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西
亜
文
学
の
性
格

—
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Everything is grey, everybody is depressed ; the atm
osphere is one of hopeless m

elancholy 
 

—
—

M
aurice Baring (Landm

arks in Russian Literature)

　
露
西
亜
文
学
か
ら
人
が
受
け
る
第
一
印
象
は
、
陰
鬱
で
、
陰
惨
で
、
全
く
ど
う
に
も
救
い
よ
う
の
な
い
暗
い
感
じ

で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
圧
倒
的
な
印
象
だ
。
そ
れ
は
文
字
通
り
初
手
か
ら
我
々
の
心
を
圧
し
潰
し
て
し
ま
う
。
露
西

亜
の
詩
人
達
は
地
中
海
的
な
南
欧
の
詩
人
達
が
歌
う
、
あ
の
燃
え
立
つ
碧
空
の
歓
び
を
ま
る
で
知
ら
な
い
よ
う
に
見

え
る
。
露
西
亜
文
学
は
、
一
日
中
太
陽
の
光
の
射
し
込
ま
ぬ
薄
暗
い
部
屋
の
臭
い
が
す
る
。
だ
か
ら
人
は
明
る
い
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
向
う
時
の
よ
う
な
、
い
そ
い
そ
と
陽
気
な
、
は
ず
ん
だ
気
分
で
露
西
亜
文
学
に
赴
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
併
し
此
の
文
学
全
体
に
、
深
い
夜
霧
の
よ
う
に
濛
々
と
立
罩
め
て
い
る
一
種
独
特
な
暗
さ
を
、
一
度
本

当
に
味
っ
た
者
は
、
そ
の
暗
さ
が
有
っ
て
い
る
異
様
な
不
気
味
な
蠱
惑
を
、
最
早
絶
対
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
て
露
西
亜
文
学
を
「
愛
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
人
達
は
、
重
い
心
を
抱
き
な
が
ら

―
―
極
端
に
言
っ
て
了
う
な
ら
寧
ろ
嫌
々
な
が
ら
―
―
何
故
こ
ん
な
暗
い
処
へ
行
く
の
か
自
分
で
も
訳
が
わ
か
ら
ず

に
、
た
だ
何
者
か
不
思
議
な
も
の
の
喚
び
声
に
曳
か
れ
て
、
此
の
じ
め
じ
め
し
た
陰
鬱
な
部
屋
の
中
に
何
度
も
何
度



6

露西亜文学

も
入
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
露
西
亜
文
学
を
心
か
ら
愛
す
る
人
は
、
ま
さ
し
く
一
箇
の
憑
か
れ
た
人
、
露
西
亜
文
学

へ
の
我
々
の
愛
は
、
ま
さ
し
く
一
種
の
宿
命
で
あ
る
。
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
人
間
的
愛
の
現
象
の
裡
に
、
愛
が

直
ち
に
憎
悪
で
あ
り
、
憎
悪
が
そ
の
ま
ま
愛
で
あ
る
よ
う
な
怖
ろ
し
い
魔
性
の
情
熱
の
深
淵
を
垣
間
見
た
の
で
あ
っ

た
が
、
露
西
亜
文
学
そ
の
も
の
に
対
し
て
人
が
感
ず
る
―
―
と
い
う
よ
り
は
人
に
取
憑
く

0

0

0

0

0

と
言
っ
た
方
が
よ
い
―
―

愛
も
ま
た
そ
れ
と
い
さ
さ
か
も
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
自
分
は
露
西
亜
文
学
を
心
の
底
か
ら
愛
し
て
い
る
の
か
憎
悪

し
て
い
る
の
か
、
愛
と
憎
悪
の
区
別
が
つ
か
な
い
程
の
情
熱
を
感
じ
出
す
ま
で
は
、
人
は
露
西
亜
文
学
と
い
う
も
の

が
本
当
に
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
の
「
地
下
室
の
住
人
」
こ
そ
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ィ
ド
が
観
破
し
た
通
り
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
的
精
神
の
中

核
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
如
き
意
味
に
於
て
は
露
西
亜
的
人
間
自
体
が
既
に
そ
の
本
質
上
、
地
下
室

の
住
人
で
あ
り
、
露
西
亜
文
学
全
体
が
一
つ
の
巨
大
な
「
地
下
室
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
併
し
此
の
地
下
室
は

勿
論
た
だ
暗
く
て
じ
め
じ
め
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
年
中
、
陽
の
目
を
見
な
い
地
下
室
の
闇
の
中
に
も
、

そ
れ
独
特
の
楽
し
み
と
喜
び
と
が
あ
る
の
だ
。
否
、
地
下
室
の
暗
闇
な
れ
ば
こ
そ
昼
の
世
界
が
夢
に
も
知
ら
な
い
猛

烈
な
歓
喜
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
其
処
に
は
、「
夜
の
子
供
達
」
だ
け
に
わ
か
る
底
知
れ
ぬ
暗
黒
の
情
熱

が
渦
巻
き
ど
よ
め
い
て
い
る
筈
だ
。
そ
し
て
露
西
亜
の
「
地
下
室
」
が
、
或
る
種
の
人
々
に
と
っ
て
殆
ん
ど
堪
え
難

い
ほ
ど
の
魅
惑
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
二
面
的
で
あ
り
矛
盾
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
で

あ
る
。
一
体
、
チ
ェ
ホ
フ
に
至
っ
て
一
つ
の
極
点
に
達
す
る
所
の
露
西
亜
文
学
の
あ
の
特
徴
あ
る
暗
さ
が
、
謂
わ
ば

も
う
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
決
定
的
な
形
を
採
っ
て
来
る
の
は
先
ず
何
と
い
っ
て
も
ゴ
ー
ゴ
リ
か
ら
な
の
だ
が
、
一
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方
そ
の
同
じ
ゴ
ー
ゴ
リ
が
、
一
見
す
る
と
全
く
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
凄
ま
じ
い
生
の
歓
喜
の
代
表
者
で
も
あ
る
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
意
味
深
重
な
事
実
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
タ
ラ
ス
・
ブ
ー
リ
バ
」
や
「
デ
ィ
カ
ー
ニ
カ
近

郷
夜
話
」
に
表
わ
さ
れ
た
底
抜
け
騒
ぎ
、
天
と
地
と
が
一
緒
く
た
に
な
っ
て
了
っ
た
よ
う
な
巨
大
な
宇
宙
的
歓
喜
、

