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ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
文
明
批
評

－

佐
藤
春
夫
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
論

－河　

田　

和　

子

　
　
（
一
）　
〈
科
学
小
説
〉
的
題
材

　

佐
藤
春
夫「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」（「
改
造
」昭
四・一
）（注
１
）は
、

約
千
年
後
の
未
来
社
会
を
舞
台
と
し
た
小
説
で
あ
る
。
こ
の

短
編
は
、
発
表
当
時
余
り
評
価
さ
れ
ず
、
徳
田
秋
声
は
「
書

き
方
が
余
り
事
務
的
で
」文
章
も「
粗
雑
で
読
み
づ
ら
い
」（「
新

春
創
作
月
評
（
五
）」、「
時
事
新
報
」
昭
和
四
・
一
）
と
酷
評
し
、

川
端
康
成
も
、芥
川
龍
之
介
の
『
河
童
』
と
の
類
似
を
指
摘
し
、

前
作
ほ
ど
「
周
到
で
な
く
」、そ
の
「
仮
想
社
会
」
も
「
の
ん
気
」

な
も
の
と
評
し
て
い
た
（「
新
春
創
作
界
の
概
観
」、「
文
芸
春

秋
」
昭
四
・
二
）。「
日
本
の
近
代
文
学
に
珍
し
い
異
色
の
Ｓ
Ｆ

小
説
」
と
見
ら
れ
る
せ
い
か
、「
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
な

く
今
日
に
至
っ
て
い
る
」（
佐
久
間
保
明
「『
の
ん
し
や
ら
ん

記
録
』
の
主
人
公
」、「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
一
四
・
三
）
も
の
だ
が
、

『
明
治
大
正
文
学
全
集 

第
四
〇
巻 

志
賀
直
哉
・
佐
藤
春
夫
』（
春

陽
堂
、
昭
四
・
六
）
を
は
じ
め
、
佐
藤
の
主
要
作
品
と
し
て
全

集
等
に
収
録
さ
れ
る
事
も
少
な
く
な
い
。

　

当
時
、「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
を
「
空
想
科
学
小
説
み
た

い
な
も
の
」（「
大
衆
文
学
・
通
俗
小
説
及
び
新
年
号
創
作
合

評
会
」、「
新
潮
」
昭
四
・
二
）
と
評
し
た
の
は
中
村
武
羅
夫
だ

が
、
佐
藤
自
身
「
見
当
違
ひ
の
批
評
で
」「
単
な
る
風
刺
小
説

に
過
ぎ
な
い
も
の
」
と
言
っ
て
い
た
ら
し
い
（
前
出
『
明
治

大
正
文
学
全
集　

第
四
〇
巻
』、
諏
訪
三
郎
「
解
説
」）。
戦
後
、

平
野
謙
や
伊
藤
整
と
の
対
談
「
大
正
作
家
」（「
群
像
」
昭
和

三
九
・
六
）
で
も
、
同
作
に
つ
い
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に

対
す
る
一
つ
の
批
評
」
で
、「
社
会
批
評
的
な
気
持
」
で
書
い

た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
創
作
動
機
に
つ
い
て
は
本
稿
で
検

討
す
る
が
、
作
者
の
意
図
と
は
別
に
〈
科
学
小
説
〉
と
し
て

読
ま
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

　

大
正
末
か
ら
昭
和
初
年
代
、
近
未
来
を
素
材
に
し
た
〈
科
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学
小
説
〉（
Ｓ
Ｆ
を
含
む
科
学
的
題
材
の
小
説
）
も
多
く
書
か

れ
て
お
り
、
ク
レ
メ
ン
ト
・
フ
エ
ザ
ン
デ
ィ
エ
の
「
科
学
小
説 

百
年
後
の
世
界
」（「
新
青
年
」
大
一
二
・
四
）
や
Ｒ
・
カ
ミ
ン

グ
ス 

古
荘
国
雄
訳
『
科
学
小
説 

四
百
年
後　

地
球
滅
亡
の
巻
』

（
光
林
堂
書
店
、
大
一
五
・
四
）
等
も
出
版
さ
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
「
科
学
画
報
」
昭
和
二
年
一
月
号
で
は
「
百
年
後
の
世
界
」

