
芳
賀
矢
一
『
国
民
性
十
論
』
の
恣
意
性

魯
迅
の
『
狂
人
日
記
』
お
よ
び
男
三
郎
事
件
に
関
連
し
て

坂

井

健

は
じ
め
に

（
一
）『
国
民
性
十
論
』
概
観

（
二
）
問
題
の
所
在

（
三
）
男
三
郎
事
件
に
つ
い
て

お
わ
り
に

芳
賀
矢
一
の
『
国
民
性
十
論
』
が
中
国
語
訳
さ
れ
、
訳
者
に

よ
る
、
魯
迅
の
『
狂
人
日
記
』
の
中
の
「
食
人
」
と
い
う
発
想

が
芳
賀
矢
一
の
『
国
民
性
十
論
』
の
中
で
、
中
国
人
は
「
食

人
」
を
し
て
い
た
、
と
す
る
記
述
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
指
摘
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
芳
賀
矢
一
は
、
日
本
人

に
「
食
人
」
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
意
識
的
に
無
視
し
て
、

中
国
人
に
「
食
人
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
日
本
人
の
「
温
和
寛

恕
」
の
国
民
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
芳
賀
矢
一
の
論

証
に
は
こ
れ
ま
で
も
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
恣
意
性

の
一
つ
の
例
証
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

244



は
じ
め
に

芳
賀
矢
一
は
、
そ
の
講
演
集
『
国
民
性
十
論
』（
明
治
四
〇
年
一

二
月
）
で
、
日
本
人
の
特
性
を
論
じ
た
。
日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ

て
沸
き
立
っ
た
当
時
の
風
潮
を
伝
え
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
特
性
と

い
う
か
、
優
秀
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
近
、
本
書
は
李

冬
木
氏
に
よ
っ
て
中
国
語
に
訳
さ
れ
、
注
目
を
浴
び
て
い
る１

）
。

中
で
も
話
題
を
呼
ん
だ
の
は
、
李
氏
の
翻
訳
の
付
録
と
し
て
掲
載

さ
れ
た
李
氏
本
人
に
よ
る
「
明
治
時
代
「
食
人
」
言
説
与
魯
迅
的

《
狂
人
日
記
》」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
魯
迅
の
『
狂
人
日
記
』
の
発

想
が
、
芳
賀
の
『
国
民
性
十
論
』
に
よ
っ
て
触
発
を
受
け
た
の
で
は

な
い
か
と
の
指
摘
で
あ
る
。
要
す
る
に
、『
狂
人
日
記
』
の
中
で
は
、

現
代
人
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、

人
を
食
ら
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
批
判
が
語
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
発
想
は
、
芳
賀
矢
一
の
『
国
民
性
十
論
』
に
記
さ
れ
た
論
述
に
求

め
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る2

）
。『
狂
人
日
記
』
は
、
あ
く
ま
で

狂
人
の
妄
想
と
し
て
語
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
「
食
人
」
の
中
に
は
、

比
喩
的
な
意
味
合
い
も
含
ま
れ
る
の
で
、
そ
の
発
想
の
ヒ
ン
ト
を
、

実
際
に
、
人
が
人
を
食
う
と
い
う
、
直
接
的
な
「
食
人
」
に
限
定
し

て
考
え
る
の
は
、
あ
る
い
は
適
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と

も
か
く
、（
当
時
の
）
現
代
人
の
支
配
層
は
、「
食
人
」
を
し
て
い
る

の
も
同
然
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
魯
迅
の
小
説
の
眼
目
で
あ
り
、

そ
の
発
想
の
ヒ
ン
ト
が
芳
賀
の
『
国
民
性
十
論
』
に
あ
る
、
と
い
う

の
が
李
氏
の
主
張
で
あ
る
。

李
氏
は
、
芳
賀
矢
一
が
『
国
民
性
十
論
』
の
中
で
、『
資
治
通
鑑
』

を
引
い
て
中
国
に
お
け
る
「
食
人
」
の
史
実
を
例
証
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
魯
迅
が
『
狂
人
日
記
』
発
表
後
の
一
九
一
八
年
に

友
人
許
寿
裳
宛
の
書
簡
の
中
で
「
た
ま
た
ま
『
通
鑑
』
を
読
ん
で
い

て
、
中
国
人
は
や
っ
ぱ
り
人
食
い
民
族
で
あ
っ
た
と
悟
り3

）
」
云
々
と

述
べ
て
い
る
の
を
引
用
し
て
、
魯
迅
が
『
資
治
通
鑑
』
を
持
ち
出
し

た
の
は
、
芳
賀
の
著
作
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

李
氏
は
、
日
本
で
も
食
人
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
、
指

摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
と
く
に
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
大
森
貝
塚

で
食
人
の
風
習
の
形
跡
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
大
き
な
話
題