何
の
理
窟
も
文
句
も
な
く
、
た
だ
も
う
地
上
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
目
茶
苦
茶
に
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
う
狂
気
の
如

き
喜
び
、
此
の
物
凄
い
生
の
歓
喜
も
ま
た
大
体
に
於
て
ゴ
ー
ゴ
リ
あ
た
り
か
ら
は
っ
き
り
現
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
茲
ま
で
来
れ
ば
問
題
は
完
全
に
文
学
以
前
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
学
の
形
を
と
っ
て
表
面
化
す
る
以
前
に
、
露

西
亜
と
い
う
も
の
其
れ
自
体
が
根
源
的
に
矛
盾
的
二
面
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
す
な
わ
ち
所
謂
「
露
西
亜

の
謎
」
な
の
で
あ
る
。
昔
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
世
界
の
多
く
の
人
々
は
露
西
亜
に
「
謎
」
以
外
の
何
物
も
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
否
、
外
国
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
詩
人
チ
ュ
チ
ェ
フ
が

露
西
亜
は
普
通
の
秤
り
で
量
れ
な
い
、

露
西
亜
は
一
種
独
特
な
国
！

と
唄
っ
て
い
る
よ
う
に
、
当
の
露
西
亜
人
自
身
に
と
っ
て
す
ら
、
露
西
亜
の
正
体
は
一
個
の
解
き
難
き
謎
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
地
球
の
西
と
東
の
中
間
に
、
純
粋
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
東
洋
で
も
な
く
、
鬱
蒼
た
る
原

始
の
密
林
が
限
り
な
く
打
続
く
北
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
、
広
漠
と
し
て
涯
し
も
知
れ
ぬ
草
原
に
ウ
ラ
ル
の
烈
風
荒
れ
狂

う
南
方
に
至
る
此
の
国
の
巨
体
に
は
、
た
だ
地
勢
的
に
見
た
だ
け
で
も
既
に
何
か
不
可
解
な
、
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
が
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感
じ
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
而
も
こ
の
不
可
解
な
国
土
に
住
む
人
間
の
性
格
に
至
っ
て
は
正
に
不
可
解
そ
の
も

の
だ
。
世
界
に
露
西
亜
人
ほ
ど
人
な
つ
こ
い
者
は
な
い
と
言
う
。
実
際
、
我
々
が
個
人
的
に
つ
き
あ
っ
て
見
て
、
露

西
亜
人
ほ
ど
豊
か
な
温
い
人
間
味
を
溢
れ
る
ば
か
り
満
喫
さ
せ
て
く
れ
る
人
達
は
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
ト
ゥ
ル
ゲ

ー
ネ
フ
の
小
説
に
出
て
来
る
朴
直
な
農
民
達
の
よ
う
に
、
個
人
と
し
て
の
露
西
亜
的
人
間
は
一
般
に
柔
和
で
謙
譲
で

優
し
い
慈
愛
に
満
ち
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
鳩
の
如
く
柔
和
な
人
間
が
、
ひ
と
た
び
激
情
に
攪
乱
さ
れ
る
や
忽
ち

に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
秩
序
を
冷
酷
に
ぶ
ち
壊
し
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
言
草
で
は
な
い
が
「
無
辜
な
る
民

の
血
を
ま
る
で
シ
ャ
ン
ペ
ン
酒
の
よ
う
に
流
し
つ
つ
」
荒
狂
う
惨
忍
で
狂
暴
な
人
間
に
変
貌
し
て
し
ま
う
の
だ
。
嘗

て
露
西
亜
人
は
、
世
界
各
国
の
基
督
教
徒
の
中
で
も
比
肩
す
る
も
の
の
な
い
ほ
ど
素
朴
で
敬
虔
な
信
者
だ
っ
た
。
然

る
に
そ
の
彼
等
が
、
革
命
の
勃
発
と
共
に
、
世
界
宗
教
史
上
に
例
の
な
い
冒
瀆
の
限
り
を
つ
く
し
て
基
督
を
否
定
し

神
を
誹
毀
し
た
。

　
露
西
亜
人
の
「
ニ
・
チ
ェ
・
ヴ
ォ
ー
」（nichevó

）
と
言
え
ば
露
西
亜
語
を
全
然
知
ら
な
い
人
に
も
わ
か
る
ほ
ど

昔
か
ら
世
界
中
に
有
名
だ
が
、
事
実
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
民
族
の
根
源
的
な
楽
天
主
義
は
実
に
よ

く
露
西
亜
人
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
彼
等
は
一
度
愉
快
に
な
り
出
し
た
が
最
後
、
本
当
に
底
抜
け
に
陽

気
で
吞
気
な
の
だ
。
涙
も
凍
る
極
寒
に
、
荒
れ
す
さ
ぶ
吹
雪
の
只
中
で
も
彼
等
は
我
れ
を
忘
れ
て
踊
り
且
つ
歌
う
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
悲
惨
な
境
遇
に
置
か
れ
て
も
、
い
よ
い
よ
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
切
羽
詰
っ

て
も
、
な
お
ど
こ
か
一
箇
所
だ
け
穴
が
抜
け
て
お
り
、
そ
の
小
さ
な
抜
穴
か
ら
彼
等
は
顔
だ
け
覗
か
せ
て
、
い
か
に

も
吞
気
そ
う
に
、
ま
る
で
一
切
の
苦
悩
は
他
人
事
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
調
子
で
、「
ニ
・
チ
ェ
・
ヴ
ォ
ー
」
と
空
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嘯
く
。
こ
ん
な
見
事
な
芸
当
を
、
あ
の
知
性
的
で
神
経
の
細
い
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
誰
に
一
体
や
っ
て
の
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
併
し
こ
れ
ほ
ど
陽
気
で
の
ん
び
り
し
て
い
る
の
に
、
外
か
ら
見
た
露
西
亜
人
と
い
う
も
の
に
は
何
処
と
な

く
暗
い
翳
り
が
あ
る
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
露
西
亜
人
の
印
象
は
陰
性
だ
。
深
い
恐
ろ
し
い
底
を
隠
し
て
よ

ど
ん
だ
沼
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
不
気
味
で
陰
鬱
だ
。
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
「
悪
霊
」
を
読
ん
で
受
け
る
あ
の
暗

