
道
遙
の
文
学
革
新
の
運
動
は
、
「
小
説
神
髄
」
に
お
け
る
写
実
主
義
の
提
唱

に
そ
の
中
心
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
写
実
主
義
が
、
近
代
文
学
の

基
本
的
な
表
現
様
式
で
あ
る
点
に
、
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
定
説
に
な
っ
て
い
る
と
↑
」
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
写
実
主

義
の
提
唱
、
「
小
説
神
髄
」
の
執
筆
が
、
ど
の
よ
う
な
欲
求
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
か
が
い
ま
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
「
小
説
神
髄
」
執
筆
の
動
機
は
、
馬
琴
あ
た
り
の
勧
善
懲
悪
的

①

小
説
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
道
遙
が
、
大
学
で
の
レ
ポ
ー
ト
に
失
敗
し
日
本
の

戯
作
文
学
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
の
相
違
に
着
目
し
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
文
学
を

研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
新
知
識
を
陳
述
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
小
説
神
髄
」
の
執
筆
動
機
は
、
全
く
研
究
的
な
立
場
に

立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
公
に
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
ま
た
異
な
る
も

、

の
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
研
究
が
で
き
上
り
、
新
し

い
文
学
は
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
が
わ
か
る
と
、
彼
は
一
人
の
先
覚
者
た
る

こ
と
を
自
覚
し
た
。
そ
一
」
で
彼
は
、
指
導
者
と
し
て
、
そ
の
新
し
い
知
識
を
多

く
の
人
々
に
与
え
、
か
つ
そ
の
新
し
い
文
学
の
成
長
発
展
へ
の
期
待
を
、
時
代

啓
蒙
意
識
の
相
剋

坪
内
遁
遙
に
お
け
る
文
学
意
識
と

の
動
き
の
中
へ
持
込
ま
ね
ば
い
ら
れ
な
い
気
持
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

啓
蒙
の
情
熱
に
つ
き
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
啓
蒙
活
動
は
、
政
治
思
想
の
方
面
で
は
、
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ

た
。
彼
は
政
治
そ
の
も
の
に
ほ
と
ん
ど
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
た
だ
周
囲

に
、
政
治
に
関
心
を
も
ち
運
動
に
従
う
友
人
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
に
引

②

き
ず
ら
れ
る
形
を
と
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
事
実
で
あ
ろ

う
が
、
政
治
に
興
味
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
勺
へ
て
の
社
会
的
な
事
象

に
興
味
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
思
想
一

般
、
あ
る
い
は
風
俗
、
人
生
等
に
関
し
て
、
彼
が
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て

い
た
こ
と
は
、
「
妹
と
背
か
が
み
」
以
後
の
諸
作
品
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
内
地
雑
居
未
来
の
夢
」
に
、
紡
績
業
で
成
功
し
よ
う
と
し
て
い

る
主
人
公
を
め
ぐ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
、
殖
産
興
業
論
の
他
に
家
族
制
度
と

個
人
の
問
題
、
恋
愛
と
宗
教
の
問
題
、
そ
の
他
演
劇
改
良
論
や
小
説
論
に
ま
で

筆
を
は
せ
て
い
る
。
や
は
り
社
会
風
俗
一
般
の
、
新
し
い
ま
た
正
し
い
と
思
わ

れ
る
方
向
へ
の
啓
蒙
は
、
彼
の
大
き
な
関
心
の
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

一
一
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れ
は
、
や
が
て
後
日
彼
を
し
て
教
育
者
た
ら
し
め
る
素
地
を
な
し
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
文
学
の
革
新
、
啓
蒙
を
中
心
と
し
て
、
社
会
人
生
文
化

各
方
面
へ
の
革
新
啓
蒙
の
情
繁
が
豊
か
で
あ
っ
た
↑
」
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

「
小
説
神
髄
」
の
述
作
は
、
多
く
の
人
々
を
啓
蒙
し
得
た
で
あ
ろ
う
と
と
も

に
、
彼
自
身
に
も
、
写
実
主
義
を
深
く
信
奉
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、