と
な
っ
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
魯
迅
は
、『
狂
人
日
記
』
の
中
で
は
、「
食
人
」
は
、

「
李
時
珍
が
作
っ
た
「
本
草
何
と
か
」
を
見
る
と
人
間
は
煎
じ
て
食

う
べ
し
と
明
か
に
書
い
て
あ
る
。」（
井
上
紅
梅
訳
）
と
書
い
て
い
る

が
、
今
の
と
こ
ろ
、
論
者
は
、『
本
草
綱
目
』
の
中
で
「
人
肉
を
煎

じ
て
食
う
」
と
い
う
記
述
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。
魯
迅
が
書
簡
の

中
で
は
『
資
治
通
鑑
』
を
持
ち
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
狂
人
日
記
』
の
中
で
は
、『
本
草
綱
目
』
に
そ
の
典
拠
を
作
り
変

え
、
人
肉
を
薬
の
よ
う
に
あ
つ
か
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
後
に

述
べ
た
い
と
思
う
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
芳
賀
が
『
資
治
通
鑑
』
の
記
述
を
引
い
て
、

中
国
人
が
「
食
人
」
を
行
っ
た
と
い
う
例
証
を
行
っ
た
と
い
う
事
実

は
確
認
で
き
る
し
、
魯
迅
が
『
資
治
通
鑑
』
を
引
い
て
、
中
国
に
も

「
食
人
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
事
実
も
確
認
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
魯
迅
が
そ
れ
を
『
狂
人
日
記
』
の
発
想
の
ヒ

ン
ト
に
し
た
、
と
い
う
李
氏
の
仮
説
は
十
分
肯
け
る
も
の
だ
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
提
出
し
た
い
の
は
、
当
時
、
芳
賀
の
持
ち
出
し

た
「
国
民
性
」
な
る
も
の
が
、
ど
の
程
度
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
食
人
」
の
問
題
と
関
連
さ

せ
て
考
え
て
み
た
い
。

芳
賀
矢
一
が
国
文
学
に
お
い
て
果
た
し
た
業
績
に
つ
い
て
は
、
い

ま
さ
ら
こ
こ
で
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、『
国
民
性
十
論
』
に
つ

い
て
は
、
早
く
か
ら
、
西
郷
信
綱
氏
の
批
判
が
あ
る4

）
。
西
郷
氏
は

『
国
民
性
十
論
』
に
代
表
さ
れ
る
旧
来
の
国
文
学
が
「「
日
本
的
な

も
の＝

国
民
性
と
い
ふ
形
而
上
的
概
念
に
、
文
学
事
象
の
最
後
的
な

説
明
根
拠
を
求
め
て
き
た
」
と
し
、「
説
明
さ
る
べ
き
も
の
を
以
て

説
明
す
る
と
い
ふ
、「
か
の
「
悪
し
き
循
環
」
か
ら
多
少
と
も
脱
け

き
れ
て
ゐ
な
」
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
清
水
正
之

氏
も
、「
帰
納
と
い
う
よ
り
も
演
繹
的
な
説
明
」
で
あ
り
「
普
遍
的

な
る
国
民
性
を
前
提
に
し
た
議
論
」
で
あ
っ
て
、
循
環
論
法
に
陥
っ

て
い
る
、
と
批
判
し
て
い
る5

）
。

端
的
に
い
う
と
、
論
者
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
「
国
民
性
」
な
る

も
の
を
、
勝
手
に
先
に
捏
造
し
て
お
い
て
、
そ
れ
に
都
合
の
良
い
例

証
を
ひ
ろ
っ
て
来
て
は
、
あ
た
か
も
客
観
的
な
証
明
の
振
り
を
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

西
郷
氏
も
、
清
水
氏
は
、
個
別
・
具
体
的
、
に
芳
賀
の
論
の
ど
こ

が
循
環
論
法
な
の
か
を
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
芳
賀
が

「
食
人
」
に
関
し
て
、
中
国
と
日
本
の
文
化
の
比
較
を
し
た
部
分
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

（
一
）『
国
民
性
十
論
』
概
観

そ
の
前
に
、
芳
賀
矢
一
の
『
国
民
性
十
論
』
の
主
張
を
概
観
し
て

お
き
た
い
。

芳
賀
が
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
た
十
の
日
本
人
の
「
国
民
性
」