さ
、
魂
の
深
部
に
喰
い
入
っ
て
来
る
あ
の
遣
り
場
の
な
い
暗
黒
は
、
決
し
て
た
だ
「
悪
霊
」
と
い
う
小
説
だ
け
の
印

象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
一
体
、
何
処
に
本
当
の
露
西
亜
人
が
あ
る
の
か
。
極
端
か
ら
極
端
へ
と
傍
若
無
人
に
身
を
飜
し
て
止
ま
ぬ
此

の
不
思
議
な
人
間
は
果
し
て
善
な
の
か
悪
な
の
か
、
祝
福
さ
る
べ
き
人
々
な
の
か
呪
咀
さ
る
べ
き
人
々
な
の
か
。
矛

盾
錯
綜
せ
る
こ
の
人
間
像
の
前
に
立
っ
て
、
ひ
と
は
屢
ヽ
判
断
に
苦
し
み
、
途
方
に
く
れ
る
。
謎
だ
！
　
矛
盾
だ
！
　

と
西
欧
人
は
言
う
。
そ
し
て
露
西
亜
は
い
よ
い
よ
深
い
神
秘
の
煙
幕
に
と
ざ
さ
れ
、「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
の
神
話
が

発
達
す
る
。
併
し
我
々
は
所
謂
「
露
西
亜
の
謎
」
を
い
つ
ま
で
も
謎
の
ま
ま
に
放
置
し
て
お
い
て
い
い
で
あ
ろ
う
か
。

果
し
て
露
西
亜
は
我
々
に
と
っ
て
永
遠
の
謎
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
以
下
、
露
西
亜
文
学
を
通
じ
て
、
ひ

た
す
ら
此
の
根
本
的
な
問
題
に
迫
っ
て
見
よ
う
と
思
う
。

　
一
見
す
る
と
露
西
亜
人
は
余
り
に
も
甚
だ
し
い
矛
盾
撞
着
に
四
分
五
裂
し
て
い
て
、
そ
の
正
体
は
漠
と
し
て
捉
え

難
い
か
に
思
わ
れ
る
。
十
八
世
紀
以
来
、
此
の
国
と
直
接
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
人
達
の

多
く
が
、
露
西
亜
人
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
遂
に
所
謂
「
露
西
亜
的
現
象
」
を
永
遠
の
謎
と
し
て
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語
り
始
め
た
の
も
、
実
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
露
西
亜
は
決
し
て
謎
で
も
神

秘
で
も
な
い
。
露
西
亜
が
一
個
の
謎
と
見
え
、
露
西
亜
人
が
互
い
に
縺
れ
絡
ん
だ
矛
盾
撞
着
の
不
可
解
き
わ
ま
る
瘤

節
の
如
く
思
わ
れ
る
の
は
、
人
が
そ
れ
を
た
だ
外
側
か
ら
、
謂
わ
ば
そ
の
表
皮
だ
け
を
観
察
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
露
西
亜
は
普
通
の
秤
で
は
量
れ
な
い
」
と
チ
ュ
チ
ェ
フ
は
断
じ
た
が
、
そ
れ
は
全
然
何
の
秤
も
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
、
寧
ろ
却
っ
て
或
る
唯
一
の
特
殊
な
秤
を
以
て
す
れ
ば
立
派
に
量
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
水
の
表
面
で
こ
そ
猛
烈
な
渦
潮
が
喧
騒
の
声
も
の
凄
く
湍
ち
湧
き
荒
れ
狂
っ
て
い
る
が
、
水
底
深
く
潜
っ
て
見
れ

ば
、
こ
の
恐
る
べ
き
混
沌
は
悉
く
た
だ
一
つ
の
根
源
か
ら
起
り
来
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
此
の

根
源
が
わ
か
る
と
き
、
人
は
初
め
て
露
西
亜
と
い
う
も
の
が
本
当
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
か

の
矛
盾
に
充
ち
た
露
西
亜
的
現
象
な
る
も
の
を
、
其
等
の
矛
盾
の
発
し
来
る
真
の
源
に
於
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
源
泉
、
露
西
亜
を
量
る
唯
一
の
秤
こ
そ
、
文
化
的
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
人
が
と
っ
く

の
昔
に
忘
れ
果
て
て
い
る
原
始
的
自
然
性
―
―
人
間
が
存
在
の
一
番
深
い
底
に
抱
い
て
い
る
エ
レ
メ
ン
タ
ー
ル
な

「
根
」、
人
間
が
動
物
や
植
物
と
、
大
自
然
そ
の
も
の
と
、
大
地
そ
の
も
の
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
深
い
根
源
的

な
原
初
性
―
―
な
の
で
あ
る
。
プ
ー
シ
キ
ン
に
始
ま
り
ト
ル
ス
ト
イ
に
至
っ
て
一
の
絶
頂
に
達
す
る
露
西
亜
文
学
の

主
流
の
一
つ
が
、
そ
の
思
想
的
テ
ー
マ
と
し
て
、
人
間
に
於
け
る
原
始
的
自
然
性
の
探
究
と
い
う
も
の
を
立
て
て
い

る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
西
欧
文
化
を
吸
収
し
、
文
化
的
精
神
に
同
化
さ
れ
―
―
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー

的
に
言
え
ば
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
さ
れ
て
自
己
の
根
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
」―
―
十
九
世
紀
露
西
亜
の
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
が
再
び
自
己
の
根
源
に
た
ち
還
ろ
う
と
す
る
絶
対
絶
命
の
努
力
で
そ
れ
は
あ
っ
た
の
だ
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
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初
期
の
傑
作
「
コ
サ
ッ
ク
」
は
こ
う
い
う
見
地
か
ら
読
ま
な
け
れ
ば
、
そ
れ
の
有
つ
高
い
精
神
史
的
意
義
が
理
解
さ

れ
な
い
。
エ
ロ
ー
シ
カ
叔
父
こ
そ
、
今
我
々
が
茲
で
問
題
と
し
て
い
る
根
源
的
原
初
性
の
生
け
る
象
徴
な
の
で
あ
る
。

　
人
間
で
あ
る
限
り
誰
で
も
必
ず
自
分
の
存
在
の
奥
底
に
有
っ
て
い
る
筈
の
此
の
自
然
性
、
文
化
的
知
性
的
人
間
に