こ
の
写
実
主
義
へ
の
信
奉
と
、
彼
の
啓
蒙
の
情
熱
と
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に

た
つ
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
両
者
が
両
立

し
、
あ
る
い
は
融
和
し
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
の
写
実
主
義
理
論
に
よ
れ
ば
、
小
説
は
人
情
世
態
風
俗
の
あ
り
の
ま
ま
の

描
与
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
写
実
の
結
果
、
読
者
が
自
然
に

感
動
し
、
解
釈
し
、
反
省
し
、
あ
る
い
は
楽
し
め
ば
よ
い
と
す
る
。
こ
こ
に
文

学
小
説
の
勧
懲
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
文
学
の
自
律
性
が

主
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
写
実
の
結
果
と
し
て
予
想
さ
れ
る
読
者
へ

の
反
応
の
う
ち
、
反
省
し
身
を
改
め
戒
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
つ
と
も
意

識
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
部
類
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
と
の
道
義
上
の

効
能
に
つ
い
て
、
写
実
の
お
の
ず
か
ら
な
る
結
果
と
し
て
説
く
だ
け
で
は
満
足

で
き
ず
『
小
説
神
髄
」
中
に
、
稗
益
の
項
目
を
設
け
て
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
配
慮
は
、
彼
に
啓
蒙
の
情
熱
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

写
実
さ
え
行
っ
て
お
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
写
実
至
上
主
義
の
成
果
に
一
理
は

認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
写
実
の
対
象
が
、
少
く
と
も
現
在
の
対
象
を
出
な
い
も

の
と
す
れ
ば
、
彼
の
理
想
を
盛
り
、
今
日
を
改
変
し
、
未
来
に
何
ら
か
の
実
現

を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
よ
そ
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
日
只
今
の

一
一
一

写
実
は
、
↑
」
の
点
か
ら
、
彼
が
庶
幾
し
た
よ
う
な
啓
蒙
と
は
、
所
詮
相
容
れ
ぬ

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
写
実
と
啓
蒙
と
の
矛
脳
は
、
い
ち
は
や
く
、
彼
の
創
作
活
動
に
、
異
な

る
二
つ
の
様
相
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
当
世
書
生
気
圏
」
と
、

「
妹
と
背
か
が
み
」
で
め
る
。
前
者
は
、
い
わ
ゆ
る
彼
の
写
実
主
義
の
実
践
を

試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
多
く
の
学
生
を
登
場
さ
せ
て
、
そ
の
人
情

風
俗
の
写
実
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
兄
妹
再
会
、
剃
子
対
而
と
い
う
よ

う
な
戯
作
的
な
遇
然
性
を
も
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
術
え
て
は
い
る
が
、
勧
懲
の

風
も
な
く
、
一
応
写
実
主
義
の
実
践
は
行
い
得
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
こ

が
、
こ
の
「
書
生
気
質
」
を
刊
行
し
た
明
治
十
八
年
、
そ
の
お
な
じ
年
に
、
「
妹

と
背
か
が
み
」
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
夫
婦
の
結
合
は
如
何
に
あ

る
べ
き
か
を
説
い
た
も
の
で
、
当
時
の
男
女
交
際
の
問
題
、
男
女
同
権
の
問
題

靭

等
を
ふ
ま
え
て
、
啓
蒙
に
資
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容

は
、
教
養
の
あ
る
女
性
と
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
母
か
ら
も
戒
め
ら

れ
、
み
ず
か
ら
も
戒
め
て
い
た
青
年
が
、
．
本
能
の
命
す
る
と
↑
」
ろ
に
従
っ
て
、

か
わ
い
い
だ
け
の
無
教
養
な
女
性
と
結
婚
し
て
し
ま
い
、
結
果
、
不
幸
を
招
く

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
半
に
い
さ
さ
か
戯
作
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
設

