来
す
る
思
想
と
し
て
、
マ
ル

ク
ス
主
義
は
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
思
想
が
日
本
化
さ

れ
る
過
程
で
、
理
論
信
仰
が
生
じ
、
現
実
の
動
向
と
の
緊
張
関
係
が
失

わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。｢

制
度
の
物
神
化｣

(｢

日
本
の
思
想｣)

と

丸
山
が
言
う
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
た

｢

思
想
受
容
の

パ
タ
ー
ン｣

に
つ
い
て
論
じ
た
次
の
一
節
な
ど
も
、
日
本
型
転
向
の
典

型
の
抽
出
と
、
亀
井
の
定
義
す
る
転
向
と
の
落
差
を
際
立
た
せ
よ
う
と

す
る
、
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
論
述
と
し
て
読
む
べ
き
箇
所
だ
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

過
去
に

｢

摂
取｣

し
た
も
の
の
中
の
何
を

｢

思
い
出｣

す
か
は

そ
の
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
教
養
目
録
、
世
代
に
よ
っ
て
異
っ

て
く
る
。
万
葉
、
西
行
、
神
皇
正
統
記
、
吉
田
松
陰
、
岡
倉
天
心
、

フ
ィ
ヒ
テ
、
葉
隠
、
道
元
、
文
天
祥
、
パ
ス
カ
ル
等
々
々
、
こ
れ

ま
で
の
思
想
的
ス
ト
ッ
ク
は
豊
富
だ
か
ら
素
材
に
事
欠
く
こ
と
は

な
い
。
そ
う
し
て
舞
台
が
一
転
す
る
と
、
今
度
は
ト
ル
ス
ト
イ
、

啄
木
、
資
本
論
、
魯
迅
等
々
が
あ
ら
た
め
て

｢

思
い
出｣

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。(

中
略)

そ
れ
は
そ
の
都
度
日
本
の

｢

本
然
の
姿｣

や
自
己
の

｢

本
来
の
面
目｣

に
還
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
、
誠

心
誠
意
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(｢

日
本
の
思
想｣)

再
度
こ
こ
で
亀
井
に
よ
る
転
向
の
定
義
に
立
ち
戻
れ
ば
、｢

万
葉
、

西
行｣
の
系
と

｢

資
本
論
、
魯
迅｣

の
系
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
排

斥
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

一
方
か
ら
他
方
へ
の
双
方
向
的
な
反
転
が

｢

誠
心
誠
意
行
わ
れ｣

る
と
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い
う
日
本
の
精
神
風
土
に
お
い
て
は
、
類
型
か
ら
類
型
へ
の
移
行
が
そ

こ
に
は
あ
る
の
み
で
あ
り
、｢

類
型
化
さ
れ
た
思
想
か
ら
の
脱
出｣

が

い
か
に
稀
有
の
こ
と
に
属
す
る
か
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
そ
の
こ
と
は
、
日
本
型
の
転
向
が
、
主
観
的
に
は

｢

誠
心
誠
意
行
わ

れ｣

る
も
の
で
あ
る
以
上
、
日
本
人
の
転
向
を
そ
の
心
理
的
自
己
了
解

の
面
か
ら
類
型
化
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

丸
山
眞
男
の

｢

日
本
の
思
想｣

は
こ
の
よ
う
に
、
亀
井
勝
一
郎
の
転

向
者
の
弁
の
内
側
に
日
本
近
代
の
社
会
思
想

(

と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
主

義)

の
ね
じ
れ
へ
の
不
信
を
聴
き
取
り
、
そ
こ
を
立
脚
点
と
し
て
日
本

型
転
向
の
特
性
を
抽
出
し
て
見
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
丸
山
の
論
理
構

成
が
、
転
向
論
を
従
来
の
倫
理
的
裁
断
批
評
か
ら
形
式
論
的
モ
デ
ル
の

抽
出
へ
と
学
問
的
に
移
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
の
意
義
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
の
だ
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
丸
山
の
分
析
の
手
法
が
、｢
昭
和
史｣

論
争
の
対
立
関
係
を
そ
の
ま
ま
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で

あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
抽
出
し
た
日
本
型
転
向
の
モ
デ
ル
に
対
し
て

〈
な

ぜ
？〉

を
発
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
亀
井
の
定
義
す
る
転
向
を
阻
ん

だ
現
実
的
な
要
因
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
、
結
局
不
十
分
な
も
の

