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近
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問
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発
表

高
増
傑

一
、
中
国
の
日
本
文
化
研
究

…
…
前
置
に
か
え
て
…

…

本

日
私
は
日
本
文
化
研
究

の

一
つ
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
お
話
し
申

し
上
げ
ま
す
が
、
ご
理
解

い
た
だ
け
る
た
め
に
、
ま
ず
日
本
研
究

一
般

に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
申

し
上
げ
ま
す
。

中
日
両
民
族
が
大
昔
か
ら
緊
密
な
文
化
交
流
と
文
化
伝
達
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
上
、
同
じ
く
東
洋
文
化
圏
に
属
す
る
両
民
族
の
間
に
古
代

か
ら
人
物

の
往
来
が
た
え
ま
な
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
日
本

民
族
文
化
に
対
す
る
中
国
学
者
の
観
察
と
記
述
は
昔
か
ら
あ
り
ま
し
て
、-

周
知
の

「
漢
書

・
地
理
誌
」
、
「魏
誌

・
倭
人
伝
」
並
び
に

「
晋
の
山
海

経
注
記
」
に
よ
る
日
本

に
関
す
る
記
述
等
が
今
で
も
日
本
文
化
研
究
の

貴
重
資
料
ば
か
り
で
な
く
、
唐
、
宋
よ
り
近
代
初
頭
に
至
る
ま
で
中
国

の
官
吏
、
商
人
、
僧
侶
、
文
筆
者
並

び
に
留
学
生
達
の
日
本
記
載
と
研

究
が
数
多
く
残

っ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
黄
遵
憲
氏

の

《
日
本
国

志
》
、
魯
迅
先
生

の
日
本
文
化

に
関
す
る
見
解
等
の
よ
う
に
日
本
並
び
に

そ
の
文
化
を
詳
細

に
研
究
す

る
学
者
も
中
国

の
日
本
研
究
に
重
大
な
成

果
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
周
知
の
通
り
で
す
。

一
九
四
九
年
新
中
国
成
立
以
降
、
昔

の
研
究
を
う
け

つ
い
で
、
中
国

に
お
け
る
日
本
研
究
は
大

い
に
成
果
が
あ
が
り
ま
し
た
。
五
十
年
代
よ

り
六
十
年
代
ま
で
主
と
し
て
従
来
の
日
本
研
究
者
が
お
ち

つ
い
た
研
究

環
境
が
え
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
徐

々
に
日
本
問
題
各
分
野
の
研
究
を
軌

道
に
の
せ

つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
特

に
六
十
年
代
前
半
に
は
数
箇
所
の
大

学
に
日
本
研
究
所
ま
た
は
日
本
研
究
組
が
発
足
し
ま
し
て
、
本
格
的
に

日
本
研
究
を
始
め
よ
う
と
す
る
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
周
知

の
よ
う
に
そ
の
後
十
年
間

の

「
プ

ロ
文
革
」
の
混
乱
が
あ

っ
て
、
研
究

も
ほ
と
ん
ど
停
滞
状
態
に
な

っ
て

い
ま
し
た
。

一
九
七
六
年
「
四
人
組
」

の
粉
砕
、
特
に

一
九
七
八
年
中
国
共
産
党
十

一
期
中
央
委
員
会
第
三
次

総
会
以
降
、
学
術
研
究
全
般
が
活
発
に
な
る
と
同
時
に
日
本
研
究
も
大

い
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
中
国
社
会
科
学
院
日
本
研
究

所
が
発
足
し
ま
し
た
し
、
全
国
各
地
に
合
計
で
日
本
研
究
所
が
十
数
か

所
、
日
本
関
係
の
研
究
組
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
が
五
十
数
か
所
出
来
ま
し

た
し
、
ま
た
日
本
関
係
の
学
会
ま
た
は
研
究
会
等
学
術
団
体
も
七
か
所

成
立
し
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
研
究
者
の
数
も
大

い
に
増
え
つ
つ
あ
り
、

今
の
所
、
研
究
機
関

の
専
任
日
本
研
究
者
、
大
学
に
お
け
る
日
本
関
係

の
教
育
活
動
に
従
事
す
る
教
育
者
並
び
に
兼
任
日
本
研
究
者
ま
た
は
教

育
者
は
合
わ
せ
て
約
千
四
百
名
く
ら
い
あ
る
と
の
計
算
に
な
り
ま
す
。

こ
の
基
本
概
況
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
中
国

に
お
け
る
日
本
研
究
は
か

な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

日
本
文
化
研
究
は
日
本
研
究
全
体
で
は
近
年
来
ウ

ェ
!
ト
が
だ
ん
だ

ん
と
大
き
く
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
中
国
に
お
け
る
日
本
研
究
は
学
科

ま
た
は
分
野
が
か
な
り
細
分
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
か
い
つ
ま
ん
で
言

い
ま
す
と
、
お
お
ざ

っ
ぱ
に
分
け
て
も
日
本
の
政
治
、
経
済
、
歴
史
、

哲
学
、
文
学
等

い
ず
れ
も
専
門
分
野
と
し
て
勉
強
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
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年
前
ま
で
の
情
況
か
ら
言
う

と
、
研
究
者

の
人
数
、
論
文
の
数
量
並

び

に
テ
ー

マ
選
別

の
面
で
は
研
究
者
と
し
て
日
本
経
済
に
関
す
る
研
究
、

教
育
者
と
し
て
日
本
語
の
教
育
が
多
数
を
占
め
て
お
り
ま
し
た
。
し
か

し
、

こ
こ
一二
、
四
年
来
、
変

化
の
傾
向
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

即
ち
、

第

一
、
日
本
経
済
の
研
究

は
か
な
り
進
展
し
て
お
り
ま
す
が
、
研
究

が
進
む
に
つ
れ
て
、
単
な
る
経
済
学
の
理
論
だ
け
で
は
ど
う
も
解
釈
し

に
く
い
面
が
出
て
き
ま
し
た
。
特
に
七
十
年
代
末
期
か
ら

一
部
の
研
究

者
は
日
本
近
代
発
達

の
原
因

の

一
つ
と
し
て

"
人
間
"
と
い
う
ポ
イ

ン

ト
を
探
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
最
初

は
教
育
、
そ
の
次
は
経
営
管
理
、
今
の
所
で
は
広
義
の
日
本
文
化

へ
と

研
究
者

の
興
趣
が
段
々
と
変

わ

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
現
在

の

と
こ
ろ
、
日
本
経
済
研
究
は
依
然
と
し
て
大
き
な
流
れ
に
は
な

っ
て
い

ま
す
が
、
す
で
に
問
題
意
識

の
変
化
に
よ
り
ま
し
て
、
日
本
文
化
研
究

が
か
な
り
の
程
度
盛
り
上
が

っ
て
い
ま
す
。

第
二
、
中
日
国
交
回
復
以
降
、
国
家
間
と
民
間
友
好
交
流
が
頻
繁
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
日
本
語

の
勉
強
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
大
学
の

日
本
語
教
育
も
か
な
り
伸
び
ま
し
た
し
、
日
本
語
を
教
育
す
る
教
師
の

数
も
七
百
名
に
も
増
え
ま
し

た
。
し
か
し
日
本
語
教
育
を
し
て
い
る
中

で
、
そ
れ
が
大
き
な
壁
に
ぶ

つ
か
り
そ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
単
な
る
助
詞
、
単
語
文
法
等
の
教
育
だ
け
で

は
学
生
が
日
本
語
の
理
解
が

で
き
に
く
い
、
ど
う
し
て
も
風
俗
等
社
会

分
野
と
日
本
人
と

い
う
文
化
分
野
が
な
け
れ
ば
本
当
の
日
本
語
教
育
が

進
ま
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
数
か
所

の
大
学

の
日
本
語
教
育
部
門
が

日
本
文
化
概
要
み
た

い
な
学
科
も
開
設
し
、
あ
る
い
は
日
本
文
化
研
究

組

の
よ
う
な
グ

ル
ー
プ
も
現
れ
て
お
り
、
日
本
文
化
を
教
え
る
教
育
者

も
育
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
態
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
文
化
研
究
部
門
が
中
心
に
な

っ
て
、
大
学

の
日

本
文
化
教
育
も
す

こ
し
つ
つ
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
中
国

で
は
日
本
文
化
研
究
が
今

の
所
か
な
り
の
程
度
盛
ん
に
な

っ
て
お
り
、

文
化
研
究
者
の
数
が
数
年
前

の
百
人
く
ら
い
か
ら
専
任
、
兼
任
を
合
わ

せ
て
倍
く
ら

い
増
え
ま
し
た
。

日
本
の
自
国
文
化
研
究

の
発
達
や
中
日

文
化
交
流
の
発
展
と
同
時
に
中
国

の
日
本
文
化
研
究
も
今
後
大

い
に
大

き
く
な
り
、
中
国
独
特
の
研
究
成
果
が
伸
び
て
、
先

の
見
通
し
は
明
る

い
も

の
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。

二
、
横
方
向
に
お
け
る
日
本
近
代
文
化
の
二
重
構
造

前
置
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
ち
ょ

っ
と
長
か

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

本
文

の
理
解
に
役
立
た
せ
る
た
め
に
主
と
し
て
中
国
に
お
け
る
日
本
文

化
研
究

の
基
本
情
況
並
び
に
問
題
意
識
に
つ
い
て
、
ち
ょ

っ
と
く
ど
い

こ
と
を
申
し
上
げ
た
ま
で
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
は
、
本
日
、
日
本
近

代
文
化
研
究
の

一
つ
の
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま

す
。日

本
文
化
研
究
は
時
代
区
分
に
よ

っ
て
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
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並
び
に
現
代
と
色

々
な
分
け
か
た
が
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
学
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
近
代
文
化
は
特
に
大
き
な
関
心
対
象

に

な

っ
て
い
ま
す
。
何
故
か
と
言

い
ま
す
と
、
各
国
と
各
地
域

の
日
本
文

化
研
究
と
同
様
に
、
中
国

の
日
本
文
化
研
究
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

中
国
研
究
者
の
文
化
背
景
と
自
身

の
現
状
が
研
究
に
絡
ん
で
お
り
ま
し

て
、
研
究
活
動
に
か
な
り
の
程
度
投
影
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、

今
日
に
お
い
て
、
日
本
近
代
文
化

の
変
遷
、
過
程
並
び
に
種
種
の
現
象

が
自
然

に
研
究
者

の
目
に
見

え
て
、
研
究
対
象

の

一
つ
に
な

っ
て
お
り

ま
す
。
言
い
替
え
れ
ば
、
こ
れ
も
中
国
に
お
け
る
日
本
文
化
研
究
に
関

す
る
問
題
意
識

の
現
れ
の

一
端
と
も
言
え
る
と
思

い
ま
す
。

そ
の
視
野
か
ら
み
ま
す
と
、
ま
ず
、
日
本
近
代
文
化
の
構
造
が
大
き

な
興
趣
点
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
地
理
上

の
位
置
関
係
と
歴
史
的
条
件

に
よ
り
ま
し
て
、
近
代

の
日
本
文
化
は
東
西
文
化
接
触
の
ポ
イ

ン
ト
の

一
つ
に
な

っ
て
お
り
ま
し
た
。
時
期
的
に
も
早
か

っ
た
で
す
し
、
東
西

文
化
接
触

の

一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
そ
の
構
造
を
究
明
す
る
こ
と
は

東
洋
文
化
背
景
を
も

つ
国
国

の
近
代
化
に
種
種

の
啓
示
が
得
ら
れ
る
の

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
顧

っ
て
み
ま
す
と
、
十
九
世
紀
六
十
年

代
以
降
、
日
本
は
明
治
維
新
を
行

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
に
沈
澱
し

て
き
た
伝
統
文
化
を
基
礎
に
し
て
連
続
し
な
が
ら
、
西
洋
文
化
を
意
欲

的
に
と
り

い
れ
て
、
そ
の
文
物
制
度
等
を
活
か
し
て
、
西
洋
資
本
主
義

諸
国
よ
り
ず

っ
と
速

い
速
度

で
近
代
化
を
実
現
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
結
果
は
現
代
日
本
文
化
の
骨
格

に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

こ

の
よ
う
な
立
場
で
み
ま
す
と
、
十
九
世
紀
六
十
年
代
か
ら
現
代
に
か
け

て
、
日
本
近
代
文
化
に
は
従
来
の
東
ア
ジ
ア
大
陸
を
基
調
に
し
て
で
き

た
伝
統
文
化
と
そ
れ
と
異
質
な
欧
州
地
域
を
中
心

に
し
て
で
き
た
西
洋

文
化
が
併
存
し
、
両
文
化
は
摩
擦
を
発
生
す
る
と
同
時
に
、
主
と
し
て
、

調
和
よ
く
補
完
関
係
に
あ
り
ま
し
て
、
日
本

の
近
代
化
に
大
き
な
貢
献

を
し
ま
し
た
。

構
造
的
に
日
本
文
化
を
見
る
視
点
は
こ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ブ
イ
ー
ル
ズ
氏
は
日
本
人
に
二