定
し
て
い
る
が
、
大
体
人
物
の
描
写
も
写
実
的
で
、
そ
の
テ
ー
マ
も
一
通
り
表

現
し
得
て
お
り
、
当
時
に
お
い
て
は
豊
か
な
真
実
性
を
備
え
た
も
の
と
言
い
得

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
真
実
性
は
、
必
ず
し
も
写
実
よ
り
生
ま
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
後
述
の
よ
う
に
全
く
別
な
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
出
た
も
の
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
↑
」
の
作
品
の
ス
タ
イ
ル
は
、
や
は
り
啓
蒙
的
な

姿
勢
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
「
書
生
気
質
」
の
写
実
的
娑
勢
と
対
脈
的
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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つ
ぎ
に
書
か
れ
た
作
品
は
、
前
述
の
「
未
来
の
夢
」
で
あ
る
。
↑
」
の
作
品
は

未
完
成
の
作
で
あ
る
。
そ
の
中
絶
の
理
由
を
、
そ
の
当
時
彼
自
身
発
表
し
て
い

④

る
が
、
そ
の
一
項
目
に
、
「
真
の
小
説
は
現
在
若
し
く
は
過
去
を
写
す
に
止

ま
る
く
し
將
来
の
事
を
小
説
に
綴
る
は
決
し
て
稗
史
家
の
真
面
目
に
非
ず
と
悟

っ
た
為
め
」
と
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
さ
ら
に
そ
の
年
、
明
治
二
十
年
六
月
の

「
未
来
記
に
類
す
る
小
説
」
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
明
確
に
語
ら
れ
た
。
そ
こ

で
彼
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
写
実
に
は
、
事
柄
の
直
接
観
察
を
必
須
と
す
る
、
と

こ
ろ
が
未
来
を
直
接
観
察
す
る
手
段
は
な
い
、
想
像
の
み
で
は
と
う
て
い
優
れ

た
写
実
は
行
い
得
な
い
、
し
た
が
っ
て
未
来
小
説
は
成
立
し
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
・
未
来
を
描
こ
う
と
す
る
と
と
が
、
作
者
の
願
望
を
語
ｈ
理
想
を
語
り
、

そ
の
も
と
に
読
者
の
蒙
を
啓
ら
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
亡
の
啓
蒙
の
筆
を
折
ら
し
め
た
も
の
は
、
彼
の
信
奉
す
る
写
実
主
義
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
矛
盾
は
、
こ
の
後
の
、
辿
遙
の
創
作
活
動
を
通
じ
て
、
常
に
表
面

化
せ
ざ
る
を
得
す
、
彼
の
写
実
主
義
が
一
応
の
完
成
を
示
し
た
と
見
ら
れ
て
い

る
「
細
君
」
（
明
治
二
二
・
一
八
八
九
）
に
お
い
て
も
、
そ
の
、
啓
蒙
的
盗
勢

⑤

と
、
写
実
主
義
と
が
対
立
拮
抗
し
、
そ
の
作
品
を
失
敗
に
終
ら
し
め
て
い
る
。

こ
の
「
細
君
」
は
、
口
に
は
男
女
同
権
を
云
々
す
る
男
が
、
細
君
を
虐
待
し
、

い
さ
さ
か
の
落
度
を
種
に
し
て
離
貼
し
て
し
ま
う
悲
劇
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ

に
、
家
の
制
度
の
問
題
、
男
性
の
描
暴
、
と
い
っ
た
こ
と
が
、
批
判
的
否
定
的

に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
応
う
か
が
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
細
君
の

人
物
形
象
が
、
そ
の
テ
ー
マ
を
極
め
て
あ
い
ま
い
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
細
君
と
い
う
の
は
、
言
葉
少
な
で
、
意
地
が
悪
そ
う
な
、