と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

１

忠
君
愛
国

２

祖
先
を
崇
び
、
家
名
を
重
ん
ず

３

現
世
的
、
実
際
的

４

草
木
を
愛
し
、
自
然
を
尊
ぶ

５

楽
天
洒
落

６

淡
泊
瀟
洒

７

繊
麗
織
巧

８

清
浄
潔
白
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９

礼
節
作
法

10

温
和
寛
恕

要
す
る
に
、
天
皇
を
敬
い
、
国
を
愛
し
、
そ
の
天
皇
に
つ
な
が
る

も
の
と
し
て
祖
先
と
家
を
尊
ぶ
と
い
う
の
が
第
一
で
、
次
に
、
そ
の

性
質
と
し
て
、
実
際
的
で
あ
り
、
自
然
を
愛
し
、
楽
天
的
で
、
も
の

ご
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
繊
細
で
、
き
れ
い
好
き
で
、
礼
儀
正
し
く
、

相
手
に
対
し
て
や
さ
し
い
、
と
い
う
、
ま
あ
、
だ
い
た
い
日
本
の
観

光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
載
せ
て
も
問
題
な
い
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
と
く
に
芳
賀
矢
一
が
意
を
用
い
て
い
る
の
が
、
１

と
２
で
、
さ
す
が
神
主
で
国
学
者
の
家
に
生
ま
れ
た
人
物
ら
し
い
と

納
得
で
き
る
。

本
書
は
、
現
在
で
は
、
一
般
に
は
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
が
、
出
版
さ
れ
た
当
時
は
、
大
評
判
で
、
英
語
や
ド
イ

ツ
語
に
訳
し
て
ほ
し
い
、
と
の
書
評
（『
朝
日
新
聞
』
明
治
四
一

（
一
九
〇
八
）
年
二
月
一
七
日
）
も
出
た
ほ
ど
で
あ
る
。

『
国
民
性
十
論
』
の
恣
意
性
と
い
う
の
が
本
稿
の
テ
ー
マ
だ
が
、

芳
賀
矢
一
に
は
、
現
在
の
「
ネ
ト
ウ
ヨ
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
よ

う
な
悪
意
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
彼
自
身
、
論
の
冒

頭
で
、
日
本
文
学
研
究
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
は
何
か
、

日
本
人
の
国
民
性
と
は
何
か
、
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
説
く
と
き
に
も
、「
今
の
時
は
我
は
彼
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
同

時
に
我
は
我
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る

し
、
結
論
部
分
で
も
、
日
本
が
日
露
戦
争
に
勝
利
し
、
世
界
の
日
本

と
な
っ
た
と
の
認
識
を
示
す
場
合
に
も
、「
世
界
の
舞
台
に
出
た
以

上
は
亦
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
変
へ
る
べ
き
所
は
変
へ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
守
る
べ
き
と
こ
ろ
は
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
よ
く
我
過

去
を
知
つ
て
よ
く
新
来
の
長
所
を
探
る
覚
悟
」
が
必
要
だ
と
も
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
偏
狭
な
国
家
主
義
者
で
は
な
く
、
国
際
協

調
に
つ
い
て
も
意
を
用
い
て
い
る
の
だ
。
実
際
、
姉
崎
嘲
風
も
「
近

頃
世
に
は
保
守
の
一
方
に
偏
し
て
国
民
性
を
古
風
に
圧
迫
せ
ん
と
す

る
も
の
あ
り
」
と
、
日
露
戦
争
の
頃
か
ら
、
は
な
は
だ
し
さ
を
増
し

て
き
た
当
時
の
国
家
主
義
的
な
風
潮
を
批
判
し
た
う
え
で
、
芳
賀
矢

一
の
論
述
の
態
度
が
こ
う
し
た
連
中
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
だ
と

し
て
評
価
し
て
い
る
（『
読
売
新
聞
』
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年

一
〇
月
六
日
）。
す
な
わ
ち
、
書
物
の
内
容
は
、
日
本
人
礼
賛
に
見

え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
の
意
識
と
し
て
は
、
国
家
主
義
に
対

し
て
慎
重
で
あ
り
、
当
時
の
識
者
に
も
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
人
で
あ
る
論
者
が
、
こ
の
書
物
を
読
み
進
め
て
い

く
と
、
た
ち
ま
ち
、
そ
の
衒
学
臭
に
辟
易
し
て
、
読
み
進
め
る
こ
と

が
苦
痛
に
な
っ
て
し
ま
う
。
何
し
ろ
日
本
人
は
優
れ
た
民
族
で
あ
る

と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
に
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
材
料
が
並
べ
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
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と
こ
ろ
が
、
先
の
『
朝
日
新
聞
』
の
書
評
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
て

み
る
と
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
そ
う
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。

「
面
白
い
本
と
い
う
の
が
一
番
手
短
な
評
語
」
だ
と
か
「
一
度
読
み

だ
し
た
ら
途
中
で
や
め
ら
れ
な
い
」
な
ど
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
評
者
は
、「
も
と
も
と
国
民
性
の
美
点
を

論
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
伯
父
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
て
、
急
に
強
が
る