に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
丸
山
は

｢

昭
和
史｣

論
争
の
中
に
転
向

者
の
声
を
聴
き
取
り
、
こ
の
論
争
を
転
向
論
の
文
脈
に
置
き
換
え
た
。

こ
の
こ
と
を
改
め
て
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
以
後
、
昭
和
三
〇
年

代
の
論
壇
を
そ
の
現
象
面
の
背
後
で
支
え
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
転
向

を
め
ぐ
る
問
題
構
成
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�

江
藤
淳
と
転
向
論

『

文
学
界』

(

一
九
五
八
年
六
月
号)

に
は
、｢

日
本
文
学
の
夜
明
け｣

と
い
う
総
タ
イ
ト
ル
の
下
に
、
橋
川
文
三

｢

実
感
の
文
学
を
超
え
て｣

、

江
藤
淳

｢

神
話
の
克
服｣

の
二
編
が
並
ん
で
い
る
。｢

日
本
文
学
の
夜

明
け｣

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
、
昭
和
三
〇
年
代
前
半
の
文
壇
の
現
象
面

を
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、

い
か
な
る
問
題
の
系
と
し
て
当
時
新
進
の
二
人
の
批
評
家
に
と
ら
え
ら

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
藤
淳
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
昭
和
三
〇

年
代
初
頭
の
文
学
状
況
を
、
戦
前
の
転
向
と
結
び
つ
け
、
そ
の
類
似
性

を
強
調
し
て
い
る

(

注
３)

。

現
象
的
に
い
え
ば
現
在
の
日
本
が
や
や
病
的
な
ほ
ど
の

｢

文
芸

復
興｣

期
に
あ
る
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
か
つ

て
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
が
敗
退
し
、
文
学
者
が
い
っ
せ
い
に

｢

転

向｣
し
た
直
後
、
具
体
的
に
は
昭
和
十
年
代
の
前
後
に
つ
い
て
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
当
時
の
極
度
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

― 129 ―



風
潮
を
思
わ
せ
る
も
の
が
、
最
近
の
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
は
び
ま

ん
し
て
い
る
。
社
会
的
に
見
て
も
、
小
田
切
秀
雄
氏
が
戦
後
の
マ

ル
ク
ス
主
義
運
動
の
挫
折
の
あ
と
に
あ
ら
わ
れ
た
非
政
治
主
義
的

傾
向
を

｢
戦
後
転
向｣

と
呼
ん
だ
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
ほ

ぼ
か
つ
て
の

｢
文
芸
復
興
期｣

と
同
様
の
条
件
が
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

(｢

神
話
の
克
服｣)

｢

日
本
文
学
の
夜
明
け｣

は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
思
想
の
崩
壊
の

あ
と
に
や
っ
て
く
る
。
政
治
的
ア
パ
シ
ー
と
し
て
、
そ
れ
は
や
っ
て
く

る
の
だ
。
だ
が
江
藤
は
そ
の
崩
落
後
の
状
況
を
、
あ
え
て｢

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク｣

と
表
現
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
石
原
慎
太
郎
、
大
江
健
三
郎
、

三
島
由
紀
夫
、
井
上
靖
の
当
時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
に
数
え
ら
れ
る
諸
作

品
に
つ
い
て
江
藤
は
、｢

そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
傾
向
は
、
作
中
の
人

物
に
お
け
る
生
活
不
在
で
あ
り
、
現
実
逃
避
的
傾
向
で
あ
り
、
あ
る
種

の
稀
薄
さ
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
不
在
で
あ
る｣

と
述
べ
、
そ
の
う
え
で

｢

こ
れ
ら
の
作
品
の
魅
力
を
さ
さ
え
て
い
る
も
の
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と

し
て
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
ム
ー
ド
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
強
烈
な
危

機
感
だ
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る｣

と
い
う
。
問
題
は

こ
う
し
て
、
昭
和
史
に
反
復
的
に
出
現
す
る
転
向
の
周
辺
に
焦
点
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
代
表
さ
れ
る
社
会
思
想
に
よ
っ

て
文
学
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
付
与
さ
れ
る
一
方
で
、
世
界
観
を
明
瞭
に
提

示
す
る
そ
う
し
た
思
想
の
崩
落
の
後
に
残
る
も
の
と
し
て
、｢

強
烈
な

危
機
感｣

と
一
体
化
し
た

｢

あ
る
種
の
稀
薄
さ｣

が
常
に
そ
こ
に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
江
藤
淳
の
苛
立
ち
が
あ
り
、
江
藤
の
目
前
で
ま
た
し
て