無
気
味
な
陰
気
な
、
痩
ぎ
す
で
、
顔
は
や
つ
れ
、
色
は
青
白
く
、
額
高
く
青
す

じ
が
浮
い
て
い
て
、
目
は
凹
み
、
眉
も
薄
く
、
愛
敬
は
微
塵
も
な
い
と
い
う
女

性
に
な
っ
て
い
る
。
学
校
へ
通
っ
て
い
る
頃
か
ら
、
負
惜
し
み
の
強
い
の
と
、

愛
敬
の
乏
し
い
の
と
で
人
に
知
ら
れ
、
学
問
の
外
に
と
ｈ
え
が
な
い
人
と
言
わ

れ
た
と
い
う
。
読
者
は
こ
の
よ
う
な
女
性
に
ど
の
よ
う
な
印
象
、
ど
の
よ
う
な

感
情
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
好
感
は
持
て
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
女

性
の
悲
境
に
対
し
て
さ
し
た
る
同
情
を
ひ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も

ち
ろ
ん
、
好
ま
し
く
な
い
女
性
で
も
、
妻
と
も
な
れ
ば
、
そ
の
人
間
性
を
尊
重

し
、
妻
の
座
を
安
泰
な
ら
し
め
て
ゆ
く
べ
き
が
、
民
主
的
な
新
し
い
倫
理
で
あ

る
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
薄
気
味
の
悪
い
女
な
ら
ば
、
い
じ
め
ら
れ
て

も
仕
方
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
不
埒
な
言
を
吐
く
輩
も
出
て
来
な
い
と
も
限
ら

な
い
。
で
は
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
好
ま
し
か
ら
ぬ
女
性
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
し

て
設
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
他
な
ら
ぬ
彼
の
写
実
主
義
が
作
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
当
時
の
イ
ン
テ
リ
女
性
の
タ
イ
プ
を
描
い

て
み
せ
た
の
で
あ
る
・
そ
れ
も
か
な
り
極
端
な
タ
イ
プ
を
描
い
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
、
す
で
に
、
」
「
妹
と
背
か
が
み
」
に
登
場
す
る
イ
ン

テ
リ
娘
「
雪
子
」
に
見
ら
れ
る
。
彼
女
は
主
人
公
の
勤
務
先
の
上
役
の
娘
で
、

主
人
公
と
相
思
の
仲
に
な
り
つ
つ
勘
ろ
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
雪
子
の
冷
た
さ

が
、
も
う
一
つ
仲
を
深
ま
ら
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
言

わ
ば
、
道
遙
の
好
み
か
ら
は
、
最
も
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
結
婚
の
体
験
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
、
後
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ン
テ
リ
女
性
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
タ
イ
プ
を
写
実

し
、
し
か
も
そ
れ
を
読
者
の
同
情
を
引
く
べ
き
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
よ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
小
説
の
男
女
同
権
の
主
張
も
男
性
横
暴
へ
の
抗
議
も
、
極
め
て
不

一
一
一
一



透
明
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
写
実
主
義
と
啓

蒙
的
態
度
と
の
矛
盾
拮
抗
で
あ
っ
て
、
作
家
と
し
て
の
彼
に
と
っ
て
は
§
極
め

て
深
刻
な
悲
劇
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
結
果
、
彼
は
、
小
説

に
自
信
を
喪
失
し
、
↑
」
の
後
、
再
び
本
格
的
な
小
説
に
は
筆
を
執
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
つ
一
た
の
で
あ
る
。

↑
」
の
よ
う
な
写
実
主
義
と
啓
蒙
の
情
熱
と
が
何
故
、
矛
禰
拮
抗
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
写
実
主
義
は
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
文
学
の

基
本
的
な
条
件
で
あ
る
。
啓
蒙
も
近
代
を
も
た
ら
す
た
め
に
必
要
な
文
化
活
動

で
あ
る
。
と
も
に
近
代
文
化
、
文
学
の
建
設
に
、
手
を
携
え
て
寄
与
し
て
し
か

る
。
へ
き
な
の
で
あ
る
が
、
道
遥
の
場
合
、
以
上
の
よ
う
な
悲
劇
的
な
結
末
を
見

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
造
遙
個
人
の
資
質
の
し
か
ら
し

む
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
一
つ
は
、
這
遙
の
責
任
で
あ
り
、
一
つ
は
時
代
の
責
任
で
あ
る