太
郎
君
の
得
意
に
似
た
感
情
が
読
者
の
胸
に
浮
か
ぶ
の
だ
」
と
、
そ

の
面
白
さ
の
理
由
を
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
人
に

と
っ
て
の
希
望
的
日
本
人
論
に
過
ぎ
な
い
と
認
定
し
た
う
え
で
、
そ

の
希
望
的
日
本
人
像
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
本
が
日
本

人
に
と
っ
て
は
面
白
く
感
じ
ら
れ
る
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

だ
か
ら
、
褒
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
そ
の
内
実
を
考
え

る
と
、
な
か
な
か
辛
辣
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
評
者
は
、
本
書

の
恣
意
性
・
欺
瞞
性
を
嗅
ぎ
つ
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
）
問
題
の
所
在

と
こ
ろ
で
、
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
載
せ
て
も
い
い
、
と
書
い
た

の
は
、
人
畜
無
害
に
見
え
る
と
い
う
意
味
な
の
だ
が
、
で
は
、
人
畜

無
害
に
見
え
る
内
容
が
、
実
際
に
、
人
畜
無
害
に
作
用
し
た
の
か
、

と
い
う
と
、
そ
れ
は
話
が
別
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
書
物
は
、
一
五
年
戦
争
時
ま
で
命
脈
を
保
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
時
中
に
出
さ
れ
た
『
推
薦
図
書
目
録
』
一

九
集
（
大
日
本
青
年
団
本
部
編
、
昭
和
一
四
年
）
の
中
に
も
本
書
の

名
が
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
書
い
た
当
人
に
悪
意
が
な
く
と
も
、
当

時
の
識
者
が
そ
の
よ
う
に
認
め
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
そ

の
も
の
は
、
大
日
本
帝
国
の
国
威
発
揚
に
適
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

て
い
た
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
だ
。

問
題
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
内
容
の
文
章
が
国
威
発
揚
に
寄
与
す

る
も
の
と
、
み
な
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

芳
賀
矢
一
の
学
問
が
ド
イ
ツ
の
文
献
学
が
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
こ

と
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
献
学
と
い
っ
て
も
、

い
わ
ゆ
る
言
語
学
的
な
文
献
学
と
い
う
よ
り
、
哲
学
と
言
お
う
か
、

思
想
と
言
お
う
か
、
宗
教
と
い
お
う
か
、
そ
の
よ
う
な
文
献
学
で
あ

る
。
端
的
に
い
う
な
ら
、
ベ
ッ
ク
の
影
響
で
あ
る
。
芳
賀
矢
一
の
文

献
学
が
ベ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
文
献
学
の
目
的
は
、
芳
賀
矢
一
も
引
用
し
て
い
る

よ
う
に
、
ベ
ッ
ク
の
言
葉
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、“D

a
s
E
rk
en
n
en

d
es

E
rk
a
n
n
ten

n
”

（
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
）
で
あ
っ
て
、
文

献
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
そ
の
文
献
を
書
い
た
人
々
の
精
神
を
理
解

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
元
来
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー

マ
の
古
典
時
代
の
文
献
を
研
究
し
て
、
そ
の
精
神
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
ベ
ッ
ク
は
、
そ
れ
を
拡
大
し
て
、

ド
イ
ツ
の
国
民
性
を
理
解
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
し
た
の
で
あ

る
。
芳
賀
矢
一
が
、
新
た
な
日
本
文
学
研
究
を
、
か
つ
て
の
国
学
の
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よ
う
に
『
万
葉
集
』、『
古
事
記
』
な
ど
の
古
学
に
限
定
せ
ず
、
広
い

時
代
の
日
本
人
の
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
、
と

考
え
た
き
っ
か
け
も
こ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
た
な
日
本
文
学
研

究
を
ド
イ
ツ
文
献
学
に
あ
て
は
め
て
考
え
た
の
で
あ
る
。

『
国
民
性
十
論
』
と
い
う
こ
の
書
物
は
、
そ
の
よ
う
な
芳
賀
矢
一

の
思
想
の
体
現
し
た
も
の
と
し
て
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

の
文
献
学
が
ド
イ
ツ
の
国
民
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
文
学
研
究
は
、
日
本
の
国
民
性
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
芳
賀
矢
一
は
考
え
て
い
た
の
で

あ
る
。

ド
イ
ツ
民
族
が
ド
イ
ツ
民
族
の
国
民
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
、
日

本
民
族
が
日
本
民
族
の
国
民
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
、
と
い
う
願
望

は
、
ま
っ
た
く
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
政
治
的
影
響
を
お
よ
ぼ
す
の
か
と
い
う
話
に
な
る
と
、
問

題
は
別
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
文
献
学
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
思
潮
と
大
き
な
か
か
わ
り

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
、
言
語
研
究
と
い
う
客
観
的
な

学
問
か
ら
逸
脱
し
て
、
哲
学
・
思
想
・
宗
教
的
、
引
い
て
は
、
政
治

的
な
意
味
を
も
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
国
民
性
・
民
族
性
と
い
う
概