あ
っ
て
は
見
る
も
無
残
に
押
し
つ
け
ら
れ
圧
し
殺
さ
れ
て
殆
ん
ど
死
滅
し
切
っ
て
い
る
此
の
自
然
性
を
、
露
西
亜
人

は
常
に
い
き
い
き
と
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
は
既
に
完
全
に
冷
却
し
死
火
山
に
な
っ
て

い
る
の
に
、
露
西
亜
で
は
囂
々
と
咆
哮
す
る
活
火
山
脈
の
脅
威
に
大
地
が
は
げ
し
く
鳴
動
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら

露
西
亜
人
は
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
こ
の
か
た
二
百
年
に
わ
た
っ
て
西
欧
文
化
を
熱
愛
し
、
狂
気
の
よ
う
に
そ
れ
を
受

容
し
て
行
き
な
が
ら
も
、
文
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て
一
種
の
執
拗
な
猜
疑
心
、
反
撥
心
、
い
な
、
時
と
し
て
は
烈

し
い
憎
悪
を
す
ら
常
に
示
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
大
自
然
が
永
遠
に
原
初
的
で
あ
り
、
エ
レ
メ
ン
タ
ー
ル
で
あ
る
如
く
、
露
西
亜
的
人
間
も
ま
た
永
遠

に
原
初
的
で
エ
レ
メ
ン
タ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。
然
る
に
凡
そ
真
に
エ
レ
メ
ン
タ
ー
ル
な
る
も
の
は
暗
く
、
陰
惨
で
、

怖
ろ
し
い
も
の
だ
。
星
影
一
つ
な
い
夜
の
底
知
れ
ぬ
暗
黒
は
妖
し
い
恐
怖
に
充
ち
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
露
西
亜
的

人
間
の
性
格
を
我
々
は
簡
単
に
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
も
よ
い
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は

怖
ろ
し
い
幽
暗
の
神
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
歓
喜
は
血
腥
い
。
だ
か
ら
露
西
亜
人
に
あ
っ
て
は
、
生
の
明
る

い
喜
ば
し
い
側
面
す
ら
何
処
と
な
く
陰
鬱
で
無
気
味
で
あ
る
。
露
西
亜
的
人
間
の
有
頂
天
、
生
の
歓
喜
は
、
い
わ
ば

悪
霊
に
憑
か
れ
た
人
の
猛
烈
な
忘
我
陶
酔
を
憶
わ
せ
る
。
そ
れ
は
明
る
く
澄
み
切
っ
た
南
欧
の
空
の
歓
び
で
は
な
い
。

露
西
亜
的
人
間
の
生
の
歓
喜
は
、
マ
チ
ス
の
画
面
に
表
わ
さ
れ
た
一
点
の
暗
翳
も
な
い
色
彩
の
明
る
さ
や
、
モ
ー
ツ
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ァ
ル
ト
の
音
楽
が
奏
で
る
久
遠
の
世
界
の
歓
喜
で
は
あ
り
得
な
い
。
強
い
て
譬
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ

ェ
ロ
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
来
な
ら
絶
対
に
明
る
か
る
べ
き
喜
び
も
楽
し
み
も
、
其
処
で
は
異
様
に
暗
い
の
で
あ
る
。

　
露
西
亜
人
は
或
る
意
味
で
永
遠
の
原
始
人
で
あ
る
。
彼
等
は
所
謂
原
始
人
（
未
開
人
）
よ
り
も
っ
と
本
源
的
、
本

質
的
に
原
始
的
で
あ
る
。
存
在
の
窮
極
の
太
古
の
源
に
彼
等
は
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
原
始
的
」

prim
itive

と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
も
は
や
全
く
通
用
し
な
い
ほ
ど
深
い
根
源
的
な
原
始
性
だ
。prim

itive

と
い
う
よ

り
寧
ろprim

ordial
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
露
西
亜
人
の
歓
喜
は
大
自
然
の
本
源
的
な
生
の
歓
喜
で
あ
り
、
そ
の
怒

り
は
大
自
然
そ
の
も
の
の
怒
り
、
そ
の
憂
鬱
は
大
自
然
そ
の
も
の
の
憂
鬱
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
実
に

恐
ろ
し
い
。
宇
宙
的
な
自
然
そ
の
も
の
が
恐
ろ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
凡
そ
生
あ
る
一
切
の
も
の
に
生
命
を
賦
与
し
、

人
間
に
限
り
な
き
豊
饒
の
喜
び
と
美
の
祭
典
を
与
え
な
が
ら
、
一
た
び
荒
れ
狂
う
と
き
は
あ
ら
ゆ
る
秩
序
を
破
壊
し
、

罪
な
き
無
数
の
生
き
物
を
虐
殺
し
て
顧
み
な
い
自
然
の
力
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
。

　
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
的
な
文
化
人
は
原
初
的
な
自
然
か
ら
遊
離
し
独
立
し
て
い
る
。
又
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ

文
化
と
い
う
も
の
が
彼
等
に
は
ぴ
た
り
と
身
に
つ
い
て
い
る
の
だ
。
然
る
に
露
西
亜
人
は
そ
れ
と
は
違
う
。
露
西
亜

人
は
露
西
亜
の
自
然
、
露
西
亜
の
黒
土
と
血
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
だ
か
ら
露
西
亜
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
、

西
欧
文
化
を
真
に
切
羽
詰
っ
た
悲
劇
と
し
て
し
か
受
容
で
き
な
か
っ
た
。
露
西
亜
に
於
け
る
西
欧
文
化
の
悲
劇
性
を

プ
ー
シ
キ
ン
は
類
い
な
き
炯
眼
を
以
て
洞
察
し
そ
れ
を
残
酷
に
あ
ば
き
出
し
て
み
せ
た
。
併
し
い
く
ら
そ
の
病
毒
を

抉
出
し
て
見
せ
て
も
、
社
会
に
蔓
延
し
て
ゆ
く
現
実
の
禍
患
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
十
九
世
紀

露
西
亜
の
癌
と
い
わ
れ
る
「
無
用
人
」
が
続
々
と
相
継
い
で
生
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
露
西
亜
に
於
て
は
、
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そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
然
と
人
間
と
の
血
の
つ
な
が
り
が
存
在
の
深
層
に
根
ざ
し
て
い
る
の
だ
。
而
も
そ
の
自
然
が
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
自
然
と
は
お
よ
そ
か
け
へ
だ
た
っ
た
恐
ろ
し
い
、
巨
大
な
自
然
な
の
で
あ
る
。
果
し
な
い
大
草