面
が
あ

っ
て
不
可
思
議
だ
と
素
朴
な
目
で
み
て
い
ま
す
し
、
"雑
種
文

化
"
の
説
も

一
時
唱
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
け
れ
ど
も
、
私
が
い

っ
て
い
る
日
本
文
化
研
究

の
対
象
は
広
義

の
文
化
領
域
で
、
日
本
民
族

の
人
間
が
中
心
に
な

っ
て
お
り
、
そ

の
精
神
構
造
、
行
動
様
式
と
思
考

パ
タ
ー

ン
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
外
化
さ
れ
た
文
学
、
芸
術
、
ま
た
服
飾
、

建
築
ま
で
も
こ
の

「
日
本
文
化
」

の
中

に
含
ま
れ
て
お
り
、
人
間
の
内

な
る
も

の
と
顕
在
化
さ
れ
た
も
の
よ
り
構
成
さ
れ
た

「文
化
体
系
」
で

す
。
ま
た
こ
こ
で
い
う
構
造
的
特
徴
は
横
即
ち
平
面
上
と
縦
即
ち
上
下

層
の
両
方
に
あ
る
も

の
で
、
立
体
的
に
日
本
近
代
文
化
を
と
ら
え
た
い

と
思

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
お
ざ

っ
ぱ
に
断
定
す
る
の
は
危
険
で
す

し
、
・フ
わ
面
だ
け
で
は
文
化

の
深
層
の
解
析
に
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
私

の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
諸
要
素
か
ら
な
る
日
本
近
代
文
化
と
い
う
総
合

的
文
化
体
系
、
即
ち
日
本
近
代
の
道
徳
、
習
俗
、
芸
術
、
宗
教
、
制
度

並
び
に
思
考
パ
タ
ー

ン
、
行
動
様
式
等

い
ろ
ん
な
顕
在
形
態
に
現
れ
た
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も
の
す
べ
て
に
お

い
て
、
横

の
方
向
で
、
即
ち
平
面
次
元
で
多
く
の
文

化
領
域
に
伝
統
文
化
と
西
洋
文
化
が
調
和
よ
く
併
存
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
簡
単
に
分
か
る
よ
う
な
生
活
文
化

の
領
域
で
は
近
代
日
本
人

は
衣
食
住

の
各
面
で
い
ず
れ
も
東
西
文
化
の
両
方
を
併
存
さ
せ
て
お
り

ま
す
。
飲
食
の
面
に
お
い
て
、
伝
統
の
魚
介
料
理
は
大
衆

の
普
通
飲
食

に
な

っ
て
お
り
ま
す
し
、
お
に
ぎ
り
、
お
も
ち
及
び
鯛
等
は
欠
く
こ
と

な
ら
ざ
る
食
物
で
す
。
近
年
来
、
お
せ
ち
料
理
も
も
ち
あ
げ
ら
れ
て
お

り
ま
す
し
、
中
国
伝
来
の
麺
食
は
長

い
歴
史

で
日
本
人
の
生
活
に
と
け

こ
ん
で
お
り
ま
す

の
で
、
し

ら
ず

の
う
ち
に
伝
統
生
活
文
化
の
領
域
に

も
さ
れ
て

い
ま
す
。

一
方
、

二
十
年
代
以
来
、
パ
ン
と
か
、
カ
レ
ー
ラ

イ

ス
と
か
、
と
ん
か

つ
等
も
普
通
の
日
本
人
家
庭
に
は
い
り
こ
ん
で
定

着
し
て
お
り
ま
す
。
お
付
き
合
い
の
時
、
和
食
も
重
要
視
さ
れ
て
い
ま

す
と
同
時
に
、
洋
食
も
も
て
な
し
の
好
物

で
す
。
服
飾
に
つ
い
て
い
え

ば
、
明
治
大
正
時
代
以
来
、
洋
服
は
す
で
に
多
数
着
用
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
伝
統

の
和
服
、
特
に
女
性
用

の
着
物
も

い
き
て
い
ま
す
。
普
通

の
日
本
人
は
勤
務
と
付
き
合

い
の
場
合
は
洋
服
で
す
が
、
自
宅
に
戻
る

と
、
殆
ど
浴
衣
に
着
替
え
て
く

つ
ろ
ぐ

の
が
既
に
常
識
で
す
。
な
お
、

欧
米
人
が

「
う
さ
ぎ
小
屋
」
と

い
っ
て
い
る
日
本
住
宅
は
小
さ
い
こ
と

は
小
さ

い
で
す
が
、
和
間
、
洋
間
、
リ
ビ
ン
グ

ル
ー
ム
等
東
西
様
式
が

殆
ど
の
場
合
両
方
と
も
そ
ろ

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
現
象
は
単
な

る
う
わ
面

の
現
象
の
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
し
か
し
、
東
西
文
化
併
存

の

一
例
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
次
、
芸
能
と
い
う
文
化
現
象
で
も
ま

っ
た
く
同
様
と
い
え
る
と

思

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
音
楽

の
領
域
で
は
、
伝
統
的
な
幽
玄
と
静
粛

を
柱
と
す
る

「邦
楽
」
も
か
な
り
盛
ん
に
な

っ
て
い
れ
ば
、
西
洋

の
ク

ラ
シ
ッ
ク
と
ポ

ッ
プ
も
愛
聴
者
を
ひ
き

つ
け
て

い
ま
す
。
流
行
の
歌
に

し
て
も
、
古
代

の
流
れ
を
く
ん
で
お
り
、
民
間
の
メ
ロ
デ
ー
を
基
調
と

す
る

「
演
歌
」
は
至
る
と
こ
ろ
に
広
が

っ
て
い
れ
ば
、
西
洋
か
ら
つ
た

わ

っ
て
く
る
ロ
ッ
ク
も
愛
好
者

の
拍
手
を
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歌
舞

伎
、
お
能
と
新
劇
も
同
様
に
上
演
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
日
本
画
と
西
洋

式

の
油
絵
も
互

い
に
輝
き
を
争

っ
て
い
る
状
態
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら

の
事
実
か
ら
い
ず
れ
も
近
代
日
本
文
化
の
東
西
併
存

の
状
態
が
窺
え
る

と
思

い
ま
す
。

し
か
し
、
東
西
文
化
併
存
の
も

っ
と
も
代
表
的
な
意
義
を
も

つ
分
野

は
や
は
り
近
代
日
本
文
学
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
明
治
以
降
文
学
界
に
は

「
純
文
学
」
と

「大
衆
文
学
」
と
二
つ
の
領
域
が
長
期
間
に
わ
た

っ
て

は

っ
き
り
分
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
発
達
を
み
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
併
存
状
態
は
他
の
国
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な

い

現
象
で
す
。

純
文
学
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
数
多
く

の
特
徴
を
も

っ
て
い
ま
す
し
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
説
が
種
々
あ
り
ま
す
が
、
東
西
文
化

の

立
場
か
ら
み
る
と
、
明
ら
か
に
西
洋
文
化
に
刺
激
さ
れ
て
生
じ
た

「
西

洋
的
文
学
」
と

い
っ
て
、
ま
ず
間
違

い
が
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
純
文

学
の
作
家
達
の
経
験
と
そ
の
作
品
の
内
容
は
十
分
に
こ
れ
を
裏
付
け
て
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い
ま
す
。

純
文
学

の
作
家
達
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な

っ
た
生
活
背
景
を
持

っ
て

い
ま

す
。
が
、
そ
の
圧
倒
的
多
数

の
人
達
は
程
度

の
差

は
あ
れ
、
西
洋
文
化

の
洗
礼
を
う
け
て
い
ま
す
。
周
知
の
通
り
、
か
な
り
伝
統
文
化
色
彩

の

あ
る
夏
目
漱
石
で
も
長
い
イ

ギ
リ
ス
留
学

の
経
験
が
あ
り
ま
す
し
、
最

初
の
専
攻
が
イ
ギ
リ
ス
文
学

だ

っ
た
の
で
す
。
ま
た
森
鴎
外
は
ド
イ

ツ

へ
赴

い
て
欧
州
文
化
を
実
際

に
経
験
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
時
代

の

生
活
が
彼
の
文
学
創
作
の
源
泉
に
な

っ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
「
浮
雲
」

に
よ

っ
て
近
代
純
文
学
の
嚆

矢
を
放

っ
た
二
葉
亭
四
迷
は

ロ
シ
ヤ
作
家

ツ
ル
ゲ
ネ
ー

フ
等
か
ら
か
な
り
栄
養
を
取

っ
て
い
ま
す
。
北
原
白
秋
、

志
賀
直
哉
等
キ
リ
ス
ト
文
化
を
身
に
つ
け
た
作
家
た
ち
は
な
お
さ
ら
の

こ
と
で
、
既
に
西
洋
文
化
の
伝
達
者
だ

っ
た
の
で
す
。

意
識

の
面
か
ら

い
い
ま
す
と
、
純
文
学
に
は
繁
雑
な
諸
流
派
が
あ
り

ま
す
が
、
し
か
し
、

こ
れ
ら

の
作
品
に
探
求
さ
れ
て
い
る

一
番

コ
ア
に

な

っ
て
い
る
こ
と
は

一
致
し

て
お
り
、
い
ず
れ
も

「自
我
」
の
追
求
が

そ
の
中
心
に
な

っ
て
い
ま
す
。
「浮
雲
」
は
い
か
に
自
我

の
人
生
を
生
き

る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
す
し
、
正
宗
白
鳥

の

「塵
埃
」
も
近
代
知

識
者

の
人
生
と

「
自
我
」
の
生
き
方
を
と
り
あ

つ
か

っ
て
い
ま
す
。
そ

の
他
、
島
崎
藤
村

の

「破
戒

」
は
近
代
文
学
史
上
重
大
な
意
義
を
も

っ

て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ

の
基
本
的
な
底
流
意
識
が

「
個
の
解
放
と

独
立
」
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
「
文
学
界
」
の
青
年
た
ち

は

「人
間

の
自
由
と
解
放
」
を
目
標
と
し
て

い
ま
し
た
し
、
白
樺
派
は

「自
分
た
ち
人
間
の
内
部
に
あ
る
生
命
」
あ
る
い
は

「
人
類

の
意
志
」

を
表
現
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

一
言
で
い
え
ば
、
文
化

の
コ
ア
と
な

っ

て
い
る
精
神
構
造

の
面
か
ら
い
い
ま
す
と
、
純
文
学

の
標
榜
し
た
「個
」

の
追
求
は
、
日
本
文
学
に
た
い
す

る
西
洋
文
学
の
投
影
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、創
作
の
方
法
論
か
ら
い
い
ま
し
て
も
、純
文
学

の
作
家
は
種
々

の
創
作
理
論
と
手
法
を
だ
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
殆
ど
が
西
洋

文
学
界
の
文
学
理
論
と
手
法

の
導
入
ま
た
は
そ

の
変
形
な
の
で
す
。
ゾ

ラ
の
自
然
主
義
、
浪
漫
主
義
、
ま
た
象
徴
主
義
と
そ
の
後
の
ダ
ダ
イ
ズ

ム
等
種

々
の
前
衛
的
文
学

の
方
法
論
で
日
本
近
代
純
文
学
の
中
に
そ
の

影
を
投
じ
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
純
文
学
は
西
洋

の
性
格
を
も

つ
文
学

と
み
て
ま
ず
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
そ
の
同
じ
文
学
の
平
面

上
に
、

こ
れ
と
ま

っ
た
く
対
立
の
極
に
あ
る
大
衆
文
学
が
同
様
に
繁
盛

し
て
お
り
、
数
多
く
の
読
者

の
心
を
捕
え
て
お
り
ま
す
。

文
学
の
源
流
か
ら
い
い
ま
す
と
、
大
衆
文
学
の
源
は
江
戸
時
代

の
文

学
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。
明
治
初
期
、
日
本
流

の

「
講
談
」
は

一
時
流
行

っ
て
お
り
ま
し
て
、
次
に
速
記
の
形
を
と

っ

た
連
載
も

の
が
現
れ
ま
し
た
。
伝
統

の
町
人
文
化

の
気
風
を
う
け

い
れ

た
作
家
、
た
と
え
ば
尾
崎
紅
葉
等
は
市
井
庶
民
の
生
活
か
ら
素
材
を
捜

し
て
金
銭
と
愛
欲
を
中
心
と
す
る

「
風
俗
小
説
」
等
を
作
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
嚆
矢

に
な

っ
て
、
純
文
学
と
陣
を
張

っ
て
、
大
衆
文
学

の
領
域
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を
段

々
成
立
さ
せ
ま
し
た
。

大
衆
文
学
の
柱
と
し
て
の
チ

ャ
ン
バ
ラ
小
説
は
殆
ど
歴
史
題
材
を
あ

つ
か
う
作
品
群
で
す
が
、
「
大
菩
薩
峠
」等

こ
の
系
列
の
作
品
は
日
本
歴

史
の
義
侠
を
主
人
公
に
し
て
、
「鞍
馬
天
狗
」
、
「
眠
狂
四
郎
」
等
庶
民
の

「英
雄
」
を
描

い
て
、
彼
等

の
正
義
感
に
満
ち
た
熱
血
漢
の
姿
、
剣

の

達
人
の
す
ご
さ
、
貧
困
者
の
救
助
等
を
通
じ
て
、
圧
倒
的
多
数
の
庶
民

読
者
層
を
え
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
大
衆
文
学
も
西
洋
的
要
素
の
影