念
は
、
同
一
言
語
の
人
々
が
同
一
の
文
化
的
・
精
神
的
伝
統
を
持
ち
、

そ
れ
が
そ
の
人
々
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し

た
人
々
に
よ
る
独
立
国
家
が
築
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

は
、
当
時
に
あ
っ
て
重
要
、
か
つ
、
有
効
な
概
念
で
あ
っ
た
が
、
逆

に
い
う
と
、
悪
い
意
味
で
の
国
粋
的
な
主
張
と
も
親
和
的
な
概
念
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
男
三
郎
事
件
に
つ
い
て

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
芳
賀
矢
一
が
本
書
で

「
食
人
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ

こ
に
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

『
国
民
性
十
論
』
の
中
で
「
食
人
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、「
十
、
温
和
寛
恕
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
芳
賀
矢
一
は
、『
史

記
』
の
、
白
起
が
趙
の
降
卒
四
十
万
人
を
生
き
埋
め
に
し
た
と
い
う

史
実
を
引
い
た
う
え
で
、「（
こ
の
よ
う
な
）
残
酷
な
事
は
日
本
歴
史

に
は
み
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
支
那
の
歴
史
を
よ
め
ば
人
の
肉
を

や

羹
に
し
て
食
つ
た
事
が
見
え
る
。
食
人
時
代
の
遺
風
で
あ
ろ
う
。」

と
述
べ
た
う
え
で
、『
資
治
通
鑑
』
を
引
い
て
、
人
肉
を
碓
で
轢
い

て
食
べ
た
例
や
、
塩
漬
け
に
し
て
食
べ
た
例
を
引
い
て
い
る
。
そ
の

多
く
は
、
食
料
が
乏
し
く
や
む
な
く
食
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
そ
う

で
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
高
い
官
位
を
持
っ
た
役
人
で
さ
え
、
人

肉
を
食
っ
た
例
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

兵
士
が
戦
捷
に
乗
じ
て
婦
女
を
辱
め
奪
略
を
恣
に
す
る
様
な
事

は
日
本
に
は
決
し
て
無
い
。
日
露
戦
争
に
先
だ
つ
て
露
西
亜
の
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将
軍
が
満
州
の
人
数
千
人
を
黒
竜
江
に
駆
つ
て
殺
し
た
事
は
皆

人
の
記
憶
に
新
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
中
略
）
日
本
人
は
む
か

し
か
ら
国
内
の
争
で
、
全
く
他
人
種
と
の
衝
突
が
無
い
と
の
原

因
も
あ
ら
う
が
、
日
本
人
の
率
直
、
単
純
な
性
質
は
何
事
で
も

あ
ま
り
極
端
に
走
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
極
端
な
残
虐
は
其
心

に
堪
へ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

引
用
文
中
、「
露
西
亜
の
将
軍
が
」
云
々
は
、
ア
ム
ー
ル
川
事
件

を
指
す
。
一
九
〇
〇
年
、
義
和
団
の
乱
の
報
復
と
し
て
、
ロ
シ
ア
人

が
清
国
人
二
万
五
千
人
を
虐
殺
し
て
、
ア
ム
ー
ル
川
（
黒
竜
江
）
に

流
し
た
と
さ
れ
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
と
き
の

芳
賀
矢
一
は
、
後
に
日
本
人
が
南
京
大
虐
殺
を
起
こ
そ
う
な
ど
と
は

夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
芳
賀
矢
一
が
『
国
民
性
十
論
』
の
中
で
、

「
食
人
」
を
取
り
上
げ
る
と
き
は
、
日
本
人
は
、
残
酷
な
行
い
を
行

う
こ
と
は
な
い
が
、
中
国
人
や
西
洋
人
は
残
酷
な
こ
と
を
平
気
で
行

う
と
い
う
こ
と
の
論
証
の
た
め
に
、
引
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
残
酷
な
行
い
は
日
本
の

歴
史
に
は
あ
り
え
な
い
、
と
強
調
す
る
の
だ
が
、
初
め
に
述
べ
た
よ

う
に
、
日
本
で
も
食
人
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
話
題
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
、
李
氏
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
と
く
に
大
森

貝
塚
で
食
人
の
風
習
の
形
跡
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
モ
ー
ス
の
言

う
よ
う
に
そ
れ
が
先
住
民
族
の
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
当
時
、

大
き
な
話
題
と
な
っ
て
お
り6

）
、
芳
賀
矢
一
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
、
芳
賀
矢
一
は
知
っ
て
い
て
わ
ざ
と
切
り
捨

て
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
先
住
民
族
だ
け
で
は
な
い
、
現
に
本
書
が
描
か
れ
た
明
治