原
と
果
し
な
い
密
林
と
、
カ
ル
パ
チ
ア
山
脈
か
ら
ウ
ラ
ル
山
脈
へ
、
北
氷
洋
か
ら
黒
海
ま
で
、
露
西
亜
の
自
然
は
縹

渺
と
打
ち
続
い
て
際
涯
を
知
ら
ぬ
。
こ
の
自
然
は
限
界
を
知
ら
な
い
。
茲
で
は
陸
地
が
洋
々
た
る
大
海
の
性
格
を
有

つ
。
限
界
な
き
露
西
亜
の
自
然
は
、
一
切
が
鮮
明
な
輪
郭
を
有
ち
、
全
体
が
く
っ
き
り
と
限
界
づ
け
ら
れ
た
ギ
リ
シ

ア
の
自
然
と
ま
さ
に
対
蹠
的
で
あ
る
。
嘗
て
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
無
限
（
限
界
が
な
い
）
と
い
う
こ
と
は
直
ち
に
不

完
全
、
醜
悪
を
意
味
し
た
。
然
る
に
露
西
亜
人
に
と
っ
て
限
界
は
自
由
の
束
縛
、
即
ち
悪
を
意
味
す
る
。
限
界
が
あ

る
こ
と
こ
そ
醜
悪
な
の
で
あ
る
。
若
し
自
分
の
面
前
に
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
ら
、
そ
れ
に
自
ら
頭
を
ぶ
っ
つ
け
て

死
ん
で
ま
で
も
壁
を
承
認
せ
ぬ
と
い
う
、
あ
の
「
地
下
室
的
人
間
」
の
非
合
理
的
な
情
熱
が
そ
こ
か
ら
生
れ
て
来
る
。

　
露
西
亜
人
の
魂
は
露
西
亜
の
大
自
然
そ
の
も
の
の
ご
と
く
限
界
を
知
ら
ぬ
、
否
、
限
界
を
知
っ
て
も
敢
て
そ
れ
を

拒
否
し
よ
う
と
す
る
。「
一
切
か
然
ら
ず
ん
ば
無
！
」
と
い
う
露
西
亜
特
有
の
、
あ
の
過
激
主
義R

adikalism
us

は

か
か
る
精
神
の
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
け
ど
も
行
け
ど
も
際
涯
を
知
ら
ぬ
南
ス
ラ
ヴ
の
大
草
原
に
ウ
ラ
ル
颪お
ろ
しが

吹
き
す
さ
ん
で
い
る
よ
う
に
、
露
西
亜
人
の
魂
の
中
に
も
常
に
原
初
の
情
熱
の
嵐
が
吹
き
す
さ
ぶ
。
大
自
然
の
エ
レ

メ
ン
タ
ー
ル
な
活
動
力
が
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
如
く
、
露
西
亜
人
の
胸
に
は
千
々
に
乱
れ
る
情
熱
、
様
々
な
方
向
に

矛
盾
す
る
無
数
の
思
想
が
宿
り
渦
ま
い
て
い
る
。
知
性
的

0

0

0

た
る
こ
と
を
以
て
ひ
そ
か
に
誇
り
と
す
る
西
欧
的
文
化
人

は
そ
の
前
に
立
っ
て
茫
然
自
失
し
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
も
同
じ
胸
に
は
宿
れ
な
い
と
し
か
考
え
ら
れ
ぬ
思
想
や
感

情
が
平
然
と
し
て
同
じ
胸
に
、
而
も
同
じ
瞬
間
に
荒
れ
狂
っ
て
い
る
の
だ
。
一
体
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
。
ど
う
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解
釈
し
た
ら
い
い
の
か
。
イ
ヴ
ァ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
は
言
う
、「
人
間
の
魂
は
実
に
広
い
。
い
や
広
す
ぎ
る
。
出

来
れ
ば
少
し
小
さ
く
し
た
い
位
だ
！
」
と
。
到
底
こ
れ
は
知
性
や
理
性
だ
け
で
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
此
の
恐

る
べ
き
矛
盾
錯
綜
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
で
本
当
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
妖
し

く
不
気
味
な
魔
の
呼
び
声
を
聴
い
た
こ
と
の
あ
る
人
に
だ
け
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
露
西
亜
精
神
の
現
実

0

0

が
巨
大
な
る
矛
盾
で
あ
り
不
調
和
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
併
し
矛
盾
で
あ
り
不
調
和
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
絶
対
に
矛
盾
な
き
清
澄
の
境
地
、
偉
大
な
る
調
和
へ
の
憧
れ
も
ま

た
ひ
と
し
お
強
烈
な
も
の
が
あ
る
の
だ
。
ヤ
ス
ペ
ル
ス
は
「
昼
の
法
則
と
夜
へ
の
情
熱
」（das G

esetz des Tages und 

die Leidenschaft zur N
acht

）
と
を
対
立
的
に
説
い
て
い
る
が
、
夜
へ
の
情
熱
が
露
西
亜
精
神
の
現
実
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
昼
の
法
則
こ
そ
露
西
亜
精
神
の
永
遠
の
希
望
で
あ
り
理
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
や

め
も
わ
か
ぬ
夜
の
闇
に
没
溺
し
て
い
る
が
故
に
、
昼
の
「
光
り
」「
秩
序
」「
諧
調
」
へ
の
憧
れ
は
譬
え
よ
う
も
な
い

ほ
ど
熾
烈
に
燃
え
上
る
。
調
和
へ
の
憧
れ
は
露
西
亜
人
に
あ
っ
て
は
病
的
な
、
狂
激
な
情
熱
で
あ
る
。
併
し
露
西
亜

精
神
の
現
実
を
な
す
不
調
和
が
一
種
独
特
な
不
調
和
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
求
め
る
調
和
も
ま
た
一
種
独
特
な
も

の
で
あ
る
。
露
西
亜
人
は
自
ら
そ
の
特
殊
性
を
意
識
し
、
こ
れ
を
「
露
西
亜
的
諧
調
」（rússkaya garm

óniya

）
と
名

付
け
た
。

　
此
の
露
西
亜
的
諧
調
は
、
た
だ
一
瞬
間
、
詩
人
プ
ー
シ
キ
ン
に
於
て
閃
光
の
ひ
ら
め
く
ご
と
く
現
実
化
し
た
。
ル