も
反
復
さ
れ
る
同
時
代
の

｢

文
芸
復
興｣

の
あ
り
よ
う
に
、
江
藤
は
近

代
文
学
を
否
定
す
る

｢

神
話
的
象
徴｣

(｢

神
話
の
克
服｣)

を
見
出
す

の
で
あ
る
。

橋
川
文
三
は
、
竹
内
好
、
小
林
秀
雄
、
丸
山
眞
男
の
三
者
を
軸
に
、

彼
等
の
文
章
の
一
節
を
そ
れ
ぞ
れ
引
き
な
が
ら
、
昭
和
文
学
の｢

解
決｣

の
無
さ
を
強
調
す
る
。

｢

日
本
文
学
は
い
つ
も
外
へ
向
つ
て
新
し
い
も
の
を
待
つ
て
い

る
。
い
つ
で
も
希
望
が
あ
る
。
脱
落
し
た
り
、
妥
協
し
た
り
し
て
、

個
人
が
ふ
り
お
と
さ
れ
て
い
つ
て
も
、
希
望
だ
け
は
残
る
。
…
魯

迅
の
よ
う
な
絶
望
は
う
ま
れ
な
か
つ
た
し
、
う
ま
れ
る
は
ず
も
な

い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。｣

し
た
が
っ
て
、
竹
内
の
意
は
、
つ
ね
に
希、
望、
が、
あ、
る、
と
い
う
絶

望
的
事
態

(

そ
れ
を
国、
情、
と
い
っ
て
も
い
い)

の
中
で
、
ど
の
よ

う
な
美
学
的
可
能
を
創
り
出
す
か
、
と
い
う
点
に
か
か
る
。
小
林

は
そ
れ
に
答
え
て
い
う

美
し
い

｢

花｣

が
あ
る
、｢

花
の
美

し
さ｣
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
、
と
。
そ
れ
は
小
林
と
い
う

個
体
と
と
も
に
亡
ぶ
べ
き｢

断
念｣

の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ク
で
あ
っ
た
。
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丸
山
は
い
う
。

｢

雑
居
を
雑
種
に
ま
で
高
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

(
こ
こ
の
文
脈
に
い
い
な
お
せ
ば
、
そ
れ
は
、
文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ

の
創
出
と
い
う
こ
と
だ)

(

中
略)

は
、｢

認
識
と
し
て
も
実
践
と

し
て
も
や
は
り
強
靭
な
自
己
制
御
力
を
具
し
た
主
体
な
し
に
は
生

れ
な
い
。
そ
の
主
体
を
私
達
が
生
み
だ
す
こ
と
が
、
と
り
も
な
お

さ
ず
私
達
の

〝
革
命〞

の
課
題
で
あ
る｣

と
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
問
題
は
つ
ね
に

｢

花｣

に
か
え
り
、｢

主

体｣
｢

私
達｣

に
か
え
る
。
解
決
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
。

こ
こ
で
橋
川
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
日
本
文
学
の
本
質

と
し
て
の
一
種
の
ア
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン

(

魯
迅
の
絶
望
と
決
定
的
に
相

容
れ
ざ
る
性
質
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。)
を
、
美
学
的
形

象
に
転
化
す
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
小
林
の

｢

花｣

と
丸
山
の

｢

主
体｣

の
二
つ
の
ル
ー
ト
し
か
持
た
な
い
日
本
近
代
文
学
の
貧
困
で
あ
る
。

｢

花｣

と

｢

主
体｣

の
相
補
関
係
を
い
う
ま
で
も
な
く
、
小
林
と
丸
山

と
の
関
係
が
、｢

講
座
派
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
近
代
主

義｣
(｢

実
感
の
文
学
を
超
え
て｣)

の
二
つ
の
亜
種
に
他
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
、
近
代
日
本
文
学
の

｢

解
決｣

の
つ
か
な
い

｢

絶
望
的
事

態｣

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
橋
川
は
竹
内
好
を
根
拠
に
、
同
時
代

の
文
学
に
見
ら
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
喪
失
と
い
う
事
態
の
背
景
に
あ
る

｢『

実
感』

＝

『

日
常
経
験』

の
美
学｣

(

同
前)

を
否
定
す
る
。
そ
し

て
橋
川
は
結
論
と
し
て

｢

戦
争｣

を
例
に
と
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

の
で
あ
る
。

戦
争
は
も
は
や
私
ど
も
の

｢

日
常
経
験｣

の
中
に
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
大
殺
戮
が
現
実
に
あ
っ
た
こ
と
は
想、
像、
力、
の、
あ、
る、(