響
を
う
け
ま
し
て
、
S
F
、

探
偵
推
理
等
西
洋
的
文
学
手
法
を
と
り
い

れ
た
ジ
ャ
ン
ル
も
生
じ
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
殆

ど
善
悪
醜
美
等

で
、
や
は
り
日
本
伝
統
思
考
を
底
流
に
し
て
、
伝
統
文

化
に
根
を
お
ろ
し
て
、
そ
の
泥
く
さ
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
た
ご
と
く
、
衣
食
住
の
生
活
文
化
、
芸
能
と
文

学
作
品
等
殆
ど
の
近
代
文
化
領
域
で
は
東
西
文
化
併
存
の
二
重
構
造
を

成
し
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
明
治
以
降
の
急
激
な
西
洋
文
化

導
入
に
よ
り
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
異
質
文
化
併
存
の
現
象
が
あ
る
程

度
や
む
を
え
な

い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
文
化
人
類

学
者
ウ
ィ

ッ
ス
ラ
ー
が

「人
間
と
文
化
」
の
著
書

で
指
摘
し
た
と
お
り
、

歴
史

の
変
遷
に
つ
れ
ま
し
て
、
異
な
る
民
族
と
地
域
の
文
化
は
伝
達
に

よ
る
接
触
を
行

い
、
衝
突
と
調
和
を
発
生
し
ま
す
。
時
間
系
列
か
ら
み

れ
ば
、
西
洋
文
化
と
日
本
伝
統
文
化
は
歴
史
発
達
段
階
的
な
差
異
が
あ

り
、
両
者
が
接
触
し
て
、
異
質
な
文
化
が
互

い
に
自
身
の
特
色
を
主
張

し
あ

っ
て
、
長

い
歴
史
時
期

に
お
い
て
、
両
者
が
対
照
的
な
存
在
と
し

て
併
存
す
る
の
は
む
し
ろ
文
化
発
達
の
必
然
的
な
現
象
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
近
代
的
な
日
本
文
化
は
平
面
上
に
お
い
て
、

伝
統
文
化
と
西
洋
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
生
き
て
お
り
、
互
い
に
影
響
し
あ

う
と
同
時
に
共
同
で
平
面
上
の
二
重
構
造
を
な
し
て
お
り
ま
す
。

三
、
縦
方
向
に
お
け
る
日
本
文
化
の
二
重
構
造

視
点
を
か
え
て
も
う
す

こ
し
観
察
し
ま
す
と
、
単
な
る
平
面
だ
け
で

は
日
本
近
代
文
化
の
構
造
は
や
は
り
説
明
し
き
れ
な
い
所
が
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
近
代
文
化
は
平
面
上
ば
か
り
で
な

く
、
縦
方
向
で
階
層
に
よ
る
文
化
層
に
も
明
ら
か
に
二
重
構
造
を
な
し

て
お
り
ま
す
。
結
論
を
先

に
い
い
ま
す
と
、
比
較
的
高

い
階
層

に
お
け

る
各
種

の
文
化
形
態
は
西
洋
文
化

の
影
響
を
比
較
的
多
量
に
う
け
て
お

り
、
西
洋
文
化
の
刺
激
に
よ

っ
て
そ
れ
な
り
の
特
徴
を
形
成
し
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
バ
タ
く
さ
い
色
彩
が
濃
い
文
化
層
が
成
り
立

っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
比
較
的
低
い
階
層
で
は
従
来
の
伝
統
的
な
も

の

が
比
較
的
多
く
残

っ
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
泥
く
さ
い
面
が
か
な
り
濃
厚

に
現
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
東
西
の
文
化
色
彩
が
ま

っ
た
く
違
う
上
流

文
化
層
と
底
流
文
化
層
が
併
存
し
て
お
り
、

日
本
近
代
文
化
の
縦
方
向

に
お
い
て
、
二
重
構
造
を
成
し
て
お
り
ま
す
。

日
本
近
代
文
化
の
縦
方
向

の
二
重
併
存
構
造
は
種
々
の
文
化
形
態
と

領
域
に
現
れ
て
お
り
ま
す
が
、
就
中
人
々
の
習
俗
慣
習
と
観
念
領
域
に

最
も
典
型
的
に
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
日
本
近
代
の
法
律
に
つ
き
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ま
し
て
、
そ
の
縦
方
向

の
二
重
構
造
を
私
な
り
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

周
知

の
通
り
、
明
治
初
期
、
日
本
は

「入
欧
」
の
目
標
を
た
て
ま
し

て
、
ド
イ

ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
法
体
系
を
参
考
に
し
て
、
日
本
帝
国
憲
法
、

民
法
、
商
法
、
刑
事
訴
訟
法
等
日
本
近
代
の
法
典
を
制
作
し
ま
し
て
、
「

日
本
近
代
文
化
の
現
れ
の

一
つ
と
し
て
法
体
系
を
成
り
立
た
せ
ま
し
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
近
代
法
律
は
西
洋
文
化
の
刺
激
に
よ

っ
て
出

来
た
も
の
で
、
そ
の
中

に
西
洋
文
化
的
要
素
が
か
な
り
の
程
度
入

っ
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
近
代
化
の
印
と
し
て
急

い
で
作

っ
た
も

の
で
、

「
文
明
開
化
」

の

一
環
と
見

な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
法
律

そ
の
も
の
の
底
流
に
流
れ
る
も
の
が
西
洋
的
な
思
考
パ
タ
ー

ン
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
用
語
も
殆
ど
西
洋
法
律
用
語

の
翻
訳
ば
か
り
で
、

普
通
の
国
民
が
分
か
り
に
く

い
ば
か
り
で
な
く
、
無
縁
な
も

の
と
見
な

さ
れ
る
傾
向
が
強
か

っ
た
の
で
す
。
そ
の
意
味
か
ら
い
い
ま
す
と
、
そ

れ
は
西
洋

の

「伝
統
」
文
化
を
基
礎
に
で
き
た
も
の
と
言
え
る
し
、
日

本
の
実
際
社
会
と
か
な
り
乖
離
し
た
所
が
多

い
の
で
、
む
し
ろ

「
文
字

上
の
法
律
」
と

い
う
意
味
が

か
な
り
濃
厚
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
日
本
近
代
国
家
の
文
化
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も

の
で
、
重
要
視

さ
れ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
実
際
に
も
政
府
、
役
人
達
が
こ
れ
に
よ

っ
て

社
会
行
動
を
律
す
る
も
の
と
し
て
働
か
せ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
西
洋
的
な
要
素

を
織
り
込
ん
だ
文
字
上

の
法
律
と
い
う
だ

け
に
、
日
本
人
の
実
際
生
活
と
無
縁
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
、
そ
れ
と

殆
ど
無
関
係
に
国
民
大
衆
の
間
に
底
流
文
化
の

一
つ
と
し
て
、
従
来
の

伝
統
的
な
色
彩
の
強

い
実
際
の
法
律
行
動
の
文
化
層
が
現
実
に
あ
り
ま

し
た
。

た
と
え
ば
、
日
本
伝
統
文
化
で
は
人
間
関
係
が
和
を
中
心
に
し
て
で

き
て
お
り
、
集
団

の
統

一
と
調
和
を
重
く
み
て
お
り
ま
す
。
も
め
ご
と

が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
是
と
か
非
と
か
い
う

こ
と
は
二
の
次
で
、
「
和
が

貴
し
」
の
論
理
が
さ
き
に
な

っ
て
し
ま

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
近

代
法
律
が
で
き
た
に
し
て
も
、
紛
糾
解
決
の
文
字
上

の
原
則
が
ち
ゃ
ん

と
あ

っ
た
に
し
て
も
、
普
通

の
日
本
人
は
伝
統
の
思
考
パ
タ
ー

ン
と
行

動
様
式
に
従

い
ま
し
て
、
な
に
か
紛
糾
が
あ

っ
た
ら
す
ぐ
か
る
が
る
し

く
法
律
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ゆ
る

「調
停
」
ま
た
は

「
示
談
」

と
い
う
形
を
通
じ
て
、
双
方
が
相
互

の

「
盖
呈
忌
」
を

「理
解
」
し
て
、

う
や
む
や
に
し
て
し
ま
う
場
合
が
多
数
を
占
め
て
お
り
ま
す
。
た
し
か

に
近
代
社
会
に
な

っ
て
以
来
、
社
会
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
か
な
り
複
雑
に
な

っ
て
お
り
、
人
間
の
利
害
関
係
も
複
雑
に
な

っ
て
来
て
い
て
、
紛
糾
と

い
さ
か
い
が
か
な
り
多
く
表
面
に
出
て

い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
統

計
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
の
訴
訟
件
数
は
欧
米
諸
国
と
比
べ
て
み
る
と
、

そ
の
数
分
の

一
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ど
う
し
て
も
、
解

決
が
つ
か
な
く
て
訴
訟
に
訴
え
て
も
、
完
全

に
白
黒
ま
で
究
明
す
る
ま

で
い
か
ず
に
途
中

で
知
人

の
調
停
で
和
解
が
成
立
す
る
こ
と
が
多

い
よ

う
で
す
。
あ
る
統
計
に
よ
り
ま
す
と
、
近
代
初
期
と
中
期
、
日
本

の
訴

訟
件
数
の
五
十
%
な

い
し
六
十
%
が
訴
訟
撤
回
あ
る
い
は
双
方
和
解
で
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終
わ

っ
て
し
ま

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
実
社
会
の
法
律
行
動
か
ら

見
ま
す
と
、
国
家
制
定

の
文
字
法
律
と
の
間
に
ど
れ
だ
け
距
離
が
あ
る

か
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
次
、
日
本
近
代
初
期

の
法
律
体
系
と
く
に
民
法
は
西
洋
の
「個
」

の
概
念
を
十
分
に
と
り

い
れ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
「契
約
」
と
い
う

法
意
識
が
そ
の
基
幹
に
な

っ
て
い
る
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
と
思

い

ま
す
。
し
か
し
、
実
生
活
の
中
で
は
普
通

の
国
民
は
や
は
り
伝
統

の
「集

団
原
則
」
に
も
と
つ
い
て
行
動
し
て
い
ま
す
し
、
互

い
に
相
手

へ
の
理

解
を
前
提
に
し
て
そ
の
関
係
を
処
理
す
る
慣
習
が
な
お
実
際

に
生
き
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
貸
与
関
係
が
発
生
す
る
場
合
、
公
証
す
る
こ
と
な

く
て
も
私
的
な

「
念
書
」
だ
け
で
双
方
が
納
得
し
ま
す
。
「契
約
」
の
意

識
が
実
際
に
か
な
り
薄

い
も

の
で
、
き
ち

っ
と
し
た
契
約
を
作
る
の
が

む
し
ろ
お

っ
く
う
な
も

の
と
思
わ
れ
が
ち
で
、
主
と
し
て
相
互

の

「
了

解
」
で
処
理
す
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
。
よ
し
ん
ば
公
式

の
場

で
契

約
が
調
印
さ
れ
ま
し
て
も
、
必
ず
し
も
定
量
と
定
性
の
両
方
に
渡

っ
て
、

完
全
に
そ
れ
を
履
行
す
る
の
で
は
な
く
て
、
融
通
す
る
余
地
の
幅
が
か

な
り
大
き

い
よ
う
で
す
。
欧
米
の
入
た
ち
が
よ
く

い
い
ま
す
よ
う
に
、

「契
約
」
中

の
日
本
流
の

「
誠
意
条
項
」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
く

ど
く
ど
と

い
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
「個
」
に
よ
る

「契

約
」
の
精
神
に
よ

っ
て
で
き

た
日
本
近
代
法
律

は
上
流
文
化
層
で
は
役

割
を
果
た
し
て
い
た
に
し
て
も
、
普
通
国
民
の
意
識
で
は
そ
れ
が
む
し

ろ

「
お
上
」
の
こ
と
で
自
身

と
縁
が
な

い
と
思

い
が
ち
で
す
し
、
実
際

の
法
律
行
動
で
も
そ
の

「
文
字
上

の
法
律
」
と
無
縁
の
伝
統
的
慣
習
に

従

っ
て

「善
処
」
さ
れ
て
い
る
文
化
現
象

が
著
じ
い
の
で
す
。

そ
れ
と
同
様

に
、
日
本
近
代
法
律
体
系
の
底
流
に
あ
る

「個
」

の
観

念
と
関
連
し
て
い
る

「権
利
」
の
観
念
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
「
権
利
」
は
も
と
も
と
翻
訳
の
法
律
用
語
で
、
ど
れ
だ
け
日
本