ネ
サ
ン
ス
を
経
験
し
な
か
っ
た
不
幸
な
露
西
亜
に
と
っ
て
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
活
躍
し
た
十
九
世
紀
初
頭
の
二
十
年
間

は
正
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
光
耀
と
豊
饒
と
を
意
味
す
る
。
併
し
乍
ら
プ
ー
シ
キ
ン
の
夭
折
と
共
に
調
和
は
忽
ち
分
裂
し
、
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再
び
露
西
亜
的
世
界
は
も
と
の
深
い
暗
黒
に
沈
み
込
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。「
失
わ
れ
た
時
を
尋
ね
て
」（A

 la 

R
echerche du Tem

ps Perdu

）
で
は
な
く
て
「
失
わ
れ
た
諧
調
を
尋
ね
て
」
こ
そ
プ
ー
シ
キ
ン
以
後
の
文
学
の
―
―
つ
ま

り
全
十
九
世
紀
文
学
の
―
―
最
大
の
課
題
と
な
る
。
而
も
全
十
九
世
紀
文
学
と
は
、
後
で
説
明
す
る
通
り
、
結
局
、

全
露
西
亜
文
学
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
従
っ
て
、
全
露
西
亜
文
学
の
根
本
的
課
題
は
「
調
和
」
の
探
究
で
あ
り
、
全

露
西
亜
文
学
は
こ
の
テ
ー
マ
を
中
心
と
し
て
謂
わ
ば
そ
の
周
囲
を
め
ぐ
り
つ
つ
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
「
調

和
」
を
探
究
す
る
と
言
っ
て
も
、
た
だ
思
想
的
に
、
形
而
上
学
的
に
絶
対
者
を
探
求
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
尋

求
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
人
間
を
通
し
て
、
人
間
の
中
に
、
切
れ
ば
血
の
ほ
と
ば
し
る
生
き
た
人
間
の
中
に

そ
れ
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
其
処
に
全
て
の
問
題
の
秘ひ

鑰や
く

が
存
す
る
。
我
々
は
こ
の
点
に
就
い
て
、
も
う
少
し
詳

し
く
考
察
を
進
め
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
はl’action par dévoilem

ent

に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
サ
ル
ト
ル
（Jean-Paul Sartre : 

Situations II, p. 37.

）
が
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
何
か
蔽
い
隠
さ
れ
て
内
の
見
え
な
い
も
の
の
被
覆
を
は
ぎ
と
っ
て

其
処
に
ひ
そ
ん
で
い
る
も
の
を
明
る
み
に
露
顕
さ
せ
（dévoilem

ent

）、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
動
す
る
、
他

に
働
き
か
け
て
行
く
（action

）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
誰
か
が
小
説
を
書
い
て
い
る
場
合
、

人
は
彼
に
向
っ
て
、「
君
は
世
界
の
ど
の
側
面
の
被
覆
を
は
ぎ
と
ろ
う
と
す
る
の
か
」（quel aspect du m

onde veux-

tu dévoiler ?

）「
そ
の
被
覆
剝
奪
に
よ
っ
て
君
は
世
界
に
い
か
な
る
変
化
を
齎
そ
う
と
す
る
の
か
」（quel changem

ent 

veux-tu apporter au m
onde par ce dévoilem

ent ?

）
と
い
う
二
つ
の
問
い
を
発
し
て
そ
の
答
え
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
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き
る
の
で
あ
る
。
今
、
仮
り
に
露
西
亜
文
学
に
対
し
て
こ
の
問
い
を
立
て
て
見
る
な
ら
ば
、
答
え
は
極
め
て
明
晰
か

つ
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
「
人
間
」、
第
二
の
問
い
に
対
す
る
そ
れ

は
「
世
界
の
救
済
」
と
な
る
。

　
露
西
亜
文
学
全
体
の
興
味
の
中
心
が
人
間
に
在
る
こ
と
は
上
に
一
言
し
た
。
露
西
亜
の
文
学
者
は
全
精
力
を
挙
げ

て
人
間
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
行
く
。
人
間
と
い
う
此
の
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
不
思
議
な
存
在
の
被
覆
を
は

い
で
そ
の
正
体
を
発
き
出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
こ
そ
宇
宙
の
中
心
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
巨
大
な
宇

宙
的
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
だ
。
此
の
謎
が
解
け
さ
え
す
れ
ば
全
存
在
の
意
味
が
わ
か
り
、
宇
宙
の
根
本
的
謎
が
解
け

る
。
客
観
的
、
客
体
的
に
存
在

0

0

を
向
う
側
に
置
い
て
眺
め
な
が
ら
そ
の
構
造
を
明
か
に
し
て
行
く
の
で
な
し
に
、
主

体
的
に
先
ず
人
間
の
正
体
を
捕
捉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
一
挙
に
全
存
在
の
意
義
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
、

此
の
謂
わ
ば
実
存
主
義
的
な
行
き
方
は
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
於
て
最
も
典
型
的
な
形
で
具
現
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
併
し
別
に
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
が
露
西

亜
文
学
全
体
の
特
徴
あ
る
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
霊
魂
か
肉
体
か
、
或
は
ま
た
霊
肉
の
相
触
れ
相
衝
つ
と
こ

ろ
か
、
何
処
か
知
ら
な
い
が
と
に
か
く
何
処
か
に
ひ
そ
み
か
く
れ
て
い
る
筈
の
最
高
の
調
和
を
探
し
出
す
こ
と
が
文

学
活
動
の
窮
極
の
目
的
な
の
だ
。
だ
か
ら
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
一
つ
の
人
間
学

0

0

0A
nthropologie

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

露
西
亜
文
学
は
全
体
と
し
て
、
主
題
的
に
は
紛
れ
も
な
い
「
哲
学
的
人
間
学
」philosophische A

nthropologie

で
あ

る
。
併
し
哲
学
的
人
間
学
と
い
っ
て
も
、
人
間
を
外
か
ら
客
観
的
に
―
―
あ
た
か
も
問
う
自
分
は
人
間
で
な
い
か
の