時
代
で
も
、
食
人
の
猟
奇
的
犯
罪
は
、
当
時
、
新
聞
を
に
ぎ
わ
し
て

い
た
。
本
書
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
だ

が
、
翌
四
一
年
の
七
月
、
臀
肉
事
件
で
逮
捕
さ
れ
た
野
口
男
三
郎
が

死
刑
に
な
っ
て
い
る
。
臀
肉
事
件
と
は
、
漢
詩
人
で
有
名
な
野
口
寧

斎
の
義
弟
野
口
男
三
郎
が
、
ハ
ン
セ
ン
氏
病
の
野
口
寧
斎
の
病
気
を

治
そ
う
と
、
少
年
を
殺
害
し
て
そ
の
臀
肉
を
切
り
取
り
、
ス
ー
プ
に

し
て
飲
ま
せ
た
と
さ
れ
る
事
件
で
あ
る
。

男
三
郎
は
、
無
名
の
学
生
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
、

漢
詩
人
と
し
て
高
名
で
あ
っ
た
野
口
寧
斎
の
妹
ソ
エ
と
恋
愛
関
係
に

陥
り
、
君
子
と
い
う
子
供
を
も
う
け
、
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
。
寧
斎

は
、
ハ
ン
セ
ン
氏
病
を
患
っ
て
お
り
、
当
時
の
考
え
方
と
し
て
は
、

こ
れ
は
遺
伝
病
で
あ
る
か
ら
、
寧
斎
と
ソ
エ
は
そ
の
悪
遺
伝
を
絶
つ

た
め
、
一
生
独
身
を
誓
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
男
三
郎
と
ソ
エ

が
わ
り
な
い
仲
と
な
っ
た
の
で
、
母
は
、
男
三
郎
を
婿
に
迎
え
る
こ

と
を
承
諾
し
た
が
、
寧
斎
自
身
は
男
三
郎
に
反
感
を
懐
き
つ
づ
け
て

い
た
。
そ
の
義
兄
を
懐
柔
す
る
た
め
、
近
所
の
子
供
を
殺
し
て
、
ハ

ン
セ
ン
氏
病
に
効
く
と
さ
れ
た
人
肉
を
寧
斎
に
ス
ー
プ
に
し
て
飲
ま
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せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

明
治
三
八
年
五
月
、
薬
屋
を
営
む
都
築
富
五
郎
が
首
を
吊
っ
て
い

る
の
が
発
見
さ
れ
た
。
当
初
、
自
殺
か
と
思
わ
れ
た
が
、
富
五
郎
が

男
三
郎
か
ら
土
地
売
買
の
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
、
大
金
を
引
き
出
し

た
の
ち
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
男
三
郎
が
犯
人
と
し
て
浮
上
し
た
。

男
三
郎
が
、
大
金
と
劇
薬
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
金
を
奪
っ

て
、
首
つ
り
自
殺
に
偽
装
し
、
富
五
郎
を
毒
殺
し
た
疑
い
で
逮
捕
さ

れ
た
。
捜
査
が
進
む
に
つ
れ
、
こ
れ
以
前
に
、
さ
ら
に
、
野
口
家
を

欺
く
た
め
に
、
東
京
外
語
学
校
露
語
科
の
卒
業
論
文
を
偽
造
し
て
い

た
こ
と
が
判
明
、
さ
ら
に
、
三
年
前
の
明
治
三
五
年
、
少
年
の
臀
部

の
肉
が
切
り
取
ら
れ
て
い
た
殺
人
事
件
に
つ
い
て
も
男
三
郎
の
関
与

が
疑
わ
れ
た
。
寧
斎
の
歓
心
を
買
う
た
め
、
ハ
ン
セ
ン
氏
病
に
効
く

と
さ
れ
て
い
た
人
肉
を
ス
ー
プ
に
し
て
飲
ま
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

都
築
富
五
郎
殺
人
事
件
の
少
し
前
に
、
野
口
寧
斎
自
身
も
急
死
し
て

い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
男
三
郎
が
寧
斎
を
殺
し
た
と
の
疑
い
が

持
た
れ
、
寧
斎
の
死
因
を
特
定
す
る
た
め
に
、
寧
斎
の
墓
も
掘
り
返

さ
れ
た
。

真
相
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
猟
奇
的
事
件
は
、
明
治
三
八
年
五