と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
、
百
年
後
の
人
類
、
ラ
ジ
オ
、
地
下

文
明
、
建
築
、
都
市
な
ど
が
予
測
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
当
時
の
記
事
や
〈
科
学
小
説
〉
は
、
佐
藤
が
近

未
来
社
会
を
空
想
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ト

リ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
「
火
星
通
信
の
顛
末
」（「
新
青
年
」

昭
三
・
三
）
等
も
参
考
に
し
た
と
見
ら
れ
る
。
作
中
に
は
、
火

星
と
の
通
信
計
画
や
「
科
学
画
報
」
等
で
ト
ピ
ッ
ク
に
な
る

よ
う
な
事
柄
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、〈
科
学
小
説
〉
的
な
要

素
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佐
藤
は
そ
の
範
疇
に
入
れ
ら

れ
る
の
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
近
未
来
を
素
材
と

し
な
が
ら
執
筆
当
時
＝
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
日
本
の
世
相
、

文
壇
状
況
を
批
評
す
る
、
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
と
し

て
考
え
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、「
の
ん
し
や
ら
ん

記
録
」
が
書
か
れ
た
背
景
、
同
時
代
的
問
題
を
見
て
い
き
な

が
ら
、
こ
の
小
説
の
執
筆
動
機
と
佐
藤
の
小
説
観
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

　
　
（
二
）　
「
の
ん
し
や
ら
ん
」
な
未
来
都
市

　

ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
小
説
の
標
題
の
「
の
ん
し
や
ら
ん
」

と
い
う
語
で
あ
る
が
、
仏
語
（nonchalant

）
で
無
頓
着
、
の

ん
き
な
さ
ま
を
意
味
す
る
。
喜
多
壮
一
郎
監
修
『
モ
ダ
ン
用

語
辞
典
』（
実
業
之
日
本
社
、
昭
五
・
一
一
）
に
も
、「
ノ
ン
・

シ
ャ
ラ
ン
ス
」（N

onchalance 

無
頓
着
、
冷
淡
、
無
関
心
）

の
語
が
見
ら
れ
る
。
主
人
公
の
「
彼
」
は
、
捨
て
子
で
名
も

な
い
少
年
（
推
定
一
五
歳
位
）
だ
が
、
日
の
当
た
ら
ぬ
地
下

三
百
メ
ー
ト
ル
の
下
層
社
会
に
い
て
（
注
２
）、
光
と
空
気
を
渇

望
し
、
螺
旋
階
段
の
攀
上
を
許
さ
れ
た
「
慈
善
デ
ー
」
に
地

上
へ
上
が
る
。
彼
は
生
存
の
為
に
、
植
物
に
な
る
実
験
手
術

を
受
け
て
薔
薇
に
変
形
さ
れ
、
中
流
階
級
の
若
い
女
性
に
買

い
取
ら
れ
て
そ
の
居
室
に
鉢
植
と
し
て
置
か
れ
る
。
こ
の
仮

想
社
会
で
は
、
社
会
階
級
に
よ
り
地
上
・
地
下
何
階
の
住
居

区
に
住
む
か
が
決
ま
り
、
そ
の
住
居
区
自
体
格
差
社
会
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
を
象
徴
す
る
。
そ
う
し
た
「
ノ
ン
シ
ヤ
ラ
ン
市
」
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の
様
子
を
記
し
た
小
説
と
し
て
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
と

い
う
標
題
も
付
い
た
の
だ
が
、
想
起
し
た
い
の
は
、
佐
藤
の

友
人
の
辻
潤
が
「
の
ん
し
ゃ
ら
ん
す
」（「
生
活
と
芸
術
」
大
五
・

六
）
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
た
事
だ
。

　

辻
は
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
年
代
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
と
無
政

府
思
想
に
接
近
し
た
ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
評
論
家
で
あ
る
。「
の
ん