と
言
う
べ
き
も
の
と
思
う
。

時
代
の
責
任
と
は
、
外
国
文
化
輸
入
の
様
相
一
般
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
義
と
呼
ば
れ
、
思
想
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、

現
実
の
諸
条
件
と
関
わ
り
な
く
輸
入
さ
れ
、
さ
ら
に
信
奉
さ
れ
て
、
そ
の
主

義
、
思
想
の
た
め
に
、
現
実
の
変
革
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
こ
に
思
想
と
現
実
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
、
思
想
運
動
家
、
政
治
家
の
苦
悶
を
醸
成
せ
し
め
る
の
で

あ
る
。
こ
の
迩
遙
の
場
合
は
、
写
実
主
義
が
オ
ー
ル
マ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
学
ば

れ
信
奉
さ
れ
、
現
実
の
啓
蒙
家
と
し
て
の
彼
の
意
識
と
喰
違
い
を
生
じ
る
↑
」
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
啓
蒙
家
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
、
新
思
想
を
体
し

て
、
・
し
ば
し
ば
現
実
を
遊
離
す
る
傾
き
な
し
と
し
な
い
が
、
道
遙
の
場
合
、
そ

う
い
う
型
の
啓
蒙
家
で
は
な
か
っ
た
。
か
な
り
着
実
に
現
実
に
即
し
て
、
是
々

一
四

非
々
の
批
判
を
す
る
程
度
に
止
ま
っ
た
。
そ
こ
に
ま
た
、
真
に
新
し
い
も
の
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
葉
亭
あ
た
り
に
先
を
越
さ
れ
る
こ
と
に
も
な

っ
た
の
で
あ
る
が
。

道
遥
の
責
任
は
、
や
は
り
こ
の
真
に
新
し
い
も
の
を
身
に
つ
け
得
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
は
じ
ま
る
。
「
小
説
神
髄
」
の
中
で
、
被
は
勧
善
懲
悪
を
し
り
ぞ
け
た

が
、
そ
の
後
に
新
し
い
倫
理
を
据
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
新
し
い
倫

理
↑
」
そ
は
、
民
主
主
義
の
社
会
を
築
く
べ
弐
一
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
倫
理
を
据
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
勧
懲
の
内
容
を
な
す

封
建
倫
理
の
後
の
空
白
に
、
風
俗
、
世
態
、
人
情
が
の
さ
ば
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
人
情
、
世
態
、
風
俗
の
写
実
を
手
段
と
せ
ず
、
そ
れ
自
体
完
結
し
た
目

的
と
し
た
た
め
、
彼
の
一
方
の
目
的
で
あ
る
啓
蒙
的
情
熱
と
そ
ご
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
啓
蒙
意
識
の
内
容
は
必
ず
し
も
古
い
も

の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
写
実
を
駆
使
す
る
に
は
至
ら
ず
、
写
実
主
義

に
よ
っ
て
す
ぺ
て
こ
と
た
れ
り
と
す
る
程
、
微
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
い

得
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
彼
に
お
い
て
は
、
↑
」
の
写
実
主
義
を
啓
蒙
の
文
学

の
中
で
駆
使
す
る
ま
で
に
は
、
現
実
生
活
と
文
学
と
が
融
一
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
生
活
と
文
学
と
の
融
一
が
、
彼
に
於
て
、
全
く
そ
の
兆
候
を

も
持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
有
力
な
可
能
性
を
彼
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
、
「
妹
と
背
か
が
み
」
の
真
実
性
で
あ
る
。
こ
の
作

品
は
、
写
実
の
真
実
性
の
み
な
ら
ず
、
ど
こ
か
に
一
脈
の
真
実
性
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
啓
蒙
の
情
熱
だ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
現
実

⑥

生
活
の
苦
し
い
体
験
が
そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
妹
と
背
か
が
み
」
を
刊
行
中
に
、
彼
は
、
そ
の
頃
親
し
く
な
っ
た
、



根
津
遊
廓
の
一
遊
女
と
同
棲
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
女
性
は
愛
く
る
し
い
、
ま