月
よ
り
、
連
日
、
新
聞
の
報
ず
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た7

）
。
明
治
三
九
年
、

男
三
郎
が
死
刑
判
決
を
受
け
る
と
、
演
歌
師
た
ち
は
、
そ
れ
に
着
目

し
「
夜
半
の
追
憶
」
と
い
う
演
歌
を
作
り
、「
天
然
の
美
」
の
旋
律

に
の
せ
て
歌
い
、
大
流
行
を
し
た
。
さ
ら
に
、
国
木
田
独
歩
は
、
男

三
郎
の
告
白
を
『
獄
中
之
告
白
』（
独
歩
社
、
明
治
三
九
年
）
と
し

て
出
版
し
、
評
判
と
な
っ
て
い
た
。

ち
な
み
に
、「
夜
半
の
追
憶
」
の
歌
詞
の
一
部
を
抄
録
す
る
と
以

下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

あ
ゝ
世
は
夢
か
幻
か
、
獄
舎
に
独
り
思
ひ
寝
の

夢
よ
り
覚
め
て
見
廻
せ
ば
、
四
辺
静
か
に
夜
は
更
け
て

月
影
淡
く
窓
に
差
す
、
あ
ゝ
彼
の
月
の
差
す
影
は

置
く
露
し
げ
き
青
山
に
、
静
か
に
眠
る
兄
君
の

そ
の
墳
墓
を
照
ら
す
ら
ん
、
又
世
を
忍
び
身
を
忍
び

夜
を
終
夜
泣
き
明
か
す
、
愛
し
き
妻
の
袂
に
も

同
じ
き
影
は
宿
る
ら
ん
、
あ
ゝ
夢
な
り
き
夢
な
り
き

兄
君
宥
し
給
ひ
て
よ
、
妻
よ
我
が
子
よ
宥
し
て
よ

懺
悔
の
涙
は
ら
〳
〵
と
、
袂
に
濺
村
時
雨

折
し
も
颯
と
一
陣
の
、
吹
き
入
る
風
は
身
に
沁
み
て

は
や
秋
来
ぬ
と
告
ぐ
る
ら
し
、
花
咲
く
春
の
手
枕
の

短
き
夢
も
覚
め
ぬ
間
に
、
早
や
秋
風
は
立
ち
け
る
か

草
葉
に
置
け
る
夕
霧
の
、
そ
れ
に
も
似
た
る
我
が
命

零
れ
て
消
え
ん
日
は
何
日
ぞ
、
軈
て
窶
れ
し
身
を
起
し

せ
め
て
月
を
や
眺
め
ん
と
、
獄
舎
の
柱
に
倚
り
添
ひ
て

伸
び
上
が
れ
ど
も
如
何
に
せ
ん
、
砕
く
る
波
の
そ
れ
の
如

後
へ
に
撞
と
倒
れ
た
り
、
あ
ゝ
我
な
が
ら
思
ひ
き
や
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斯
も
衰
へ
果
ん
と
は
、
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
明
日
来
な
ば

果
敢
な
く
消
ゆ
る
露
の
身
の
、
今
は
た
何
か
悶
え
て
ん

（
添
田
唖
蝉
坊
・
添
田
知
道
著
作
集

別
巻
『
流
行
歌
明
治
大

正
史
』（（
刀
水
書
房
、
昭
和
五
七
年
、
但
し
、
初
出
は
、
春
秋

社
、
昭
和
八
年
）

お
わ
り
に

凶
悪
な
事
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
詞
の
内
容
が
男
三
郎
に
同
情

的
な
の
は
、
真
相
が
不
明
の
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
、
当
時
の
堕
落
書
生
の
身
の
上
と
重
な
る
と
こ
と
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
男
三
郎
は
、
出
世
を
夢
見
て
上
京
し
た
も
の
の
、

ソ
エ
と
恋
仲
に
陥
り
、
学
業
は
進
ま
ず
、
卒
業
も
で
き
な
か
っ
た
。

高
名
な
漢
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
ハ
ン
セ
ン
氏
病
を
患
っ
て
い
た
野
口

寧
斎
の
妹
で
絶
世
の
美
女
と
報
じ
ら
れ
る
女
性
と
子
供
ま
で
も
う
け

な
が
ら
、
義
兄
の
信
用
を
う
る
こ
と
は
で
き
ず
、
窮
余
の
一
策
と
し

て
、
そ
の
場
し
の
ぎ
的
に
当
面
の
幸
せ
を
守
ろ
う
と
し
て
、
詐
欺
や

殺
人
を
犯
し
た
わ
け
で
、
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、
似

た
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
人
達
の
同
情
を
引
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
野
口
家
が
ハ
ン
セ
ン
氏
病
の
血
筋
で
あ
り
、
男
三
郎
の
妹

ソ
エ
も
ま
た
、
そ
の
血
を
引
い
て
い
た
と
い
う
、
当
時
の
考
え
方
や
、

そ
の
血
筋
を
引
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
エ
を
愛
し
、
子
供

ま
で
も
う
け
た
と
い
う
男
三
郎
の
愛
情
（
そ
れ
が
男
三
郎
が
世
間
に

対
し
て
演
じ
て
見
せ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
が
）
に
も
世
間
の
同
情
が
集
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
穿
鑿
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を
『
国
民
性