し
ゃ
ら
ん
す
」
は
、
文
芸
思
想
誌
「
生
活
と
芸
術
」
を
創
刊

し
た
土
岐
善
麿
宛
て
の
文
章
で
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
浮
浪
漫
語
』

（
下
出
書
店
、
大
一
一
・
六
）
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
文
章
中

で
辻
は
、「
文
明
」
の
影
響
を
受
け
て
外
国
の
著
作
を
翻
訳
し

て
い
る
自
分
を
自
嘲
し
つ
つ
、「
の
ん
し
ゃ
ら
ん
す
」
の
語
が

江
戸
語
「
ノ
ン
コ
ノ
シ
ャ
ア
」（
の
ん
き
で
、
し
ゃ
あ
し
ゃ
あ

し
て
い
る
こ
と
）
と
似
て
い
る
の
は
「
虫
が
好
く
」
と
述
べ
、

次
の
よ
う
な
文
明
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
い
る
。

何
の
因
果
か
「
文
明
」
な
ど
と
い
う
ヘ
ン
テ
コ
な
も
の

が
押
し
寄
せ
て
来
て
、「
横
文
字
」
な
ど
を
少
々
ば
か
り

囓
ら
せ
ら
れ
た
ば
ッ
か
り
に
生
ま
れ
も
つ
か
ぬ
片
輪
に

な
り
、（
略
）
横
の
字
を
縦
に
し
て
エ
ラ
が
っ
て
み
た
り
、

全
く
自
分
な
が
ら
正
気
の
沙
汰
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
よ
。（
略
）「
世
が
世
で
な
い
」
結
果
た

る
や
明
白
也
だ
と
思
う
と
（
略
）
実
際
現
代
を
呪の

詛ろ

い

た
く
な
り
ま
す
ぜ
。（『
辻
潤
全
集
』
第
一
巻
、五
月
書
房
、

昭
五
七
・
四
）

　

西
洋
文
明
を
急
速
に
取
り
入
れ
て
日
本
人
の
生
活
も
欧
米

化
し
一
変
し
た
が
、
翻
訳
の
仕
事
柄
、
辻
は
そ
の
変
化
の
皮

相
さ
、
底
の
薄
さ
を
意
識
し
て
い
た
。
こ
の
辻
の
言
説
を
佐

藤
も
眼
に
し
た
だ
ろ
う
。「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
に
は
、
少

年
の
養
父
で
元
歴
史
学
者
の
老
人
が
、
若
い
時
、
文
明
批
判

的
な
説
を
発
表
し
、
地
上
「
二
十
一
階
の
社
会
」
の
み
な
ら

ず
「
何
百
層
と
あ
る
社
会
の
種
々
雑
多
な
階
級
か
ら
一
段
一

段
追
は
れ
」
た
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。「
ノ
ン
シ
ヤ
ラ
ン
市
」

の
地
上
は
高
層
建
築
が
高
く
聳
え
立
ち
、
地
下
の
住
居
区
ほ

ど
日
光
や
空
気
の
享
受
出
来
る
量
は
不
足
す
る
。
文
明
の
進

ん
だ
社
会
で
、
貧
富
、
社
会
階
級
の
差
は
増
大
し
、
日
光
や

空
気
が
平
等
に
享
受
出
来
た
「
古
代
」
と
比
べ
て
「
近
代
の

文
明
は
呪
ふ
べ
き
だ
と
い
ふ
説
」
を
発
表
し
た
老
人
は
、
ど

の
階
級
に
も
留
ま
れ
ず
秘
密
の
地
下
窟
に
住
む
。
そ
の
老
人

の
文
明
批
判
自
体
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
接
近
し
た
辻
の
文
明
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批
判
と
繋
が
る
所
も
あ
る
。
佐
藤
は
辻
の
言
説
を
想
起
し
て

仮
想
の
未
来
都
市
を
「
ノ
ン
シ
ヤ
ラ
ン
市
」
と
名
付
け
た
の

で
は
な
い
か
。

　