た
そ
う
い
う
環
境
に
は
珍
ら
し
い
純
情
な
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
教
養
は
な
か

っ
た
。
そ
う
い
う
女
性
と
、
彼
は
周
囲
の
反
対
を
お
し
き
っ
て
同
陵
し
た
。
そ

し
て
や
が
て
ま
も
な
く
正
式
に
結
婚
し
た
。
こ
の
教
養
の
な
い
女
性
と
の
結
婚

は
、
「
妹
と
背
か
が
み
」
が
悲
劇
を
ま
ね
く
も
の
と
し
て
警
告
を
発
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
結
婚
を
敢
え
て
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
彼
の
決
意
と
覚
悟
と
は
厳
し
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
い

わ
ば
背
水
の
陣
を
敷
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
切
実
な
生
活
体
験
の
な

か
で
、
自
我
を
建
設
し
、
そ
の
自
我
に
発
し
て
試
み
た
虚
構
の
真
実
が
、
文
学

と
し
て
の
迫
真
性
を
こ
の
作
品
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
真
実
は
、
そ
の
ま

ま
近
代
文
学
へ
の
道
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
・
彼
の
文
学
者
と
し

て
の
進
路
は
、
こ
の
「
妹
と
背
か
が
み
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
、
こ

の
は
か
ら
ず
も
成
し
た
成
果
を
み
ず
か
ら
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
虚

構
の
意
義
を
追
究
発
展
せ
し
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ

彼
の
写
実
と
啓
蒙
の
一
致
、
写
実
主
義
に
よ
る
新
文
学
の
誕
生
が
見
ら
れ
る
は

ず
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
文
壇
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
条
件
は
そ
う
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
二
葉
亭
の
「
浮
雲
」
は
こ
の
範
嶢
に
入
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
抜
出
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
「
浮
雲
」
以
前
に
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
当
時
の
政
治
小
説

は
、
自
由
民
権
運
動
と
い
う
大
き
な
啓
蒙
運
動
の
中
で
育
く
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
、
こ
の
運
動
の
性
格
に
は
様
々
の
不
純
な
も
の
を
含
み
↑
」
み
、
十
分
近
代
ブ

ル
ジ
ョ
ァ
ー
革
命
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
時
代
の
新
し
い
推

移
を
促
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
藏
し
て
い
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
こ
の
現
実
の
推

移
と
行
を
と
も
に
し
た
政
治
小
説
に
、
写
実
主
義
が
ど
の
よ
う
な
形
で
参
劃
し

て
い
た
か
。
こ
の
設
問
は
、
こ
の
政
治
小
説
に
お
い
て
写
実
主
義
が
方
法
と
し

て
駆
使
さ
れ
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
写
実
主
義
は
新
し
い
文
学
主
体
に
と
っ
て
得

が
た
い
武
器
と
な
り
、
新
文
学
の
建
設
に
大
き
な
役
割
を
果
し
得
た
と
予
想
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
政
治
小
説
に
お
け
る
写
実
は
、
よ
う
や
く
「
雪

中
梅
」
「
花
間
鴬
」
の
著
者
、
末
広
鉄
腸
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ

論
一

な
い
。
「
雪
中
梅
」
は
そ
の
写
実
的
成
果
の
い
さ
さ
か
あ
ら
わ
れ
た
作
で
あ
る

が
、
ま
だ
ま
だ
類
型
描
写
の
域
を
出
な
い
部
分
が
多
い
。
い
わ
ば
、
政
治
小
説

に
お
け
る
写
実
主
義
は
、
ま
だ
成
果
を
あ
げ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
ま
ま
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、
政
治
小
説
は
衰
退
し
〕
し
た
が
っ
て
写
実

主
義
の
成
長
の
場
も
消
滅
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
時
代
は
つ
い

に
、
写
実
主
義
を
真
に
近
代
的
な
使
命
に
お
い
て
働
か
せ
る
と
と
が
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
て
、
た
だ
に
辿
遙
の
み
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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