人
の
意
識
に
な
じ
ん
で
い
る
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
と
の
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
も
と
も
と
西
洋

の

「伝
統
文
化
」
の

「
個
」
の
観
念
か
ら
生
じ
て

き
た
も

の
で
、
日
本
人
の

「集
団
優
先
」
と
思
考
パ
タ
ー
ン
と
は
大
変

離
れ
て
い
ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
以
来
日
本
人
の
法
意
識
も

大
変
変
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
伝
統
的
な

「
集
団
」

概
念
が
頭
の
深
層
に
こ
び
り

つ
い
て
お
り
ま
す
し
、
現
代
日
本
人
の
行

動
パ
タ
ー

ン
か
ら

い
う
と
、
会
社
、
村
町
あ
る
い
は
種
々
の
団
体
に
所

属
す
る
傾
向
が
強
く
て
、
心
理
的
に
甘
え
て
集
団
に
依
存
す
る
ウ

ェ
ー

ト
が
い
ま
で
も
か
な
り
明
ら
か
で
す
。

で
す
か
ら
、

一
方
で
は
西
洋
文

化
要
素
を
か
な
り
取
り
入
れ
た
法
律
と
い
う
上
流
文
化
層
が
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
普
通
多
く
の
法
律
行
動
に
お
い
て
は
、
文
字
の

条
項
と
は
無
関
係
、
甚
だ
し
い
場
合
は
そ
れ
に
対
立
す
る
よ
う
な
慣
習

に
よ

っ
て
お
り
ま
し
た
。
伝
統
文
化
を
背
景
に
し
た
慣
習
的
行
動
で
は

「有
力
者
」
と
か
、
「年
長
者
」
と
か
の
鶴

の

一
声
で
問
題
が
解
決
さ
れ

た
場
合
も
か
な
り
あ

っ
た
そ
う

で
す
。
ま
と
め
て
い
い
ま
す
と
、
近
代

国
家

の
印
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
た
文
字
上

の
法
律
と
そ
の
下
層
に
あ
る

伝
統
文
化
土
壌
に
根
を
お
ろ
し
た
法
律
の
意
識
と
実
行
動
は
、
縦
方
向
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の
二
重
構
造
を
な
し
て
お
り
ま
す
。
実
を
い
え
ば
、
上
記
の
法
律
だ
け

で
な
く
、
道
徳
、
価
値
体
系
あ
る
い
は
礼
儀
作
法
に
つ
き
ま
し
て
も
同

様
に
上
流
文
化
層
と
底
流
文
化
層

の
二
重
構
造
を
な
し
て
い
る
所
が
多

い
の
で
す
が
、
こ
の
法
律
の
例
は
、
あ
る
程
度
日
本
近
代
文
化
の
縦
方

向
の
二
重
構
造
を
裏
付
け
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
文
化
学
者
ウ

ッ
ド
;
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
化
は

総
合
的
な
体
系
で
、
そ
の
中

に
は
帰
納
的
な
も
の
、
審
美
的
な
も

の
、

統
制
的
な
も

の
と
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
包
含
さ
れ
て
お
り
、
異
な

っ
た

種
類
の
文
化
は
変
化
の
過
程

に
お

い
て
そ
の
速
度
が
違

っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
異
な

っ
た
層
が
で
き
、
か
な
り
流
動
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
比

較
的
凝
固
的
な
も
の
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
見
ま

す
と
、

日
本
近
代
文
化
の
縦
方
向

の
二
重
構
造
は
む
し
ろ
異
質
文
化
と

の
接
触
時
に
発
生
す
る
当
然

な
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
即

ち
、

日
本
近
代
に
お

い
て
は
、
数
千
年

の
歴
史
で
鍛
え
ら
れ
た
伝
統
的

な
文
化
が
連
続
し
て
い
る
段
階
で
、
西
洋
文
化
が
急
激
に
と
り
い
れ
ら

れ
ま
し
て
、
異
質
な
文
化
と
し
て
日
本
民
族
の
中
に
入
り
込
ん
だ
の
で

す
。
こ
の
西
洋
文
化
は

一
時
期
、
古
代
よ
り
続

い
て
き
た
伝
統
文
化
に

遊
離
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
短
期
間
に
、
大
量
に
、

急
激
に
は

い
り
こ
ん
だ
西
洋

文
化
要
素
は
ど
う
し
て
も
簡
単
に
民
衆
生

活
、
民
衆
意
識

の
深
層
ま
で
溶
け
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
も

最
初
は
表
面
で
上
流
の
文
化
層
を
形
成
し
、
そ
の
後
、
徐
々
に
選
択

.

淘
汰
さ
れ
な
が
ら
民
族
文
化

の
深
層
に
浸
透
し
て
い
く
外
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
も
と
も
と
民
族
文
化
深
層
で
は
、
従
来

の
伝
統
文
化
が
そ

の
力
を
保
ち

つ
づ
け
て
お
り
、
上
流
の
も
の
と
対
照
的
に
伝
統
的
な
底

流
文
化
層
が
依
然
と
し
て
存
在
し
、
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
日
本
近
代
文
化
に
は
西
洋
く
さ
い
上
流
文
化
層
と
伝
統
性
格
の
強

い
底
流
文
化
層
と
の
、
縦
方
向

の
二
重
構
造
が
で
き
て
く
る
わ
け
で
す
。

四
、
二
重
文
化
構
造
の
機
能

上
記

の
解
析
通
り
、
私
な
り
に
日
本
近
代
文
化

の
横
と
縦
両
方
向
の

二
重
構
造
と
い
う
問
題
提
起
を
し
ま
し
た
。
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
観

察
が
短
絡
ま
た
は
誤
差
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
そ

の

問
題
意
識
と
し
て
は
日
本
近
代
文
化
の
こ
の
二
重
構
造
が
東
西
文
化
接

触
に
よ
る
日
本
近
代
化
の
過
程
で
重
大
か
つ
積
極
的
な
役
割
を
は
た
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
二

つ
の
面
が
指
摘
で
き
る
と

思

い
ま
す
。

ま
ず
第

一
、
二
重
文
化
構
造
は
巨
大
な
ク

ッ
シ
ョ
ン
に
な

っ
て
い
る

と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
外
来
文
化
の
流
入
に
よ
る
衝
撃

は
か
な
り
の
程
度
緩
和
さ
れ
て
、
社
会
の
安
定
を
保
ち
え
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
維
新
当
時
、
西
洋
文
化
が
日
本
に
は

い
り

こ
ん
で
、
先
進
的
な

科
学
技
術
、
理
性
的
な
思
考
様
式
等
を
も
た
ら
し
て
、
日
本
近
代
化
の

実
現
を
加
速
さ
せ
た
と
い
え
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
西
洋
文

化
は
あ
く
ま
で
も
異
質
な
も
の
で
、
従
来
の
連
続
し
て
き
た
伝
統
文
化
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と
か
な
ワ
の
程
度
に
お
い
て
衝
突
を
起

こ
し
う
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し

た
。
た
と
え
ば
、
人
格

の
破

壊
、
既
存
規
範
の
崩
壊
あ
る
い
は
価
値
体

系
の
混
乱
等
が
発
生
し
て
、
社
会
が
安
定
を
失

っ
て
し
ま
う
可
能
性
が

潜
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
る
と
、
二
重
構
造
は
む

し
ろ
プ
ラ
ス
の
効
果
を
果
た
し
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
文
化

が
二
重
に
な

っ
て
お
り
、
両
極
の
間
に
断
絶
と
も
連
続
と
も
と
れ
る
よ

う
な
関
係
が
で
き
て
お
り
、

一
種

の
柔
軟
構
造
を
な
し
て
お
り
ま
す
。

一
方
で
は
か
な
り
の
程
度
西
洋
文
化
要
素
を
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
し
、

他
方
で
は
そ
の
西
洋
文
化
を

一
定

の
局
部
あ
る
い
は
階
層
に

一
時
制
限

し
て
、
そ
こ
で
ふ
る
い
わ
け
あ
る
い
は
瀘
過
を
経
ま
し
て
あ
る
程
度
の

緩
衝
を
し
て
か
ら
、
外
の
層
あ
る
い
は
範
囲
に
伝
え
て
い
き
ま
す
。
文

化
の
全
体
か
ら
み
ま
す
と
、
局
地
で
実
験
を
行
い
、
経
験
を
積
ん
で
、

消
化
ま
た
は
改
造
し
て
、
そ

の
中

の
有
益
な
部
分
を
他
領
域
に
広
げ
て

い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
同
時

に
異
質
文
化
と
の
接
触
に
よ
る
衝
突

は

一
定
の
範
囲
に
制
限
さ
れ
て
、
過
大
の
全
面
的
衝
突
を
あ
る
程
度
避

け
ら
れ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
社
会
全
体
と
し
て
は
、
そ
の

衝
撃
を
社
会
自
身
が
耐
え
ら
れ
る
限
度
内
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
、
苦

痛
が
少
な
く
て
済
み
ま
す
。

そ
の
た
め
、
あ
る
程
度
社
会

の
安
定
を
保

つ
こ
と
に
寄
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
次
、
第
二
に
、
二
重
構
造
は
ま
る
で

一
種

の
伝
達
装
置
に
な

っ

て
お
り
、
局
部
で
外
来
文
化

の
消
化
吸
収
を
な
し
と
げ
て
、
モ
デ

ル
を

つ
く
り
ま
し
て
か
ら
、
そ
れ

に
よ
る
全
体
の
文
化
発
展
を
促
し
ま
す
。

二
重
構
造
は
両
極
を
も

っ
て
お
り
ま
す
。

一
極

で
は
西
洋
文
化
の
と

り
い
れ
と
そ
の
消
化
を
行

い
ま
す
。
他
極
で
は
直
接
的
な
西
洋
文
化
と

の
接
触
は
比
較
的
少
な

い
の
で
す
が
、
前
の
極
と
の
間
で
た
え
ま
な
く

浸
透
あ
る
い
は
影
響
し
あ
い
ま
す
。
前
者
で
西
洋
文
化
の
選
択
と
消
化

を
行

い
ま
す
と
同
時
に
、
有
益
な
も
の
を
日
本
文
化
の
有
機
的
な
も
の

に
変
え
ま
す
。
あ
る
い
は
民
族
文
化
土
壌
に
合
わ
な
い
も

の
を
吐
き
出

し
て
、
そ
れ
を
除
外
し
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
過
程
で
文
化
の
調
和
に

よ

っ
て
変
形
が
生
じ
て
、
新
文
化

の
活
力
が
ほ
と
ば
し
り
ま
す
。
そ
れ

に
よ

っ
て
モ
デ

ル
が
で
き
て
、
徐

々
に
広
が

っ
て
い
き
ま
し
た
。

も
し
こ
の
よ
う
な
視
点
よ
り
日
本
近
代
文
化
の
観
察
と
分
析
を
行

い

ま
す
と
、
二
重
構
造

の
問
題
提
起
が
必
ず
し
も
無
意
味
な
も
の
で
な

い

と
思

い
ま
す
。
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
言

い
方
は

一
部

の
日
本
の
人
た

ち
に
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と

い
う

の
は
、
日
本
文
化
は
「
純

粋
」
な
も
の
で
、
そ
の

「浄
化
」
を
使
命
と
し
、
日
本
文
化
を
特
殊
な

も

の
と
主
張
す
る
人
も
あ
れ
ば
、
西
洋
文
化
は
普
遍
性
を
も

っ
て
日
本

文
化
に
追

い
付
け
な
い
と
唱
え
る
人
も
あ
り
ま
す
。
「雑
種
」
と
主
張
す

る
学
者
も
主
と
し
て
歴
史
段
階
に
よ
る
文
化
の
認
定
が
中
心
で
、
民
族

文
化
の
相
対
性
に
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
二
重
構
造
と
い
っ

た
ら
、
混
血
を
嫌
う
人
達
は
気
持
ち
が
よ
く
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

だ
け
ど
、
私
な
り
に
言
わ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
と
、
む
し
ろ
二
重
構
造

は
日
本
近
代
文
化
の
実
態
で
、
そ
れ
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
日
本
経
済
と

社
会
の
比
較
的
順
調
な
発
達
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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五
、
結
び