た
だ
し
、
佐
藤
は
近
代
文
明
の
〈
批
判
〉
を
行
う
為
に
こ

う
し
た
小
説
を
書
い
た
の
で
は
な
い
。「
ノ
ン
シ
ヤ
ラ
ン
市
」

は
無
頓
着
で
冷
淡
な
都
会
と
し
て
描
か
れ
、
流
行
は
毎
日
変

化
し
、
一
日
遅
れ
の
流
行
は
一
つ
下
の
階
級
の
流
行
と
な
る
。

佐
藤
は
、
昭
和
初
年
代
の
流
行
現
象
を
風
刺
す
る
形
で
描
い

て
お
り
（
変
形
手
術
の
際
、
少
年
に
付
い
た
カ
ー
ド
番
号
名

「NO.1928

」
も
一
九
二
八
年
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
）、「
数

百
万
円
ガ
僅
ニ
一
円
」
が
宣
伝
文
句
の
「
一
円
版
全
集
」
も
、

昭
和
初
年
に
次
々
と
出
版
さ
れ
た
全
集
類
、
一
冊
一
円
の
〈
円

本
〉
ブ
ー
ム
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
（
注
３
）。
こ
の
「
一
円

版
全
集
」
は
、
殆
ど
模
擬
紙
幣
の
図
案
集
で
、
商
業
主
義
を

感
覚
的
に
視
覚
化
し
た
産
物
を
、
人
々
が
「
精
神
的
芸
術
」

と
呼
ん
で
い
る
の
も
円
本
ブ
ー
ム
の
風
刺
と
な
っ
て
い
る
。

佐
藤
は
、「
文
芸
時
評
」（「
中
央
公
論
」
昭
二
・
四
〜
九
）
で
、

出
版
に
際
し
新
聞
や
雑
誌
等
で
大
々
的
に
広
告
戦
が
展
開
さ

れ
た
の
に
、
そ
の
円
本
の
流
行
を
取
り
上
げ
た
社
会
批
評
は

新
聞
に
も
碌
に
見
ら
れ
ず
、
何
も
問
題
に
し
な
い
無
頓
着
さ
、

〈
批
評
〉
性
の
欠
如
を
問
題
に
し
て
い
た
。
流
行
を
否
定
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
現
象
に
対
す
る
批
評
意
識
が
必
要
と
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
小
説
で
円
本
ブ
ー
ム

も
風
刺
的
に
描
か
れ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
文
明
批
評
を
内
在

さ
せ
た
社
会
的
な
小
説
を
求
め
た
佐
藤
の
思
惑
も
あ
る
。
川

端
は
「
の
ん
し
や
ら
ん
」
＝
「
の
ん
き
」
な
形
で
仮
想
社
会

が
書
か
れ
た
と
評
し
た
が
、「
の
ん
し
や
ら
ん
」
な
の
は
寧
ろ

流
行
現
象
、
世
相
の
変
化
に
問
題
を
見
よ
う
と
し
な
い
、
批

評
精
神
の
欠
如
し
た
社
会
や
文
壇
で
あ
っ
て
、
そ
の
様
子
を

誇
張
し
風
刺
的
に
描
こ
う
と
し
た
の
だ
。

　
　
（
三
）　

文
明
批
評
と
薔
薇
の
モ
チ
ー
フ

　

エ
ッ
セ
イ「
都
会
的
恐
怖
」（「
中
央
公
論
」大
一
三
・
五
）で
、

佐
藤
は
「
今
に
、
い
つ
か
、
歩
行
し
て
ゐ
る
人
間
な
ら
轢
き

殺
し
て
も
」
仕
方
な
く
、「
庭
園
以
外
の
場
所
を
歩
行
に
よ
つ

て
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
者
は
人
間
と
し
て
認

め
な
い
」
社
会
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
を
空
想
し
、「
僕
の

空
想
だ
つ
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
出
現
す
る
よ
り
は
出
現
し
や