十
論
』
を
書
い
た
当
時
の
芳
賀
矢
一
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
、
到
底

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、「
夜
半
の
追
憶
」
が
い
つ
作
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

流
行
歌
の
性
質
上
、
は
っ
き
り
と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

『
獄
中
之
告
白
』
が
発
表
さ
れ
た
明
治
三
九
年
九
月
ご
ろ
と
推
測
す

る
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
件
に
つ
い
て
の
報
道
は
、
三
八

年
の
夏
ご
ろ
か
ら
盛
ん
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

前
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、『
夜
半
の
追
憶
』
が
流
行
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
芳
賀
矢
一
が
無
視
し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
、『
国
民
性
十
論
』
を
出
版
し
た
と
き
の
芳
賀
矢

一
は
こ
の
事
件
を
知
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
っ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
無
視
し
た
、
こ
こ
ま
で
は
、
ほ

ぼ
確
実
に
言
え
る
と
思
う
。

こ
れ
は
「
食
人
」
に
つ
い
て
日
本
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
有

名
な
事
件
で
あ
る
大
森
貝
塚
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
李
氏
の
論

で
は
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
「
食
人
」
に
言
及
し
た
出
版
物
の

数
的
統
計
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
当
時
の
日
本

で
話
題
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
魯
迅
も
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う

252



文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
興
味
か
ら
い
え
ば
、
魯
迅
も

お
そ
ら
く
知
っ
て
い
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
芳
賀
矢
一
が
知
ら
な

か
っ
た
は
ず
は
な
く
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
視
し
て
い
る
と
い

う
事
実
が
重
用
な
の
だ
。
統
計
的
な
数
字
よ
り
、
男
三
郎
事
件
は
決

定
的
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
は
な
ぜ
か
。
簡
単
だ
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
触
れ

る
な
ら
ば
、
自
身
の
主
張
し
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
「
国
民
性
」
が

揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
男
三
郎
事
件
は
特

殊
な
事
件
で
あ
り
、
大
森
貝
塚
の
話
は
、
有
史
以
前
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
無
視
し
た
と
い
う
反
論
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、

そ
の
こ
と
を
明
記
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
例
外
に
属
す
る
と
い
う
「
例
外
処
理
」
を
行
う
の
が
、
学
問

の
当
り
前
の
手
続
き
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
事
実
を
考
え
る
か
ぎ
り
、『
国
民
性
十

論
』
の
論
証
は
、
資
料
の
あ
つ
か
い
に
お
い
て
、
恣
意
的
で
あ
る
と

断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
て
、
最
後
に
な
っ
た
が
、『
狂
人
日
記
』
の
中
で
人
肉
が
煎
じ

薬
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
件
で
あ
る
が
、
男
三
郎
事
件
と
の
か
か
わ

り
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
男
三
郎
は
、
人
肉
を
ス
ー
プ
に

し
て
ハ
ン
セ
ン
氏
病
の
薬
と
し
て
義
兄
と
妻
に
呑
ま
せ
た
、
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
魯
迅
は
、
男
三
郎
事
件
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、

『
狂
人
日
記
』
の
主
人
公
に
人
肉
を
煎
じ
薬
と
す
る
と
考
え
さ
せ
た

の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
確
証
は
な
い
け
れ
ど
も
。

注１
）

芳
賀
矢
一
『
國
民
性
十
論
』（
李
冬
木
、
房
雪
霏
訳
注
、
三
聯
書
点
、

二
〇
一
八
年
四
月
）

２
）

初
出
、
李
冬
木
「
明
治
時
代
に
お
け
る
「
食
人
」
言
説
と
魯
迅
の

「
狂
人
日
記
」」（『
文
学
部
紀
要
』
佛
教
大
学
文
学
部
、
二
〇
一
二
年

三
月
）

３
）

魯
迅
、
許
寿
裳
宛
書
簡
（
一
九
一
八
年
八
月
二
〇
日
）

４
）

西
郷
信
綱
「
日
本
的
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
の
反
省
」（『
国
語
と
国
文

学
』
一
九
四
六
年
三
月
）

５
）

清
水
正
之
「
芳
賀
矢
一
に
お
け
る
「
日
本
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
｜

思
想
史
研
究
と
国
文
学
｜
」（『
日
本
文
学
』
四
一
号
、
一
九
九
二
年
一

〇
月
）

６
）

礫
川
全
次
編
著
『
人
喰
い
の
民
俗
学
』（
批
評
社
、
一
九
九
七
年
一

月
）
に
詳
し
い
。

７
）

た
と
え
ば
、『
読
売
新
聞
』（
明
治
三
八
年
五
月
三
〇
日
）「
自
殺
は

毒
殺
？
」
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