ご
と
く
―
―
冷
静
に
「
人
間
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
う
人
間
学
で
は
な
い
。
先
ず
何
よ
り
も
自
分
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
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ろ
の
此
の
人
間
と
は
何
ぞ
や
、
と
そ
れ
は
問
う
。
茲
で
は
吞
気
に
存
在
の
意
味
一
般
な
ど
問
う
て
い
る
暇
は
全
然
な

い
の
だ
。
も
う
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
切
羽
詰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
一
般
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
存
在
そ
の

も
の
が
、
此
の
最
も
具
体
的
な
最
も
切
実
な
存
在
そ
の
も
の
が
一
の
大
き
な
疑
問
符
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
此
の
傾
向
は
、
文
学
史
的
に
は
、
既
に
プ
ー
シ
キ
ン
に
於
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
暗
翳
が
救

い
難
い
ま
で
に
濃
厚
に
な
る
の
は
何
と
い
っ
て
も
ゴ
ー
ゴ
リ
か
ら
で
、
ゴ
ー
ゴ
リ
以
後
の
露
西
亜
精
神
の
空
に
は
、

廿
世
紀
初
頭
の
大
革
命
ま
で
常
に
、
人
間
性
の
根
源
的
全
面
的
危
機
の
意
識
が
低
迷
し
て
去
ら
な
い
。
従
っ
て
十
九

世
紀
露
西
亜
文
学
の
人
間
学
は
、
全
体
か
ら
見
て
、
人
間
存
在
の
根
本
に
か
か
わ
る
危
機
の
自
覚
に
立
っ
た
人
間
学

で
あ
り
、
今
日
の
世
界
文
学
の
常
識
か
ら
言
え
ば
そ
れ
は
完
全
に
「
実
存
主
義
的
」
で
あ
る
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
実
存

主
義
文
学
の
一
傾
向
を
代
表
す
る
カ
ミ
ュ
の
（
例
え
ば
作
品
「
ペ
ス
ト
」
を
一
読
す
る
が
よ
い
）
取
扱
っ
て
い
る
問

題
の
殆
ん
ど
全
て
が
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
的
主
題
の
無
神
論
的
変
奏
曲
で
あ
る
こ
と
は
単
な
る
思
い
つ
き
で
も
偶

然
で
も
な
い
。

　
か
く
し
て
露
西
亜
の
文
学
者
達
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
所
謂
「
深
淵
的
根
拠
」abgründiger G

rund

を
、
自
分
を

0

0

0

一
種
の
実
験
台
と
し
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
間
性
の
底
に
探
り
あ
て
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
今
の
ま
ま
で
は
、
人
間
は
（
従
っ

て
世
界
は
）
余
り
に
も
不
合
理
で
あ
り
悲
惨
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
何
故
こ
ん
な
に
ま
で
矛
盾
だ
ら
け
で
、
み
じ

め
で
、
悲
劇
的
な
の
か
。
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
的
に
言
え
ば
、
何
故
、
嬰
児
の
苦
悩
の
よ
う
な
残
酷
な
も
の
が
此

の
世
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
一
体
こ
ん
な
世
界
を
創
り
、
そ
こ
に
人
間
を
閉
じ
こ
め
た
神
は
善
な
の
か
悪
な

の
か
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
、
第
一
に
神
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
在
る
の
か
な
い
の
か
。
茲
に
全
て
の
問
題
が
あ
る
。
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そ
こ
で
彼
等
は
人
間
の
（
従
っ
て
世
界
の
）
救
済
の
可
能
性
を
問
い
、
是
が
非
で
も
救
済
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
絶

望
的
な
状
況
に
置
か
れ
な
が
ら
飽
く
ま
で
人
類
の
未
来
を
信
じ
、
最
後
の
救
済
の
存
在
を
信
ず
る
が
故
に
、
露
西
亜

の
文
学
者
達
は
皆
夫
々
の
領
域
に
於
て
「
革
命
的
」
に
な
る
。
ゴ
ー
ゴ
リ
や
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
や
レ
ス
コ
ー
フ

の
よ
う
に
、
保
守
的

0

0

0

と
自
分
も
思
い
他
人
も
そ
う
思
っ
て
い
る
人
で
も
本
質
的
に
革
命
主
義
的
で
あ
る
。「
現
状
」

に
満
足
し
て
い
る
文
学
者
は
こ
こ
に
は
い
な
い
。
そ
し
て
自
分
で
何
等
か
の
解
決
に
到
達
で
き
た
人
、
或
は
到
達
し

な
い
ま
で
も
兎
に
角
に
解
決
へ
の
途
に
目
当
が
つ
い
た
人
は
、
皆
い
い
合
わ
し
た
よ
う
に
予
言
者
に
な
る
。
文
学
が

甚
だ
し
く
予
言
的
で
あ
る
こ
と
は
露
西
亜
文
学
の
実
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。「
三
人
姉
妹
」
の
ヴ
ェ
ル
シ
ー
ニ
ン

の
よ
う
に
、
彼
等
は
い
つ
で
も
人
類
の
未
来
と
い
う
よ
う
な
、
西
欧
的
に
言
え
ば
極
め
て
抽
象
的
な
大
問
題
を
極
く

日
常
の
具
体
的
な
切
実
な
話
題
と
し
て
い
る
。
露
西
亜
文
学
が
、
特
に
非
宗
教
的
反
宗
教
的
な
作
家
の
場
合
で
す
ら
、

な
お
か
つ
著
し
く
終
末
論
的
で
あ
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
「
露
西
亜
の
黙
示

録
」
と
い
う
。
自
分
が
世
界
、
人
類
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
う
い
う
義
務
が
あ
る
、
こ
う
考
え
て
仕
事
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
露
西
亜
文
学
者
の
異
常
な
熱
情
が
あ
る
。
究
極
的
な
救
済
に
達
す
る
た
め
で
な
い
な
ら
ば
、
人
間

な
ど
何
も
仰
々
し
く
「
芸
術
」
と
し
て
ま
で
描
写
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
。

　
だ
か
ら
当
然
、
芸
術
の
形
式
よ
り
内
容
が
主
に
な
っ
て
来
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
よ
う
に
生
れ
つ
き
天
才
的
な
芸
術

性
に
恵
ま
れ
、
而
も
初
め
の
う
ち
心
ゆ
く
ま
で
芸
術
的
美
の
創
造
の
歓
び
に
ひ
た
っ
た
人
は
、
後
に
な
っ
て
、
自
分