前
に
も
申
し
上
げ
た
よ
う

に
、
日
本
近
代
文
化
は
横
と
縦
の
両
方
向

に
お
い
て
長

い
期
間

に
わ
た

っ
て
二
重
構
造
を
な
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
解
析
に
は
的
は
ず
れ
な
所
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、

こ
の
二
重
構
造
と
い
う
日
本
歴
史
上
の
文
化
現
象

は
よ
く
探
求
す
べ
き

と
こ
ろ
で
は
な

い
か
と
思

い
ま
す
。

日
本
近
代
文
化

の
二
重
構
造
は
日
本
民
族

の
近
代
化
過
程
に
お
け
る

文
化
現
象
と
し
て
、
東
西
両

文
化
合
流
の
ケ
ー
ス
の

一
つ
と
い
う
意
味

を
も

っ
て
お
り
ま
す
。
近
代
初
頭
、
交
通
機
関

の
発
達
に
よ
り
ま
し
て
、

地
球
が
狭
く
な

っ
て
世
界
全
体
が
通
々
に
な
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
時
代

に
は
日
本
と

い
う
ア
ジ
ア
海
上

の
島
国
は
東
ア
ジ
ア
大
陸
文
化
と
東
漸

し
て
き
た
西
洋
文
化
が
接
触

し
て
、
そ

の
合
流
に
よ

っ
て
近
代
化
が
比

較
的
高
速
に
実
現
さ
れ
た
実
験
場
の

一
つ
と
も
見
ら
れ
ま
す
。
そ

の
過

程
に
お
い
て
、
欧
州
民
族

の
歴
史
を
中
心
に
し
て
で
き
た
西
洋
文
化
と

中
国
大
陸
を
基
礎
に
成
長
し
て
き
た
東
洋
文
明
と
の
摩
擦
、
衝
突
ま
た

は
調
和
、
融
合
と
い
っ
た
種

々
の
文
化
現
象
が
発
生
し
て
、
日
本

の
近

代
文
化
が
で
き
た
わ
け
で
す

。
そ
の
間

の
東
西
文
化
接
触
に
よ
る
種
々

の
現
象
ま
た
は
法
則
は
豊
富

に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
は

今
日
の
日
本
だ
け
で
な
く
、
ま
た
東
西
文
化
の
国

々
に
も
大

い
に
役
立

つ
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

も
う

一
押
し
つ
っ
こ
ん
で

み
ま
す
と
、
日
本
文
化
に
は
近
代
ば
か
り

で
な
く
、
古
代
よ
り
固
有
の
も

の
と
中
国
文
化
を
基
調
と
す
る
ア
ジ
ア

大
陸
文
化
が
接
触
し
た
長

い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
今
日
人
々
が
い
う
日

本

の
伝
統
文
化
は
実
の
と
こ
ろ
、
数
千
年

の
間
中
国
大
陸
の
文
化
を
大

量
に
と
り
い
れ
て
、
そ
れ
を
消
化

・
吸
収
し
た
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
長
い
歴
史
に
お
い
て
、
稲
作
の
東
漸
、
仏
教
の
伝
播
、
唐
文
化
の

大
量
流
入
並
び
に
そ
れ
以
降

の
文
物
及
び
人
物
等
に
よ
る
文
化
交
流
が

あ
り
、
日
本
民
族
は
そ
れ
ら
を
咀
嚼
し
て
徐

々
に
大
陸
文
化
を
自
国
文

化

の

一
部
に
し
て
、
近
代
前
ま
で
の
日
本
文
化
、
即
ち
今
日
い
う
と
こ

ろ
の
伝
統
文
化
を
形
成
し
た
も

の
で
す
。
紙
面
の
制
限
が
あ
り
ま
す

の

で
、
そ
れ
ら
の
文
化
交
流
と
そ
の
期
間
に
お
け
る
日
本
文
化
構
造
を
検

討
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
簡
単
に
い
い
ま
す
と
、
古

代
よ
り
近
代
前
ま
で
は
日
本

の
文
化
も
時
代
に
よ

っ
て
様
相
が
違

い
ま

す
が
、
し
か
し
、
基
本
的
に
は
や
は
り
二
重
構
造
を
な
し
て
い
る
時
期

が
長
か

っ
た
上
に
、
そ
の
よ
う
な
時
期
も
か
な
り
長
か

っ
た
の
で
す
。

こ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
日
本
文
化
全
体
を
構
造
的

に
究
明
す
る
こ
と

に
よ
り
ま
し
て
、
同
じ
東
洋
文
化
圏
に
お
け
る
文
化
接
触
の
種
々
な
現

象
並
び
に
東
西
文
化
の
摩
擦
と
調
和
と
い
っ
た
様

々
な
現
象
が
そ
れ
ぞ

れ
の
方
法
論
で
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
非
常
に
有
益
で

お
も
し
ろ

い
作
業
で
す
。

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
研
究
作
業
は
重
大
な
意
義
が
あ
り
ま
す
の
で
、

厳
粛
な
姿
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
う
ま
く
や
れ
ば
種
々
の
啓

示
が
え
ら
れ
ま
す
が
、
独
断
的
な
や
り
か
た
、
あ
る
い
は
今
台
頭
し
て
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い
る
大
国
意
識
で
や
れ
ば
、

脇
道
に
ま
よ
い
こ
む
危
険
も
な
い
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
本
当
に
人
類
文
化
の
立
場
で
こ
の
問
題
を
究
明
す
る
な
ら

ば
、

日
本
文
化

の
構
造
的
特
徴
は
、
世
界
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

い
ケ
ー

ス
の

一
つ
な

の
で
、
日
本
文
化
の
将
来

の
可
能
性
に
も
有
益
で
す
し
、

ま
た
人
類
文
化
の
発
展
に
も

い
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

以
上
、
甚
だ
繁
雑
で
す
が
、

一
日
本
文
化
研
究
者

の
考
え
か
た
を
説

明
し
、
日
本
近
代
文
化
の
二
重
構
造

の
解
析
を
試
み
ま
し
て
、
日
本
文

化
研
究
の
た
め
の

一
つ
の
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
中
に
は
ま
だ
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
紙
面
の
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
他
の
機
会
に
ゆ
だ
ね
た
い
と
思

い
ま
す
。

コ
メ

ン
ト

山
本

有
造

高
先

生

の
ポ

イ

ン
ト

は
二

つ
あ
り

ま
し

て
、

一
つ
は
中
国

に
お
け

る

日
本

研

究

の
現
状

の
話

と
、

先
生

ご
自
身

の
文
化
論

で
し

た
。

前
者

に

つ
き

ま
し

て
は
、

高

先

生
も

そ

の
作
成

に
当

た
ら

れ
ま

し

た

「
中
国

に
お
け

る

日
本

研

究
」

と

い

う

、

こ
れ
は
中

国
版

と

日
本
語

版

が
あ
り

ま
し

て
、

最
近

、

日
本
語

版

が
国

際

交

流

基
金

か
ら

立
派

な

パ

ン
フ

レ

ッ
ト

に
な

っ
て
出

ま
し

た
。

中
国

に

お
け

る

日
本

研
究

の
概

要
、
そ
れ

か
ら

≦
げ
o
、ω
毛
げ
o
も
入

っ
て
お

り
ま
し

て
、
こ
れ

が

大
変

お
も

し

ろ

い
の

で
す

。

日
本

研
究
者

デ

ィ

レ
ク
ト

リ
!