！)

人
間
な
ら
唯
一
人
も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
て、
い、
ど、
の

想
像
力
を
抜
き
に
し
て
は
、
い
か
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
構
成
も
あ

り
え
な
い
。
そ
れ
は
た
だ

｢

文
学｣

や

｢

実
感｣

の
素
材
に
な
ら

な
い
だ
け
で
あ
り
た
と
え
ば
大
江
の

｢

想
像
力｣

の
素
材
に
は
な

つ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
橋
川
は
、
日
本
近
代
文
学
の
近
代
性
の｢

絶
望
的｣

悪
循
環
を
指
摘
し
、
大
江
健
三
郎
の

｢

想
像
力｣

論

(

そ
れ
が
サ
ル
ト

ル
か
ら
の
援
用
で
あ
る
と
し
て
も)

に
日
本
型
近
代
の

〈

伝
統〉

を
断

ち
切
る
可
能
性
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
橋
川
の
立
論
に
は
、
や
は
り
あ
の
転
向
論
と
の
つ
な
が
り
を
そ
こ

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
魯
迅
の

｢

絶
望｣

を
理
解

し
な
い
日
本
文
学
の
近
代
性
の
骨
格
に

｢

講
座
派
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る

ア
プ
リ
オ
リ
な
近
代
主
義｣

が
あ
り
、｢

個
人
が
ふ
り
お
と
さ
れ
て
い

つ
て
も
、
希
望
だ
け
は
残
る｣

と
い
う
日
本
近
代
文
学
の
奇
妙
な
ア
ス

ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
、
蔵
原
惟
人
の
文
学
理
論
の
挫
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折
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
に
よ
っ
て
非
転

向
軸
に
加
え
ら
れ
た
切
断
線

(

転
向
軸)

を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

橋
川
文
三
の
評
論

｢

実
感
の
文
学
を
超
え
て｣

は
、
併
載
さ
れ
た
江

藤
の

｢

神
話
の
克
服｣
と
比
較
し
て
、
論
点
の
整
理
、
結
論
の
説
得
力

の
点
で
江
藤
論
に
及
ば
な
い
が
、
こ
れ
以
後
の
江
藤
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
論
点
が
あ
る
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
。
橋
川
論
に
そ
っ
て
既

に
言
及
し
た
こ
と
と
重
な
る
が
、
江
藤
に
と
っ
て
こ
の
橋
川
論
が
提
示

し
た｢

つ
ね
に
希、
望、
が、
あ、
る、
と
い
う
絶
望
的
事
態(

そ
れ
を
国、
情、
と
い
っ

て
も
い
い)

の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
美
学
的
可
能
を
創
り
出
す
か｣

と

い
う
問
題
は
、
そ
の
後
一
九
六
二
年
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
招
き

で
渡
米
し
、
翌
年
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
一
九
六
四
年

に
帰
国
す
る
ま
で
、
日
本
文
学
の
構
造
論
的
探
求
の
視
座
と
し
て
、
江

藤
が
そ
こ
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
、

『

群
像』

(

一
九
六
三
年
六
月
号)

に
掲
載
さ
れ
た

｢

近
代
日
本
文
学

の
底
流

(

注
４)｣

は
、｢

一
九
六
三
・
三
・
二
七
／
米
国
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア

州
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
て｣

江
藤
が
講
演
し
た
原
稿
の
邦
訳

(

訳
者

は
江
藤
自
身
で
あ
る
こ
と
が
、
注
に
よ
っ
て
明
ら
か)