す
い
事
」
だ
と
し
て 
、
こ
う
書
い
て
い
る
（
注
４
）。
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さ
う
い
ふ
時
代
が
く
る
と
、
そ
の
他
の
い
ろ
〳
〵
な
社

会
状
態
も
甚
だ
し
く
変
化
し
て
居
る
。
空
気
と
日
光
と

が
一
リ
ッ
ト
ル
い
く
ら
と
い
ふ
価
で
売
ら
れ
る
。（
略
）

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
い
た
人
は
古
来
幾
人
も
あ
る
。
僕
は

そ
の
反
対
の
も
の
を
一
ぺ
ん
書
い
て
み
た
い
や
う
な
気

が
す
る
。

　

大
正
一
三
年
時
点
で
既
に
佐
藤
は
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア

小
説
を
構
想
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
地
下
＝
下
層
社
会
の
人
々
は
「
平
常
空

気
と
日
光
と
に
欠
乏
を
感
じ
て
」
お
り
、「
有
料
散
歩
道
以
外

の
と
こ
ろ
を
乗
物
に
乗
ら
な
い
で
歩
行
す
る
ぐ
ら
ゐ
な
人
間

は
、
自
殺
志
願
者
と
見
做
さ
れ
」
る
。
し
か
も
、
自
動
車
に

轢
か
れ
た
者
は
地
下
道
に
捨
て
ら
れ
、
非
人
間
的
扱
い
を
受

け
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
佐
藤
自
ら
の
〈
都
会
的
恐
怖
〉
を
投

影
し
て
い
る
。

　
「
都
会
的
恐
怖
」
は
「
中
央
公
論
」
の
「
自
動
車
横
行
時
代
」

と
い
う
総
題
の
一
編
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
他
に
小

川
未
明
「
自
動
車
横
行
時
代
に
対
す
る
階
級
的
実
感
」、
近
松

秋
江
「
時
代
の
表
象
自
動
車
の
横
行
」、
白
柳
秀
湖
「
文
明
の

切
捨
御
免
」
な
ど
一
二
編
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
エ
ッ

セ
イ
に
お
い
て
、
自
動
車
横
行
時
代
の
問
題
と
し
て
、
文
明

の
利
器
た
る
車
に
対
す
る
歩
行
者
側
の
恐
怖
感
が
記
さ
れ
て

お
り
、
特
に
小
川
の
論
は
、
自
動
車
に
「
永
遠
に
乗
ら
ず
に

し
ま
ふ
や
う
な
人
間
」
と
し
て
無
産
階
級
を
捉
え
、
彼
等
が
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
乗
る
自
動
車
に
対
し
憎
悪
を
募
ら
せ
る
状
況

を
述
べ
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
対
無
産
階
級
の
図
式
で
乗
車
、

歩
行
者
側
を
捉
え
る
の
は
粗
雑
で
単
純
化
し
す
ぎ
る
が
、「
の

ん
し
や
ら
ん
記
録
」
で
も
社
会
的
階
層
で
車
に
乗
る
者
と
歩

行
者
が
線
引
き
さ
れ
て
い
る
の
は
、
小
川
の
論
に
触
発
さ
れ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
作
中
で
は
、
自
動
車
が
歩
行
者
に
と

っ
て
脅
威
と
な
っ
て
い
る
状
況
が
誇
張
的
に
描
か
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
も
一
九
二
〇
年
代
の
時
代
的
問
題
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。

　

そ
も
そ
も
、
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
小
説
を
佐
藤
が
考

え
た
の
は
、
文
明
批
評
的
、
社
会
的
な
小
説
の
必
要
性
を
感

じ
て
い
た
事
と
関
係
す
る
。「
文
芸
時
評　

文
壇
の
社
会
化
」

（
前
出
）
で
は
、
当
時
台
頭
し
て
き
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を

意
識
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
が
そ
こ
に
中
心
を
お
く
と
こ
ろ