が
半

分
と
、

何
人

の
人
が

ど
う

い
う

研
究

に
ど
う

い
う

形

で
従
事

し

て

い
る
か

と

い
う

サ
ー

ベ
イ

も
載

っ
て
お

り
ま
す

。

た
だ

し
、

一
九

八
四

年

の
調

査

で
す

の
で
、

高
先

生

が

ご
紹
介

に
な

っ
た

よ
う

に
、

そ

の
後
急
激

に
変

わ

っ
て

い
る

の
も
事

実

で
す

か

ら
、

改

訂
版

を
す

ぐ
出

し

て

い
た
だ
き

た

い
と
思

っ
て

い
ま
す

。

後
半

の
近
代

化

論

に

つ
い
て

は
、
高
先

生

は

「
日
本

近
代
成

功

の
意
味

す

る

も

の
」

と

で
も

い
う

ん
で
し

ょ
う

か
、
小

さ

な
書
物

を
出

さ

れ
て

お
ら

れ
ま

し

て
、
今

日

の
お
話

は
そ

れ

の

エ

ッ
セ

ン

ス
を
話

さ

れ

た

の
で
は
な

い
か
と
思

い

ま
す

。
結
論

か

ら
申

し

ま
す

と
、

日
本

の
文

化
を

二
重
構

造

と
し

て
と

ら
え

る

こ
と

に

つ

い
て

は
、
私

も
大

体
賛

成

で
す
し

、
大

体
そ

の
と
お

り
だ
ろ

う

と
考
え

ま

す

。

田
中
角

栄

が
プ

レ

ス
に
会
う

と
き

に

は
背
広

を
着

て
下

駄
を
履

い
て

い
る

と

い
う

意
味

で
、

西
洋

的

な
も

の
と

日
本

的
な
も

の
が
常

に
併
存

し

て

い
る
と

い
う

と
ら

え
方

は
ま

さ

に
そ

の
と
お

り

だ
ろ
う

と
感

じ
ま
す

。

し

か
し

こ

こ
で
は
、

若
干

の
疑
義

と
質

問

を

一
つ
ず

つ
申

し
上

げ

た

い
と
思

い

ま
す
。

疑
義

と

い
う

の
は
、

こ

こ
に
挙
げ

ら
れ

た
事

例

の
幾

つ
か

で
す

が
、
そ

の
中

に

は
ど
う

も
も

う

ひ
と

つ
ふ

さ
わ
し

く
な

い
も

の
が
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ
ま
す

。

例

え

ば
東
西

文
化

併
存

の
代

表
的

な
も

の
と
し

て
、

日
本
文

学

の
純
文

学

と

大
衆

文
学

を
横

の
二
重
構

造

の
例

と
し

て
出

さ
れ

ま
し

た
け

れ
ど
も

、

こ

の
点

に

つ
い
て
は

ど
う
も

本
当

か

な
と
思

う

の

で
す

。

田
中
角

栄
ぐ

ら

い
の
こ
と

だ

と
併

存

は
よ

く
わ

か
る

の
で
す

け

れ
ど
も

、

純
文

学
と
大

衆

文
学

が
西
洋

的

な

も

の
と

ア

ジ
ア
的
あ

る

い
は

日
本
的

な
も

の
と

の
併

存

の
例

だ
と

い
わ

れ
る

と
、

本
当

か
し
ら

と

い
う

気

が
し

な

い
で
は

な

い
。

も

う

一
つ
、

縦
方

向

に
も

二
重
構

造

に
な

っ
て

い
る
と

お

っ
し

ゃ

っ
て
、

日

本

に

は
上
流

文
化
層

と
底

流
.文
化
層

が
あ

る
と

お

っ
し

ゃ

ら
れ

る
と
、

は

て
ま

た

こ
れ

も
そ

う

だ
ろ
う

か
と

疑
問

に
思

う

の
で
す

。
上

流
文

化

が
な

い
と

こ
ろ

が
日
本

の
ま

さ

に
日
本

た
る
所

以

だ
と

、
私

は
考

え

て
お

り
ま
す

の
で
、

バ
タ

く

さ

い
面

と
泥
く

さ

い
面

が
あ

る
と

い
う
程
度

な

ら

わ
か

る

の
で
す

が
、

日
本

の
中

に
上
流

文
化

層

と
底
流

文
化
層

と

が
あ

る

と

い
わ
れ

る
と
、

そ
う

で
し

ょ

う

か

と

い
う

疑
問

を
持

た

ざ
る
を
得

な

い
気

が
す

る
。
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法
律

の
問

題

に

つ
い
て
も

、

こ
う

い
う
例

で
そ
う

い
う

こ
と

が

い
え

る

の
か

な

と
、

若
干

気

に
な

り
ま
す

。
そ

の

へ
ん

が
高
先

生

の
二
重
構

造

に
対
す

る
疑

義

と

い
う

か
問
題

点

で
す
。

第

二

の
質

問

と
申

し
ま
す

の
は
、
本

日

の
報
告

に
対

し

て
は
若

干
無

理
な

注

文

に
な

る

の
は
承

知

の
上

で
車

し
上
げ

ま
す

の
で
、

お
答
え

は

い
ず

れ
と

い
う

こ
と

で
も
結

構

で
す

が
、

二
重

構

造

が
そ
う

い
う

形

で
あ

る

こ
と
は
よ

く

わ
か

る
。
し

か
し

、

そ
れ

が
日
本
特

殊

的

で
あ

る

こ
と
を
中
国

の
研
究
者

で
あ

る
高

さ

ん

は
な

ぜ
だ

と
お
考

え

に
な

る
か
。

仮
説

で
も

思

い
つ
き

で
も
結

構

な

ん
で

す

が
、

高

さ
ん

の
お
考

え
を

少
し

教

え
て

い
た

だ
け

る
と
、

我

々
に
と

っ
て
啓

発
さ

れ
る

と

こ
ろ
が
多

い
の

で
は
な

い
か

と
考

え
ま
す

。

中

根

山
本
先

生

が
出

さ
れ

た
問

題

に
対

し

て
高

さ
ん

か
ら

お
答

え

い
た
だ

く
前

に
、

皆

さ

ん
も

二
重

構
造

に

つ
い
て

は

い
ろ

い
ろ

お
考

え

が
あ

る

と
思

い
ま
す

の
で
、

ほ
か

の
方

か
ら
も

お
伺

い
し

た

い
と
思

い
ま
す

。
最

初

に
、
純

文
学

と
大

衆

文
学

に

つ

い
て
、

キ

ー

ン
さ
ん

に

コ
メ

ン
ト
を

い
た
だ
け

ま
す

か
。

キ

ー

ン

毎

年

の
よ
う

に
、
毎

日
新

聞

だ
と
思

い
ま
す
け

れ

ど
も
、

日
本

の
読

者

の
調

査

を
す

る

ん
で
す
。

去

年
、

一
番

お
も

し
ろ

く
読

ん

だ
小

説

と

か
を

聞

き
ま
す

け

れ
ど

も

、
大
体

に
お

い
て

は
大
衆

小
説

が
選

ば
れ

て
な

い
ん
で
す
。

大
体

み
ん
な

「
夏
目

漱

石
」

が
よ

か

っ
た
と

か

「
ト

ル
ス
ト
イ

」

が
よ

か

っ
た
と

か
答

え

て

い
ま
す
。

一
番

好

き

な
音

楽

は
何

か
と

い
う

と
、

み
ん
な

「
バ

ッ

ハ
」

と
答

え

ま
す
。

で
す

か
ら
、

私

は

調

査
を

信
じ

ま

せ
ん
。

調
査

の
返

事

は
調
査

の
た
め

の
返
事

で
、
本

音

で

は
あ
り

ま

せ

ん
。
部

数

か
ら

い
う

と
、

ど
う

い
う
本

が
よ

く
売

れ

た
か
、

そ

れ
は
確

実

に
わ

か
り
ま

す

け

れ
ど
も

、
何

が
愛

さ

れ
た

か
、
非

常

に
熱
心

に
読

ま

れ
た

か
は
別

の
問

題

だ
と
思

い
ま
す

。

確

か

に
外

国

で
は
絶

対

に

ベ
ス
ト

セ
ラ
ー

に
な

ら
な

い
よ

う
な

本

が
日
本

で

ベ

ス
ト

セ
ラ

ー

に
な

っ
て

い
ま

す
。

例

え
ば
数

年
前

で
し

た

が
、
難

し

い
文
学

分
析

方
法

で
あ

る
記
号

法

の
本

が
十

八
万
部

も
売

れ

ま
し

た
。

ア
メ

リ
カ

だ
と

せ

い
ぜ

い

一
八

○
○
部

ぐ
ら

い
で
し

ょ
う

。

そ
し

て
読

ん

だ
人
は

い
る

で
し

ょ
う
け

れ

ど
も
、

読

ん
で
理

解
し

た

か
ど
う

か
は

わ

か
り
ま

せ

ん
。

こ
う
し

た

こ
と

は
日
本

文
化

の

一
つ
の
特

徴

か
も

し
れ
ま

せ

ん
。

山
本

個

人

の
中

の
上

層

文
化

と
底

流
文

化
な

ら
あ

る
か
も

し

れ
ま

せ
ん

ね
。

中

根

個

人
単

位

の
二
重

構
造

で
す

か
。

中

西

今

の
キ

ー

ン
先

生

の
お
話

に

つ
な

が
る
も

の
で
す

か
ら
、

ち

ょ

っ
と
発
言

さ

せ

て

い
た
だ

く

の
で
す
け

れ

ど
も
、

今

の
キ

ー

ン
先

生

の
お
話

を
伺

っ
て

い
て
、
高

先
生

の
発
想

そ

の
も

の

が
中

国

の
国
際

的

な
研

究
な

の
か

な
と

い
う
気

が

い
た

し
ま

し
た
。

私

は

こ
の
半

年
ぐ

ら

い
中
国

に
お

り
ま
す

が
、

テ

レ
ビ
を

見

ま
す

と
、
常

時
出

て

く

る
も

の

が
二

つ
ご
ざ

い
ま
す

。

一
つ
は
孫
悟

空

、
も

う

一
つ
は
京
劇

な
ん

で
す
。

中
国

の
人

は

ど
う

し

て

こ
ん
な

に
孫
悟

空

が
好

き
な

の
だ
ろ
う

と
思

わ
れ

る
ぐ

ら

い
に
孫
悟

空

は
愛

さ

れ

て

い
る
。

ま

た
、
飽

き

も

せ
ず

と

い
う

と
高
先

生

に
申

し
わ

け
な

い
け

れ

ど
も

、
京
劇

の
ヒ

ュ
ー

ン
ヒ

ュ
ー

ン
と

い
う
唸

る
よ

う
な
声

を
聞

い
て

い
ま
す
。

そ

し

て
そ

の
京
劇

の
主

人

公

は
お

お
む
ね

古
典

の
主

人
公

で
す
。

で
す

か
ら
、

大
衆

に
習

慣

的

・
生
活

的

に
愛
さ

れ

て

い
る
読

物

は
確

か

に
あ

る
わ
け

で
す

ね
。

恐
ら

く
そ
う

い
う

イ

メ
ー

ジ
は
、

日
本

ふ
う

に

い
う
と

大
衆

小
説

、
例

え

ば
宮

本

武
蔵

と

か
三
国

志

に
な

る

ん
じ

ゃ
な

い
か

と

い
う

気

が
す

る
ん

で
す
。

そ

こ
で
私

の
質
問

は
、

日
本

に
お

け

る
大
衆

小
説

と
純

文
学

の
あ

り
方

を
考

え

る
と

す

る
と
、

中
国

で

は
ど
う

な

っ
て

い
る

の
か
、

中
国

と

ど
う
区

別

さ
れ

て
日
本

の
特

色

と
し

て
高

先
生

は

お

っ
し

ゃ

っ
た

の
か
、

そ

こ
を
伺

い
た

い
と
思

い
ま
す

。

李

日
本

の
文

化
的

特
色

は
、

欧
米

、

ま
た
韓

国
、

中
国

と

一
番
違

っ
た
と

こ
ろ

は
、

専
門

的
な

も

の

の
大

衆
化

な

ん

で
す

ね
。

例

え
ば
、

連
句

と

い
う

の
は
も

の
す

ご
く

難

し

い
文
学

な

ん

で
す

が
、

日
本

の
江

戸
時

代

で
は
、

町

人
ま

で
が

そ
れ
を

作

っ
て
遊

ん

で

い
ま

し
た
。

ま

た
、
数

学

の
微

分

・
積

分

み

た

い
な
高

等
な

数
学

を
、

町

人
た

ち
が

賞

品
を

賭
け

て
遊

び
な

が
ら

や

っ
て

い
る
。

こ
う

い
う

こ
と

は
世
界

的

に
も
例

が
な

い
。

現

代

で

は
ど
う

か
と

い
う

と
、

工
場

で
は
Q

C

サ
ー

ク

ル
と

い
う

の
が
あ

っ
て
、

労
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働
者

が
十
五

分
間

ぐ

ら

い
自

分

の
考

え
た

こ
と
を

発
表

し
ま
す

け

れ

ど
も
、
外

国

か
ら

見

物

に
来

た
人

た
ち

は
そ

れ
を
見

て
、

大
学

の
教

授

が
や

っ
て

い
る

こ
と
よ

り
も
す

ご

い
と

い
う

ん

で
す

ね
。

今

の
話
題

で
あ

る
文

化
論

と

つ
な
げ

て
考

え

た

い
の
は
、

記
号

論

が
十
八

万
部
売

れ

た
が
、

果

た
し

て
本
当

に
読

ん

で
理
解

で
き

た

か
ど
う

か

と

い
う

こ
と
は
問

題
じ

ゃ
な

い
と
思

い
ま
す
。

そ
う

い
う

こ
と
よ

り
も
、

分

か
ら
な

い
の

に
な

ぜ

そ
れ
を

買

っ
た

の

か
、

と

い
う

こ
と
が

問
題

に
な

る
と
思

い
ま
す
。

私

が
考

え
ま
す

の
に
、

こ
れ

は
ま

さ

に
知

的
好
奇

心

な
ん

で
す

ね
。
知

的
好

奇
心

が

日
本

の
大
衆

は
世

界
的

に
も

珍
し

く

強

い
ん
で
す

ね
。

こ
れ
を

実
証

的

に
見
れ

ば
、

テ
!
プ

レ

コ
ー

ダ
ー

と
か

V
T

R
は
も

と

も
と
放

送
局

な

ん
か

で
使
う

専
門

的
な

機
械

な

ん
で
す

が
、

そ
れ

を
大

衆
化

し

て
カ

セ

ッ
ト

.
テ

ー

プ

レ
コ
ー

ダ
ー

に
し