で
あ
る
。
江
藤

は
こ
の
中
で
、
永
井
荷
風
、
谷
崎
潤
一
郎
、
横
光
利
一
、
中
野
重
治
の

名
を
挙
げ
、｢

青
年
時
代
に
西
欧
の
新
文
学
の

『

紹
介
者』

む
し
ろ

そ
の
体
現
者
と
目
さ
れ
て
い
た
わ
が
国
の
代
表
的
作
家
の
多
く
が
、
お

お
む
ね
三
十
代
の
後
半
か
四
十
代
の
は
じ
め
頃
ま
で
に
、
青
年
時
代
に

熱
中
し
て
い
た
西
欧
思
想
に
背
を
向
け
て
、
十
年
ほ
ど
前
そ
こ
か
ら
颯

爽
と
出
発
し
よ
う
と
し
た
旧
き
日
本
に
、
卒
然
と
回
帰
し
て
行
っ
た
と

い
う
こ
と｣

を
取
り
上
げ
て
、｢

何
故
に
か
よ
う
な

『

回
帰』

、
あ
る
い

は

『

転
回』

が
、
か
く
も
し
ば
し
ば
日
本
の
作
家
を
見
舞
う
の
で
し
ょ

う
か｣

と
い
う
問
い
を
立
て
る
の
で
あ
る
。

江
藤
は
日
本
の
近
代
作
家
に
共
通
す
る
の
は

｢

不
可
欠
の
何
も
の
か

の
不
在
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
、
そ
の
何
も
の
か
を
回
復
し
よ
う
と
す

る
耐
え
が
た
い
ほ
ど
の
渇
き
だ｣

と
述
べ
て
、｢

西
欧
文
芸
思
潮｣

で

あ
れ

｢

江
戸｣

｢

日
本｣

｢

村｣

と
い
っ
た
、
か
つ
て
否
定
し
た
は
ず
の

｢

観
念｣

で
あ
れ
、
日
本
語
と
い
う
言
葉
の
生
命
か
ら
遊
離
し
た

｢

観

念｣

に
む
か
っ
て
こ
の

｢

渇
望｣

は
食
指
を
伸
ば
す
が
、
い
ず
れ

｢

観

念｣

は
言
葉
を
萎
え
さ
せ
、
そ
の
生
命
を
裏
切
る
に
至
っ
て
、
再
び
作

家
は

｢

観
念｣

を
捨
て
言
葉
を
選
び
な
お
す
と
き
が
来
る
の
だ
と
江
藤

は
述
べ
る
。
さ
ら
に
江
藤
は

｢『

日
本
浪
曼
派』

が
、
こ
れ
ま
で
く
り

返
し
て
の
べ
て
来
た
あ
の

『

渇
望』

に
完
全
な
表
現
を
あ
た
え
た
唯
一

の
文
学
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た｣

と
述
べ

｢

彼
ら
の
作
品
の
文
体
は
、
ほ
と

ん
ど
つ
ね
に
異
様
な
混
乱
の
印
象
を
与
え
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
文

学
的
完
成
を『
渇
望』

の
表
現
の
た
め
に
犠
牲
に
し
て
か
え
り
み
な
か
っ

た
結
果
で
し
ょ
う｣

と
推
断
し
て
い
る
。
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彼
ら

(

日
本
の
近
代
作
家

引
用
者
注)

は
そ
れ
を
日
本
の

｢
外｣

に

お
そ
ら
く
は
西
欧
の
観
念
の
な
か
に
求
め
得
る
と

信
じ
ま
し
た
。
ま
た
あ
る
と
き
に
は
、
自
ら
の
内
に
お
そ
ら
く
は

日
本
の
過
去
に
見
出
し
得
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
い
ず
れ
に
も
求
め
る
も
の
が
見
出
せ
ぬ
こ
と
が
あ
き
ら
か
に

な
っ
た
と
き
、
彼
ら
は
む
し
ろ
渇
望
の
化
身
と
な
ろ
う
と
し
た
。

そ
し
て

｢

日
本
浪
曼
派｣
の
場
合
の
よ
う
に
、｢

渇
望｣

の
吐
露

の
た
め
に
は
自
己
確
認
の
唯
一
の
手
段

芸
術
的
完
成
を
も
捨

て
て
か
え
り
み
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
こ
う
と
し
た
。

(

中
略)

日
本
人
が
日
本
人
と
し
て
正
当
に
生
き
る
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
も
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
人
々
の
感
じ
て
い
る

｢

何
も
の
か｣

に
対
す
る

｢

渇
望｣

こ
そ
は
、
明
ら
か
に
近
代
日

本
文
学
の
基
調
音
を
な
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
(｢

近
代
日
本
文
学
の
底
流｣)

橋
川
文
三
が

｢

つ
ね
に
希、
望、
が、
あ、
る、
と
い
う
絶
望
的
事
態

(

そ
れ
を

国、
情、
と
い
っ
て
も
い
い)｣

と
述
べ
た
こ
と
と
、
江
藤
が
こ
こ
で

｢

し

か
し
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
求
め
る
も
の
が
見
出
せ
ぬ
こ
と
が
あ
き
ら
か