の
芸
術
性
を
宿
命
的
な
罪
悪
で
あ
る
か
の
如
く
感
じ
出
す
。
人
類
救
済
の
大
事
業
を
閑
却
し
て
美
的
表
現
に
腐
心
し

た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
堪
え
が
た
い
良
心
の
苛
責
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
で
あ
る
か
ら
、
露
西
亜
文
学
で
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は
、「
如
何
に
伝
え
る
か
」
で
は
な
く
て
「
何
を
伝
え
る
か
」
が
常
に
第
一
の
問
題
で
あ
っ
た
。
故
に
例
え
ば
、
ト

ゥ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
よ
う
な
作
家
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
は
主
と
し
て
そ
の
濃
厚
な
美
的
雰
囲
気
、
繊
細
優
美
な

芸
術
的
感
覚
が
先
ず
何
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
た
の
だ
っ
た
が
、
当
の
露
西
亜
で
は
先
ず
社
会
思
想
家
と
し
て
の
彼

が
一
般
読
者
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。「
猟
人
日
記
」
で
農
奴
制
の
悲
惨
な
禍
患
を
、
胸
に
泌
み
入
る
筆
致
で
描
写
し

て
以
来
、
彼
の
一
作
一
作
は
文
字
通
り
一
つ
の
社
会
的
事
件
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
ト
ゥ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

自
身
の
方
で
も
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
社
会
主
義
と
い
う
よ
う
な
若
い
世
代
の
新
傾
向
を
、
そ
れ
が
ま
だ
現
実
に
は
明
白

な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
来
な
い
内
に
謂
わ
ば
敏
感
な
嗅
覚
で
察
知
し
て
、
そ
れ
を
作
品
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ

た
。
今
日
、
ト
ゥ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
思
想
」
な
ど
誰
も
問
題
に
す
る
人
は
な
い
の
だ
が
、
彼
に
し
て
見
れ
ば
そ
の
方

こ
そ
彼
の
創
作
活
動
の
本
領
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
ご
と
く
、
そ
の
芸
術
性
に
於
て
の
み
、
世
界
文
学
の
う
ち
に

永
遠
の
位
置
を
与
え
ら
れ
る
作
家
に
し
て
既
に
こ
の
通
り
な
の
で
あ
る
か
ら
、
他
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
ど
う
し

て
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
は
根
本
的
に
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
学
問
・

科
学
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
が
、
茲
で
は
文
学
者
に
よ
っ
て
真
剣
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
社
会
・
政
治
的
理
念

が
文
学
の
中
心
主
題
と
も
な
る
。
文
学
は
著
し
く
思
想
性
を
帯
び
、
文
学
の
幅
が
生
活
そ
の
も
の
の
如
く
広
く
な
っ

て
来
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
余
り
に
質
料
的
な
も
の
の
過
重
は
、
芸
術
性
の
見
地
か
ら
見
て
多
く
の
欠
陥
を
生

む
こ
と
に
も
な
っ
た
。
チ
ェ
ル
ヌ
イ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
「
何
を
為
す
べ
き
か
」
の
如
き
作
品
は
、
経
済
学
あ
る
い
は

社
会
学
の
論
文
に
す
べ
き
も
の
を
間
違
っ
て
小
説
に
し
た
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
復

活
」
で
さ
え
、
芸
術
的
に
は
退
屈
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
文
学
の
幅
が
ひ
ろ
く
、
文
学
者
の
自
由
の
度
が
大
き
い
の
に
は
、
文
学
的
伝
統
の
欠
如
と
い
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
十
九
世
紀
文
学
し
か
な
い
の
だ
。
露
西
亜
文
学
は
十
九

世
紀
か
ら
、
つ
ま
り
プ
ー
シ
キ
ン
か
ら
、
突
如
と
し
て
始
ま
る
。
世
界
文
学
の
水
準
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
十
九
世
紀

ま
で
の
露
西
亜
文
学
は
白
紙
で
あ
る
。
露
西
亜
は
中
世
紀
に
た
だ
一
人
の
チ
ョ
ー
サ
ー
も
ダ
ン
テ
も
有
た
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
文
芸
復
興
を
経
験
せ
ず
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
セ
ル
バ
ン
テ
ス
も
ラ
ブ
レ
ー
も
生
ま
な
か
っ
た
。
西
欧
で
は

古
典
主
義
文
学
が
絢
爛
と
開
花
し
た
十
七
世
紀
に
も
、
啓
蒙
主
義
の
十
八
世
紀
に
も
露
西
亜
は
沈
黙
を
続
け
た
。
そ

し
て
全
て
は
プ
ー
シ
キ
ン
か
ら
突
如
と
し
て
始
ま
る
如
く
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
な
の
か
。
そ
れ

ま
で
の
長
い
年
月
を
、
露
西
亜
人
は
何
を
し
て
い
た
の
か
。
茲
に
至
っ
て
我
々
は
プ
ー
シ
キ
ン
以
前
の
露
西
亜
精
神

史
を
、
プ
ー
シ
キ
ン
文
学
の
発
生
を
理
解
す
る
だ
け
の
た
め
に
も
、
一
応
ど
う
し
て
も
顧
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
十
九
世
紀
以
前
の
露
西
亜
精
神
史
は
、
十
三
世
紀
初
頭
の
韃
靼
人
侵
入
と
、
十
八
世
紀
初
頭
の
ピ
ョ
ー
ト

ル
大
帝
の
革
命
と
の
二
つ
を
頂
点
と
し
て
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
其
等
を
以
下
の
二
章
に
略
述
し
、
そ

の
精
神
史
的
意
義
を
闡
明
し
よ
う
と
思
う
。
リ
ュ
ー
リ
ッ
ク
に
よ
る
建
国
以
来
の
露
西
亜
の
歴
史
そ
の
も
の
は
本
講

義
の
取
扱
う
範
囲
に
は
属
さ
な
い
。

研
究
課
題

⑴
　
露
西
亜
文
学
は
何
故
ひ
と
に
陰
鬱
な
印
象
を
与
え
る
の
か
。

⑵
　
露
西
亜
的
人
間
の
性
格
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
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⑶
　
露
西
亜
の
自
然
と
露
西
亜
的
魂
と
の
関
聯
を
説
明
せ
よ
。

⑷
　
露
西
亜
文
学
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
哲
学
的
人
間
学
な
の
か
。