た

り
、

V
H

S
な

ん
か

で
ホ
ー

ム
ビ
デ

オ
を
開

発
し

た

の
が

日
本

の
文
化
な

ん

で
す

ね
。
放

送
局

で
使

う
も

の
を

茶

の
間

に
持

ち
込

ん
だ

ん
で
す

ね
。

こ
う
し

て

み
ま
す

と
、

大
衆

が
難

し

い
専
門

の
話

を
し

が

ち
な

の
を
、

建
前

に
過

ぎ

な

い
と
言

っ
て
し
ま

う

の

で
は
な

く
、
大

衆
的

な

人
が
専

門
的

な
も

の
に
対

し
て
非

常

な
好

奇
心

を
持

っ
て

い
る
、

と

い
う

こ
と
自
体

に
日
本
文

化

の
特
色

が
あ

る

と
言

っ
た

方

が
よ

い
の
で

は
な

い
で
し

ょ
う

か
。

も
う

一
つ
言

い
た

い

こ
と
は
、
大

衆

文
学

と
純

文
学

が

二
重

構
造

に
な

っ
て

い
る
と

い
う
指
摘

で
す

が
、
よ

く
見

て

み
れ
ば

、

ど

こ
の
国

で
も
大

衆
文
学

と

純
文

学

は
あ
る

の
で

は
な

い
で
す

か
。

こ
う

し

た
二
重

構
造

が
な

い
文

化

が
果

た
し

て

こ
の
地
球

上

に

あ

る

で
し

よ
う

か
。

そ
う

し
ま

す

と
、

二
重
構

造

と

い
う

の
は

日
本

だ
け

の
現

象

で
は
な

く

て
、
人

類

の

共
通

の
現
象

と

言
え
ま

す
。

ど

こ

の
国

の
文
学

で
も
純

文
学

と
大

衆
文

学

は
あ

る
。

た

だ
、
多

く

の
国

で

は
、

大
衆

は
大

衆

文
学

を
読

み
、
専

門
書

は
専

門
家

だ
け

が
読

む

の

に
、

日
本

の
大

衆

は
も

の
す

ご

い
知
的

好
奇

心

が
あ

っ
て
、

ト

ル
ス
ト

イ

と
か

サ

ル
ト

ル
と

か
記
号

論

を
読

む
。

専
門

家

で
も
な

い
人

が
そ
う

い
う

も

の
を
読

む

こ
と
自

体

に
、

日
本

的
特

殊
性

が
あ

る

の
で
あ

っ
て
、
文

化

の
二
重
構

造

と

は
違

っ
た
も

の
じ

ゃ
な

い

か

と
考

え
ま
す

。
そ

う

い
う
観

点

か
ら
言

う

と
、

む
し
ろ

日
本

で

は
上

流

と
底

流
と

の

差

が
あ
ま

り
な

い
と

い
う

こ
と

な

ん
で
す

ね
。

お
前

は
大

衆

だ
か
ら

大
衆

の
も

の
を

や

れ
、

お
前

は
専

門
家

だ

か
ら
専

門

だ
け
や

れ

と

い
う

の
で
は
、

ほ

か

の
国

よ
り

は
ギ

ャ

ッ
プ

が
狭

い
ん
じ

ゃ
な

い
か
と

思
う

わ
け

で
す

。

キ

ー

ン

李
さ

ん

の
発
言

は

お
も
し

ろ
く

聞
き

ま
し

た

が
、
私

は
ち

ょ

っ
と
逆

説
的

な

こ
と
を
申

そ
う

と
思

い
ま

す
。

今

の
日
本

の
現
状

は
逆

で
す

ね
。

専

門
家

が
平
気

で
俗

悪
な

も

の
を
読

ん

で

い
る
国

が

日
本

で
す
。

マ
ル
ク

ス
の

「
資
本

論

」

が

マ
ン
ガ
本

に
な

る
し
、

あ

る

い
は
最
近

は

三
島

由
紀

夫

が

マ
ン
ガ
本

に
な

り

ま
し

た
。

そ
れ

は

ほ
か

の
国

で
は
ち

ょ

っ
と
想
像

も

で
き
な

い
現
象

で
す

。

と

こ
ろ

が
今

で
も

ア

メ
リ

カ

の
大

学

教
授

は
、

テ

レ
ビ
を

見
ま

し

た
と

は
絶
対

に
言

い
ま

せ
ん
。

つ
ま

り
テ

レ
ビ
を
見

る

こ
と
自

体

が
、
学

者

ら
し
く

な

い
と
見

な
さ

れ

て

い
る

か
ら

で
す
。

も
し

ど
う

し

て
も
言

わ
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
場

合

は
、
夕

べ
、

た
ま

た
ま

お
ば

の
家

に
行

っ
て

ら
、
そ

れ
を

見

せ
ら

れ
た

と

い
う

よ
う

な
言

い
方

を
し

ま
す

。

自

分

の
意
思

で
、

自

分

で
進

ん

で
見

た
と

い
う
印

象

を
避
け

た

い
の
で
す
。

と

い
う

こ
と

で
、
李

さ

ん
が

お

っ
し

ゃ

っ
た

の
と

は
逆

の
現
象

で
す

。

現
代

の
日
本

で
は
、

上

の
人

た
ち
も

下

の
も

の
を
喜

ん

で
取

り
上

げ

る

の
で
す

。

あ

る

い
は

こ
う

し

た

こ
と

は
現

代

に
限

ら
な

い
か
も
知

れ
ま

せ
ん
。

室

町
時
代

の
貴

族

た
ち

は
、

古

い
貴
族

的

文
化

に

だ
ん

だ
ん
飽

き
飽

き
し

て
き

て
、

地
方

の
田
楽

と

い

う
踊

り
を

都

に
呼

び
寄

せ
た

の
で
す
。

つ
ま

り
高
級

文
化

に
飽

き
飽

き
し

た
上

の
人
達

が
、

下

の
人
達

の
新

し

い
、
気

力

の
あ

る
、
面

白

い
文
化

を
積

極
的

に
取

り
入

れ

る
。

こ
れ
も

日
本
文

化

の

一
つ
の
特
徴

で
す
。

ネ
ウ

ス
ト
プ

ニ
ー

日
本

の
大

衆
文

化

へ
の
関

心

は
、
最

近
、

オ
ー

ス
ト

ラ

リ
ア

で
も

大
変

強

く
出

て
き
ま

し

た
し
、

ド
イ

ツ
に
も
あ

り

ま
す
。

ア

メ
リ

カ

に
も

あ

る

の
で
は

な

い
か

と
思

い
ま
す

け

れ
ど
も

、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、

ド
イ

ツ
、

ア

メ
リ
カ

の
場
合

に

は
パ
ラ

ダ
イ

ム
か

ら
出

て
き

て

い
る
興

味
だ

と
思

う

の
で
す
。

パ
ラ
ダ
イ

ム
で
は
、

日

本

の
中

の
バ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
、

い
ろ

い
ろ
な

種
類

の
も

の
に
興
味

を
持

つ
と

い
う

ル
ー

ル
が
含

ま
れ

て

い
る
わ

け

で
す

。
高

先

生
も

同
じ

よ
う

な

パ
ラ
ダ

イ

ム
か
ら
出

発

し
て

い
ら

っ
し

ゃ
る

の
で
し

ょ
う

か
。

そ
れ

と
も

、
何

か
別

の
パ
ラ
ダ

イ

ム
か
ら

別

の
目
標
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が
あ

っ
て
、

出

発
し

て
お

ら
れ

る

の
で
し

ょ
う

か
。

中

根

高
先

生
も

い

い
た

い
こ
と

が
お
あ

り

の
よ

う

で
す

。

高
先

生

は
、
今

、
皆

さ

ん

が
お

っ
し

ゃ

っ
た

こ
と
が

よ
く

お
わ

か
り

に
な

っ
た

と
思

い
ま
す

が
、

な

ぜ
高
先

生

が

日
本

を

二
重

構
造

と
特

に
お
考

え

に
な

る

か
と

い
う

こ
と
な

ど
も

お
答

え

い
た

だ
き

た

い
と
思

い
ま

す
。

高

私

が
お
話

し
た

こ
と

は
、

二
重
構

造

と

い
う

考

え
方
も

、
単

な

る

一
つ
の
問

題
提

起

と

し

て
申

し
上

げ

た
ま

で

の
こ
と

で
す
。

二
重

構
造

と

い
う

の
は
、

確

か

に
ど

の
国

で
あ

れ
、

あ

る
程
度

そ
う

い
う

現
象

は
あ

る
と
思

い
ま

す
け

れ

ど
も
、

し

か
し
考

え

て

み
れ
ば
、

日
本

の
二
重
構

造

は
、
例

え
ば

中

国
、

フ
ラ

ン

ス
の
そ

れ

と
は

ど
う
も

違
う

と

こ
ろ

が
あ

る
ん
じ

ゃ
な

い
か
と
思

い
ま

す

。

と

い
う

の
は
、
例

え

ば
中
国

の
礼

儀
作

法

の

こ
と
を
考

え

て
み
ま

す
と

、
宮

廷

の

皇

族

の
人

た
ち

に
は
非

常

に
厳
し

い
礼

儀
作

法

が
あ

り
ま
す

け

れ
ど
も

、
庶

民

の
問

に

は
そ

ん
な

こ
と

は
あ

ん
ま

り
な

い
。
確

か

に
、

い
わ

ゆ
る
上

流

の
も

の
も
あ

っ
た
し
、

底

流

に
流

れ
て

い
る
も

の
も

あ

る
わ
け

で
す

け
れ

ど
も

、

日
本

の
場

合

と
ち

ょ

っ
と
違

う

と

こ
ろ

が
あ

る
と
思

わ

れ
ま
す

。
簡

単

に

い

い
ま
す

と
、
中

国

の
場
合

は

一
つ
の
民

族

文
化

の
中

の
層

な

ん
で
す

。
あ

く
ま

で
も

こ
れ

は
同

じ
伝

統

の
中

の
も

の
だ

と
考

え

て
よ

ろ
し

い
ん
じ

ゃ
な

い
か
と
思

い
ま

す
。

で
す

け

れ
ど
も

、

日
本

の
近
代

に

お
き
ま

し

て

は
、

バ
タ
臭

い
も

の
と
泥
臭

い
も

の
と
源

が
同
じ

で
あ

る

か
と

い

い
ま
す

と
、

そ

う

で
は
な

い
ん

で
は
な

い
か
と
思

う

の
で
す

。

こ
う

い
う
現
象

は
、

あ

る
程
度

は
途

上

国

で
も

出

て
く

る
か
も

し

れ
ま

せ
ん
け

れ

ど
も
、

日
本

の
場

合
、

こ
う

し

た
異
質

な
文

化

の
二
重
構

造

と

い
う

も

の
が
顕

著
な

の
で
は
な

い
か
と
考

え

た
わ
け

で
す
。

中
国

は

ど
う
な

っ
て

い
る

の
か
、
あ

る

い
は

こ
う

し

た
考

え
方

は
ど

こ

か
ら
き

て

い

る
か

と

い
う

ご
質

問

で
す

が
、
簡

単

に

い
い
ま
す

と
、
中

国

で

は
、

上

流
と

底
流

は
あ

る
程
度

あ

り
ま
す

。
し

か
し

、
脈

絡

は
大
体

同
じ

で
、
底

流

の
も

の
は
簡

略
式

に
な

っ

て
は

い
ま
す

け

れ
ど
も

、
大

体
上

流

の
も

の
と
同

じ
よ
う

な

パ
タ

ー

ン
が
残

っ
て

い
る
。

そ

の
源
流
を

た

ど
れ

ば
、
大

体
同

じ

と

こ
ろ
か
ら

出

て

い
ま
す

。

中

西
先

生

が
孫
悟

空

だ

と
か

お

っ
し

ゃ

い
ま
し

た

が
、

日
本

の
純

文
学

、

大
衆

文
学

と

い
う

考

え
方

で
考
え

ま
す

と
、

孫
悟

空

は
ど

っ
ち

に
な

る
か

と
考

え

る
と

、
本
当

を

い

い
ま
す

と
困

っ
ち
ゃ

い
ま
す
。

孫

悟
空

は
大

衆

の
方

か
ら
も

か
な

り
読

ま

れ
て

い
ま

す
し

、
大

衆

の
考

え
方

も

そ

の
中

に
随

分
入

っ
て

い
る

の

で
す

が
、

し

か
し
そ

う

は

い

っ
て
も

「
西
遊

記
」

と

い
う
作

品

は
中
国

の
名

作

に
な

っ
て

い
て
、

純
文

学

に
な

っ
て

い
る
ん

で
す
。

一
方
、

日
本

の
明
治
時

代
、

あ

る

い
は
大

正
時
代

の
名
作

と

い
わ

れ

る
純
文
学

の
作

品
を

考

え
て

み
ま
す

と
、

ち

ょ

っ
と
短
絡

的
な

判
断

か
も

知

れ
ま

せ
ん
け

れ

ど
も
、

い

わ
ゆ

る

「
自
我

」

の
追

求

と

い
う

こ
と

が
テ
ー

マ
に
な

っ
て

い
て
、

伝
統

的
な
物

語

や

小
説

と
狙

い
が
大

分
違

う

よ
う

に
思

う

わ
け

で
す
。

中
国

の
昔

の
文
学

は
、

い
わ
ゆ

る

「
詩

は
志

を
言

う
」

と

い
う

い

い
方

が
あ

り
ま
す

よ
う

に
、
唐

の
時
代

、
あ

る

い
は
そ

の
前

の
時

代

か
ら
、

イ

ン
テ
リ

の
人

た
ち

は
何

の

た

め
に
詩

歌
を

作

る
か
と

い

い
ま
す

と
、

自

分

の

「
志
し

」
を

他
人

に
知

っ
て
も

ら
う

た

め
、
あ

る

い
は
自

分

の
中

の
も

の
を
表

す

た
め
な

の
で
す

。

中
国

の
文

学
作

品

は
小

説

に
し

て
も
詩

に
し

て
も

、
確

か

に
上
下

の
差

が
あ

り
ま
す

け

れ

ど
も
、

同
じ

源
を
持

っ
た
も

の
だ
と

見

て
ま
ず

間
違

い
な

い
だ
ろ
う

と
思

い
ま
す

。

と

こ
ろ

が
、

日
本

の
伝

統

の
中

に
は
西

洋
的

な

「
自
我

」
を

表
現

す

る
と

い
う
よ

う
な

こ
と
は
、

ほ

と
ん

ど
な

か

っ
た

の
で

は
な

い
か
と

思
う

ん

で
す

。

中

根

外
来

の
も

の
と

い
う
要
素

が
非

常