に
な
っ
た
と
き
、
彼
ら
は
む
し
ろ
渇
望
の
化
身
と
な
ろ
う
と
し
た｣

と

い
う
こ
と
と
は
、
あ
た
か
も
獲
物
を
見
失
っ
た
飢
え
た
蛇
身
の
、
の
た

う
つ
が
如
き
狂
気
の
相
貌
を
、
あ
え
て

｢

希
望｣

｢

渇
望｣

と
表
現
す

る
そ
の
屈
折
に
お
い
て
共
通
す
る
。｢

日
本
浪
曼
派｣

こ
そ
、
日
本
近

代
文
学
の
狂
気
の
蛇
体
の
姿
そ
の
も
の
な
の
だ
と
江
藤
は
言
っ
て
い
る

の
だ
。
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
江
藤
は
、
こ
の

｢

渇
望｣

に
よ
っ
て

こ
そ

｢

日
本
文
学
は
西
欧
文
学
の
圧
倒
的
影
響
の
下
に
近
代
化
し
て
来

た｣

と
そ
れ
を
肯
定
し
、
賛
美
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば

｢

つ
ね
に
希

望
が
あ
る
と
い
う
絶
望
的
事
態｣

と
い
う
橋
川

(

な
い
し
は
竹
内
好)

の
認
識
を
逆
手
に
と
っ
て
、
日
本
文
学
の

｢

渇
望｣

＝

｢

希
望｣

の
機

能
面
に
限
定
し
た
肯
定
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

佐
藤
泉
は
江
藤
が
滞
在
中
の｢

米
国
で
は
日
本
近
代
化
論
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
進
行
し
て
い
た｣

と
し
、
と
り
わ
け
江
藤
が
滞
在
し
た
プ
リ
ン

ス
ト
ン
大
学
は
日
本
型
近
代
化
パ
タ
ー
ン
研
究
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
藤
は
米
国
に
お
け
る｢

近
代
化
論
の
ま
な
ざ
し｣

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る

(

注
５)

。

近
代
化
論
は

｢

近
代
化｣

と

｢

西
欧
化｣

の
同
一
視
を
批
判
す

る
。
だ
が
そ
れ
は
自
ら
を
文
明
と
し
て
提
示
し
つ
つ
殖
民
地
を
支

配
し
た
西
欧
中
心
主
義
に
対
す
る
反
省
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

第
二
次
大
戦
後
の
米
国
が
後
進
国
の
近
代
化
＝
開
発
を
政
策
と
し

て
打
出
し
た
の
は
、
冷
戦
対
立
下
で
の
国
際
環
境
形
成
に
む
け
た

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。
近
代
化
論
登
場
の
背
景
に
は
、

日
本
と
ソ
連
の
近
代
化
の
進
行
が
あ
り
、
近
代
化
は
こ
の
新
し
い
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型
の
近
代
化
の
登
場
に
よ
っ
て
個
別
西
欧
社
会
の
性
格
で
は
な
く

な
っ
た
。
そ
こ
で
普
遍
的
な
概
念
規
定
が
必
要
に
な
っ
た
の
だ
が
、

こ
の
学
問
的
要
請
は
、
超
学
問
的
動
機
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
共

産
主
義
拡
大
の
阻
止
を
国
是
と
す
る
米
国
に
と
っ
て
、
東
欧
、
ア

ジ
ア
、
さ
ら
に
独
立
を
果
そ
う
と
す
る
第
三
世
界
各
国
が
今
後
ど

の
よ
う
な

｢

近
代
化｣

の
路
線
を
進
む
か
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ

な
い
。
そ
こ
で
日
本
と
ソ
連
の
二
つ
の
近
代
化
の
型
が
研
究
課
題

と
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
日
本
型
モ
デ
ル
を
魅
力
的
な
物
語

と
し
て
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

(｢『

治
者』

の
苦
悩

ア
メ
リ
カ
と
江
藤
淳｣)

つ
ま
り
日
本
は

｢『

ア
ジ
ア』

儒
教
文
化
圏
の
近
代
化
を
方
向
付
け

る
有
力
な
モ
デ
ル｣

(

佐
藤

前
掲
文)

と
し
て

｢

低
開
発
国
の
手
本｣

(

同
前)

と
な
る
べ
く
、
そ
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
抽
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
三
世
界
が
台
頭
し
つ
つ

あ
る
国
際
社
会
に
お
け
る
米
国
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
強
固
た
ら
し
め
、

｢

西
欧
中
心
主
義｣

を
ア
ジ
ア
の
手
本
た
る
日
本
が
支
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
渡
米
以
前
に
書
か
れ
た

｢

神
話
の
克

服｣

に
よ
っ
て
江
藤
自
ら
が
確
認
し
た
、
反
復
さ
れ
る

｢

転
向｣

と
そ

の
後
に
訪
れ
る

｢

現
実
逃
避
的
傾
向｣

｢

リ
ア
リ
テ
ィ
の
不
在｣

｢

強
烈

な
危
機
感｣

等
々
の
顕
著
な
症
候
を
、
一
挙
に
抹
消
し
て
し
ま
う
よ
う

な
論
理
が
編
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
こ
う
し
て

｢

転
向｣

は

｢

渇
望｣

に
姿
を
変
え
、｢

リ
ア
リ
テ
ィ
の
不
在｣

等
々
は

｢

観
念｣

の
悪
戯
で
あ
り
、｢

言
葉｣

の
選
び
取
り
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら

深
刻
な
症
候
は
容
易
に
克
服
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
江
藤

が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

｢

渇
望｣

が
究
極
的
に
何
を

求
め
、
何
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
の
か

｢

私
自
身
、
こ
の

『

何
も
の
か』

が
何
で
あ
る
の
か
は
よ
く
わ
か｣

ら
な
い
と
さ
れ
る
。

い
わ
ば
永
遠
の
空
虚
に
む
け
て
狂
気
と
な
い
交
ぜ
に
な
っ
た
か
の
如
き

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
日
本
の
沼
地
か
ら
立
ち
昇
っ
て
い
く
。
そ
れ

が
永
遠
に
空
虚
な
何
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
転
向
概
念
は
そ
も
そ
も
成

立
の
し
よ
う
が
な
い
。｢

観
念｣

へ
の
立
ち
昇
り
と
、｢

言
葉｣

へ
の
回

帰
だ
け
が
そ
こ
に
お
い
て
は
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
回
帰
は
上
昇

へ
向
け
て
の
準
備
で
し
か
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

講
演

｢

近
代
日
本
文
学
の
底
流｣

が
佐
藤
の
指
摘
す
る

｢

米
国
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
戦
略
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト｣

(

同
前)

に
加
担
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。｢

近
代
化
論
は

『

近
代
化』

と

『

西
欧
化』

の
同
一
視
を
批
判
す
る｣

(

佐
藤

前
掲
文)

が
、
江
藤
も
ま
た
正
確

に
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。

日
本
文
学
は
西
欧
文
学
の
圧
倒
的
影
響
の
下
に
近
代
化
し
て
来

た
が
、
か
な
ら
ず
し
も
西
欧
化
さ
れ
て
来
は
し
な
か
っ
た
、
と
い
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う
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
し
こ
の

｢

近
代
化｣

と

｢

西
欧
化｣

の
間

に
横
た
わ
る
基
本
的
な
相
違
を
日
本
の
作
家
た
ち
が
は
っ
き
り
と

自
覚
し
は
じ
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
本
の
作
家
は
今
ま
で
よ
り

も
自
由
に
、
自
信
を
も
っ
て
語
れ
る
よ
う
に
な
り
、
真
の
自
己
認

識
に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
い
た
い
気
も
し
ま
す
…

お
そ
ら
く
こ
の
時
、
江
藤
の
中
で

｢

日
本
浪
曼
派｣

の
性
格
規
定
が

一
変
し
た
の
だ
。｢

反
体
制
性｣

｢
急
進
性｣

、｢

無
理
心
中
の
論
理
に
似

た
奇
妙
な
宿
命
論
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
、
そ
れ
と
裏
腹
な
急
進
主
義｣

(

｢

神
話
の
克
服｣)

は
、｢

反

『

近
代』
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
反

『

封
建』

的
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
反

『
前
近
代』

的
で
す
ら
あ
る｣

(

同
前)

よ
う
な

｢

絶
対
的
な
現
状
の
変
革｣
(

同
前)
を
夢
想
す
る
狂

的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
は
な
く
、
日
本
文
学
の
楽
天
的
で
個
性
的

な

｢

第
三
世
界｣

的
ア
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
そ
の
姿
を
一
変
さ
せ
た
の

で
あ
る
。

注

注
１

｢

昭
和
史｣

論
争
に
お
け
る
亀
井
勝
一
郎
の
発
言
と
、
そ
の
延
長
線
上
で

執
筆
さ
れ
た
批
評
文
は
、
一
九
五
七
年
に
一
冊
に
纏
め
ら
れ
中
央
公
論

社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
五
九
年
に
新
書
版

(

中
央
公
論
社)