に
強

く
頭

に
入

っ
て

い
ら

っ
し

ゃ

る

の
で
、

二
重

構
造

だ
と

。
上

流
と

底
流

と

い
う

の
を
問

題

に
お
出

し

に
な

っ
た

の
で
、

ち

ょ

っ

と
混

乱
し

た
と

思

い
ま
す

け
れ

ど
も

、
今

の
お
答

え

で
随

分

は

っ
き

り
し

た

と
思

い
ま

す

が
。

山
田

高

さ

ん

の
お
話

を

ち

ょ

っ
と

補
足

し

た

い
の
で
す

が
、

孫
悟

空

の

『
西
遊

記
』

が

日
本

の
大

衆

小
説

と

ど

こ
が
違

う

か
と

い
う

こ
と
を
申

し
上

げ
ま
す

と

、

『
西
遊
記

』

の
冒

頭

に
、
世

界

が
形
成

さ
れ

て

か
ら
孫

悟
空

が
生

ま

れ
る
ま

で

の
宇

宙

の
歴
史

が
書

か
れ

て

い
ま
す

。

こ
れ

は
北
宋

の
哲

学
者

の
邵
康

節

の

『皇

極

経
世
』

と

い
う
書

物

に

み
え

る
説

の
実

に

み
ご
と

な
解

説
な

ん

で
す
。

こ
の

『皇
極

経

世
』

は
、

私

の
属

し

て

お
り

ま
す

研
究

所

の
初

代

の
所

長

で
あ

っ
た
狩

野
直

喜

が
、
邵
康

節

を
地

下

か
ら
呼

び

出

し

て
聞

い
て
み

る

の
で
な
け

れ
ば

何
を

い

っ
て

い
る

の
か
わ

か
ら

ん
と

評
し

た

ほ
ど

難
し

い
哲

学
書

な

ん
で
す

が
、

そ

の
実

に
み

ご
と
な

具
体

的
な
解

説
書

に
な

っ
て

い
る
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ん

で
す
。

私

は
邵
康

節

の
哲

学
を
知

り

た
け

れ
ば
孫

悟
空

を
読

み
な
さ

い
と

い

っ
て

い

る

の

で
す

け

れ
ど

も
、

日
本

の
大
衆

小
説

に
は
、

西
田
幾

多
郎

の
哲

学
を

知

り
た
け

れ

ば

ど
う

ぞ

こ
れ
を

お
読

み
な

さ

い
と

い
う

大
衆

小
説

は
恐

ら

く
な

い
の
で
は
な

い
か
と

思

い
ま
す

。

そ
う

い
う
意

味

で
は
、

高

さ
ん

が
迷

わ
れ

る
よ
う

に
、

『
西
遊

記
』
は
大

衆

文
学

な

の
か
純

文
学

な

の
か
区

別

で
き
な

い
と
思

わ
れ
ま

す
。

ワ
ー
ゴ

高
先

生

が
二
重

構
造

を
指
摘

し

た

と

こ
ろ
は
有
意

義

だ

と
思

い
ま
す

し
、

私

も

日
本

の
文
化

に
は

二
重

構
造

が
あ

る
よ

う

に
、
直

観
的

に
ず

っ
と
前

か
ら
思

っ
て

い

た

の

で
す

が
、

た

だ
単
な

る

二
重
構

造
じ

ゃ
な

く

て
、

い
ろ

ん
な

と

こ
ろ
で

二
重
構

造

が
絡

み
合

っ
て

い
る

み
た

い
な

感
じ

が
す

る

の
で
す

。

一
つ
は
、
「
上
流

の
も

の
と
底

流

の
も

の
」
と

い
う

見
方

と

「
外
来

の
も

の
と
土
着

の

も

の
」

と

い
う

も

の
が
絡

み
合

っ
て

い
る
場
合

が
あ

る
。

例

え
ば

お
能

は
伝
統

的
な

も

の
で
は
あ

る

が
底
流

の
も

の
と
は

い
え
な

く

て
、
上

流

の
も

の
と

し
か

い
え
な

い
。

ロ

ッ
ク

の
音

楽

は
、
舶

来

の
も

の

で
は
あ

る
が
、

大
概

の
人

は
上

流

の
も

の
と

い
わ
な

い
。

日
本

の
上
流

、
底

流

と

い
う

現
象

に

は
非

常

に
面

白

い
と

こ
ろ

が
あ

っ
て
、

赤
ち

ょ

う

ち
ん

に
行

っ
た

ら
、
労

働
者

と

か
大
学

教
授

と

か
社
長

と

か
分

か
ら
な

い
。

み

ん
な

同
じ

と

こ
ろ

に
行

く
。
少

な

く
と
も

ア

メ
リ

カ
だ

っ
た
ら

あ

り
得
な

い
よ

う
な

現
象

で

す
。

こ
の
よ
う

に
非

常

に
平
等

な
思

想
も

あ

る
片
面

で
、

別

の
場

面

で
は
も

の
す

ご
く

二
重

構
造

が
強

い
ん

で
す

。

つ
い
最

近
ま

で
日
本

で
は

「
西
洋

の
も

の
」

と

「
現
代

の
も

の
」

が
同

じ

だ
と
考

え

ら

れ
て
き

た
。

底
流

に
し

ろ
上

流

に
し

ろ
、
「
西
洋

的
な
も

の
」
だ

っ
た

ら
、
進

歩
的

で

か

っ
こ

い
い
と
思

わ
れ

て
き

た
。
し

か
し

「
日
本
的

な
も

の
」

が
古

臭

と

い
う

考
え

が
、

つ

い
最
近

破

れ
始

め
た
。

例

え
ば
山

本
寛

斎

と
か
、

フ
ァ

ッ
シ

ョ

ン
の
方

で

は

「
日
本

的
な

も

の
」

が
国
際

的

に
な

っ
て
し

ま

っ
た
。

国
際

的

に
活
躍

す

る
人

た
ち

が
、
西

洋

か

ら
習

っ
た

こ
と

を
考

え
な

が
ら
、

自

分

の
中

に
生

き

て

い
る
日
本

の
伝

統
的

な
も

の

を
、

自

分
な

り

の
総

合
的

な
形

と
し

て
作

品

に
し
出

し

て
、

そ

こ
に
普

遍

性
を

認

め
ら

れ

る
よ
う

に
な

っ
て
き

た
。

純
粋
な

伝
統

派

か
ら
見

る

と
、
あ

れ

は
本
当

の
日
本
的

な

も

の

で
は
な

い
と
言

わ

れ
る

け
れ

ど
も
、

外

か
ら
見

る
人

は
誰

だ

っ
て
あ

れ

は
日
本

的

だ

と

い
う

。

つ
ま

り

日
本

的

な
も

の

で
も

現
代

的
、

進
歩

的

に
な

り
得

る
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま

っ
た
。

こ
う

し

た
と

こ
ろ

に
新

し

い
発
想
法

が
生

ま

れ
て

く
る

ん
じ

ゃ

な

い
か
と
思

う

わ
け

で
す
。

園

田

高
先

生

の
話
、

非
常

に
興
味
深

く
聞

か
せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

二
重
構

造

に

つ
い
て
は
、

さ

ん
ざ

ん
な
目

に
遭

っ
て
お

い
で
に
な

り
ま
す

が
、

高
先

生

の
中
心

的
な

問

題
意

識

は
、
大

き
な

シ

ョ
ッ
ク
な
し

に
異
質

の
文
化

を
大

規
模

に
導

入
す

る

に
は

ど

う

や

っ
た

ら
可
能

か

と

い
う

と

こ
ろ

に
あ

る
ん
じ

ゃ
な

い
か
と
思

う

ん

で
す

。
「
二
重
構

造

の
フ

ァ

ン
ク

シ

ョ

ン
」

と

い
う

観
点

は
非

常

に
お
も

し

ろ

い
思

い
ま

す
。

も
う

一
つ
は
、

中
国

に

お
け

る

日
本

文
化

研
究

の
位

置

で
す
。

日
本

の
経

済
成

長
な

り
近
代

化
な

り

の
研
究

を

や

っ
て

い
て
、

そ
れ

だ
け

じ

ゃ
不

十

分

で
、

工
場

の
管

理
方

法

と

か
経
営

理
念

と

か
を
追

求

し
て

い
く
う

ち

に
、

「
文
化

研
究

」
と

い
う

こ
と

が
出

て

き

た

と
、
高

先
生

は
言

わ

れ
ま

し
た
。

こ
の
方
向

は
、

ネ

ウ

ス
ト
プ

ニ
ー
先

生

の
お

っ

し

ゃ
る
現
代

日
本

研
究

な

り
、

ジ

ャ
パ

ニ
ー
ズ

ス
タ

デ

ィ
ー

ズ

と
逆

の
方
向

を

た
ど

っ

て
来

て

い
る

の
か
な

と

い
う

気

が
す

る
ん

で
す
。

中

根

時
間

が
来

ま
し

た

の

で
、

最
後

に
高

先
生

と

山
本
先

生

に

ひ
と

こ
と
ず

つ
お
願

い
し
ま

す
。

今

の
お
答

え

か
ら

ど
う

ぞ
。

高

日
本
文

化

研
究

の
位

置
づ

け
と

い
う

こ
と

で
す

が
、

パ
ラ

ダ
イ

ム
と

い
う

問
題

で

言

い
ま

す

と
、

私
は

ど
う
も

ア

メ
リ

カ

の
研
究
、

ド

イ

ツ
の
そ

れ
と

か

み
合

わ

な

い
と

こ
ろ

が
あ

る
と
考

え

て
お

り
ま
す

。

そ
れ

は
独
特

の
歴

史
的

背
景

に
よ

る

と
考

え
ま
す

。

簡

単

に

い

い
ま
す

と
、

も

ち
ろ

ん
元

々
は

ジ

ャ
パ

ノ

ロ
ジ
ー

と

い
う
考

え
方

が
あ

っ
た

の

で
す

が
、

一
九

六

〇
年
代

の
初

め

ご
ろ

か
ら
転

換

が
あ

り
ま

し
て
、

非
常

に
細
分
化

し

て

や

っ
て

い
く
と
同

時

に
、
総

体

と
し

て

は
ど
う

い
う

ふ
う

に
見

た
ら

い
い
か
と

い

う

問
題

も
出

て
き

た

の

で
す

。

し

か
し
、

そ

の
後
、

一
、

二

年
間
ぐ

ら

い
で
プ

ロ
文
革

が
あ

っ
た
も

の
で
す

か
ら
、

こ
れ

で
も
う

全
部

だ

め

に
な

っ
ち

ゃ

っ
た

ん

で
す

。

そ
し

て
十

年
間
ぐ

ら

い
の
ブ

ラ

ン

ク
が
あ

っ
て
、
復

活
し

た

わ
け

で
す
け

れ

ど
も
、

今
度

は
ゼ

ロ
か
ら
始

め

る
と

い

っ
て

も

い

い
ほ
ど

の
状

態

に
な

っ
た

の

で
す

。

で
す

か
ら
、

今
度

は
総

体

の
方
を

ま
ず

や

っ

て
、

そ

の
中

の

一
つ

一
つ
を

位

置
づ
け

て
展

開

し
て

い
く

と

い
う

の
が
、

現
在

で
は
基

本

的

に
そ
う

い
う

考

え
方

が
非
常

に
強

い
ん

で
す

。
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経
済

か
ら
文
化

へ
と

い
う

基
本

的
な

流

れ
と

い
う

こ
と
を

お
話

申
し

上
げ

ま
し

た
け

れ
ど

も
、
特

に
日
本

経
済

を
勉
強

し

て

い
る
人

た
ち

は
、

ほ
と

ん
ど

「
機
能

」

と

い
う

こ
と

が
頭

の
中

に
あ

り
ま

し

て
、

そ

の
問

題
意
識

が
非

常

に
強

い
で
す

。

理
解

と

い
う

の
は
経
済

理
論

だ
け

で

は
わ

か
ら
な

い
も

の
で
す

か
ら
、

文
化

を
勉

強
す

る
と

い
う
機

運

が
高
ま

っ
て
き

た
わ
け

で
す

。
そ

の
底

流

に
あ

る
考
え
方

は
、
人

類

の
文
化

は
結

局

人
間

の
も

の
だ
か

ら
、

人
間
を

理
解

し
な

け
れ

ば

い
け
な

い
と

い
う

こ
と

で
す
。

あ

と

一
つ
付

け
加

え

さ
せ

て

い
た
だ
き

ま
す

と
、

私

は
二
重

構
造

と

い
う

こ
と

で
申

し
上

げ

ま
し

た
け

れ

ど
も

、

そ

の
中

に
よ
く
出

て

く
る
言

葉

と
し

て
、
伝

統

と
か
、

舶

来

と

か
、

バ
タ
く

さ

い
、

泥

く
さ

い
、

土
着

と

い
う

言
葉

が
ち

ょ
く
ち

ょ
く
出

て
き

ま

す

け
れ

ど
も
、

基
本

的

な
関

心

は
、

日
本

の
伝

統

は

ど
う

な

っ
て

い
る

の
か

と
、

い
う

と

こ
ろ

に
あ

る
わ

け

で
す

。

も
ち

ろ
ん

こ
れ

に

は

い
ろ

ん
な
議

論

が
あ

る
と
思

い
ま

す

け

れ

ど
も
、

私

の
考

え
方
と

し

て
は
、
ず

っ
と

一
つ
の
伝
統

が

一
本
通

っ
て

い
る
と

こ

ろ

と
、

そ
う

じ

ゃ
な

く
て
、

ち

ょ

こ
ち

ょ

こ
横

か
ら

い
ろ

ん
な
も

の
が
入

っ
て
き

て
、

交

流

の
う

ち

に
変

容

し
て

い
く

と

こ
ろ
と
、

タ
イ

プ

と
し

て
は
大

分
違

う

の
で

は
な

い

か
と

い
う

こ
と

で
す
。

山

本

私

が
本
来

申

し
上
げ

る

べ
き

こ
と

を
園

田
さ

ん
が

お

っ
し

ゃ

っ
て
く

だ

さ

っ
て
、

私
も

そ

の

こ
と
を

一
番
最
初

に

い
わ
な

け

れ
ば

い
け

な

い
と
思

っ
て

い
ま

し
た
。

私
自

身

は
、
そ

う
し

た
意

味

で
は
高

さ

ん

の
二
重

構
造

的

把
握

は

お
か
し

く
な

い
し
、

私
も

賛
成

す

る
と

い
う

こ
と
を

最
後

に

つ
け
加

え
さ

せ

て

い
た
だ
き

た

い
と
思

い
ま
す

。

一142一