と
し
て
版
を
改
め
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
新
書
版
の

｢

後
記｣

に

｢

今

度
単
行
本
に
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
私
は
全
面
的
に
推
敲
し
、
改
め
て

筆
を
加
え
た
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
論
争
に
な
っ
た
部
分
は
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
後
で
私
自
身
不
充
分
だ
と
思
っ
た
点
も
あ

る
が
、
当
時
の
在
る
が
ま
ま
の
状
態
を
示
す
こ
と
で
、
読
者
諸
君
の
検

討
を
期
待
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。｣

と
あ
る
。
本
稿
で
の
亀
井
勝
一

郎
か
ら
の
引
用
は
、
こ
の
新
書
版
を
底
本
と
し
て
用
い
た
岩
波
現
代
文

庫

『

現
代
史
の
課
題』

(

二
○
○
五
年
五
月
刊)

に
拠
っ
た
。

注
２

吉
本
隆
明

｢

近
代
批
評
の
展
開｣

(『

岩
波
講
座

日
本
文
学
史

第
十

四
巻』

一
九
五
九
年
五
月
刊)

引
用
は

『

吉
本
隆
明
全
著
作
集

第
四

巻』
(

勁
草
書
房)

に
拠
っ
た
。

注
３

吉
本
隆
明
は

｢

今
月
、
す
く
な
く
と
も
二
人
の
新
人
批
評
家
が
、
現
在

の
文
壇
、
文
学
作
品
の
マ
ス
化
現
象
に
と
り
組
ん
で
い
る
。
橋
川
文
三

『

実
感
の
文
学
を
超
え
て』

、
江
藤
淳

『

神
話
の
克
服』

(

以
上
、『

文
学

界』

六
月
号)

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
構
想
が
熟
し
て
い
な

い
た
め
か
、
か
な
り
論
旨
が
繁
雑
で
あ
る
が
、
今
月
第
一
等
の
力
作
で

あ
る
。｣

と
述
べ
、｢

橋
川
や
江
藤
の
論
調
に
は
、
今
日
の
マ
ス
文
化
現

象
が
、
た
ん
に
、
も
っ
と
も
現
実
社
会
の
危
機
的
な
動
向
に
動
揺
し
や

す
い
ハ
イ
ア
ー
・
ク
ラ
ス

(

中
産
階
級)

の
局
部
的

(

全
ク
ラ
ス
か
ら

は)

な
現
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
ト
オ
タ
ラ
イ
ズ
し
て

ム
ー
ド
化
す
る
誇
張
が
あ
る
が
、
両
者
に
あ
る
俊
敏
な
文
学
思
想
的
抵

抗
意
識
は
、
新
人
の
み
が
示
し
う
る
意
欲
に
充
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。｣

と
評
価
す
る
。(｢

今
日
の
思
潮｣

『

世
代』

七
月
号

一

九
五
八
年
七
月
刊

『

全
著
作
集

第
十
三
巻』

に

｢

情
勢
論｣

と
し

て
収
載)

注
４

｢
註
１｣

と
し
て

｢

こ
れ
は
、
元
来
、��

��
������

	


�
��

��
�
�
�
�
�

�
��

�
�����

��
�
�������

�

と
題
し
て
、	

�
�

�



���
��


�
�

�

�
��

�
��

�
��

�
�����

�
�

で
発
表
さ
れ
た
論
文
の
邦
訳
で
あ
る
。
邦

訳
に
あ
た
っ
て
題
を
改
め
た
の
は
、
原
題
が
学
会
関
係
者
の
つ
け
て
く
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れ
た
仮
題
だ
っ
た
た
め
で
、
他
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。｣

と
あ
る
。

引
用
は

『

江
藤
淳
著
作
集
２』

(

講
談
社)

に
拠
っ
た
。

注
５

佐
藤
泉

『

戦
後
批
評
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー

近
代
を
記
憶
す
る
場』

(

岩
波
書
店

二
○
○
五
年
八
月
刊)

第
一
部
第
三
章
か
ら
引
用
。
初
出

は

｢『
治
者』

の
苦
悩｣

(『

現
代
思
想』

一
九
九
九
年
五
月
号)

。

(

や
ま
さ
き

ま
さ
ず
み
・
大
阪
府
立
大
学
教
授)
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