の
問
題
は
、
確
か
に
今
日
の
社
会
の
重
大
な
る
問
題
で

あ
る
こ
と
は
争
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
等
が
い

ふ
が
如
く
、
必
ず
し
も
そ
の
唯
一
の
も
の
と
も
僕
に
は

思
へ
な
い
。（
略
）
我
々
の
文
学
に
は
確
か
に
余
り
に
時

代
の
反
映
が
少
な
す
ぎ
る
。（
略
）
も
つ
と
時
代
に
詰
問

し
質
問
を
し
か
け
る
べ
き
点
が
含
ま
れ
て
ゐ
て
も
よ
い

筈
で
あ
る
。（
略
）
我
々
の
文
学
の
中
に
は
余
り
に
文
明

批
評
が
欠
如
し
て
ゐ
な
い
か
。

　

佐
藤
は
、「
批
評
さ
る
べ
き
社
会
が
あ
つ
て
も
我
々
の
中
に

そ
れ
に
憑
つ
て
以
て
批
評
す
べ
き
何
も
の
も
な
い
」
状
況
を

難
じ
て
お
り
、「
小
説
と
い
ふ
芸
術
の
使
命
は
描
写
と
い
ふ
方

法
に
よ
つ
て
作
中
人
物
の
性
格
を
明
か
に
し
作
中
の
時
代
の

文
明
批
評
を
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
（「
文
芸
時

評　

壮
年
者
の
文
学
」
前
出
）。〈
文
壇
の
社
会
化
〉
を
説
く

佐
藤
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
も
好
意
的
で
、「
文
芸
界
全

体
」
の
「
均
衡
を
保
つ
上
に
甚
だ
必
要
」
な
も
の
と
し
て
階

級
意
識
を
説
く
無
産
階
級
文
学
の
意
義
も
認
め
て
い
た
（「
文

芸
時
評　

無
産
階
級
文
学
に
つ
い
て
」
前
出
）。
そ
れ
は
、
無

産
階
級
文
学
の
存
在
が
文
明
批
評
性
の
欠
如
し
た
「
今
日
の

文
壇
」、
特
に
芸
術
派
の
文
学
を
変
え
る
起
爆
剤
と
な
り
、「
新

し
い
時
代
に
と
つ
て
力
あ
る
も
の
」
に
な
る
と
考
え
た
か
ら

だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
佐
藤
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
接
近
し
な

か
っ
た
し
、
無
産
階
級
運
動
を
説
く
彼
ら
の
文
学
が
「
唯
一

の
も
の
」
と
考
え
な
か
っ
た
。
同
伴
者
的
態
度
を
と
り
な
が

ら
も
、
無
産
階
級
文
学
と
は
異
な
る
社
会
的
、
文
明
批
評
的

な
小
説
と
し
て
、
近
未
来
を
舞
台
と
し
た
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト

ピ
ア
を
描
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
小
説
に
は
、
佐
藤
の
著
作
に
度
々
登
場
す

る
薔
薇
と
光
の
モ
チ
ー
フ
も
見
ら
れ
る
。『
田
園
の
憂
鬱
』（
改

作
・
新
潮
社
、
大
八
・
六 

初
出
は
大
七
・
九
）
や
『
都
会
の
憂

鬱
』（
新
潮
社
、大
一
二
・
一
）
に
出
て
く
る
「
薔
薇
」
は
、「
唯

美
・
芸
術
至
上
的
な
『
彼
』
の
自
画
像
」（
注
５
）
＝
芸
術
家
と

し
て
の
佐
藤
自
身
を
象
徴
す
る
も
の
だ
が
、「
の
ん
し
や
ら
ん

記
録
」
の
少
年
が
薔
薇
に
変
形
さ
れ
る
の
は
、
社
会
的
、
文

明
批
評
的
な
小
説
を
志
向
し
つ
つ
も
、
芸
術
性
を
重
視
し
た

佐
藤
の
姿
勢
を
表
し
て
い
る
。
少
年
は
生
存
の
為
に
日
光
を

求
め
る
が
、
そ
こ
に
日
陰
者
ゆ
え
に
光
を
求
め
る
佐
藤
の
モ
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チ
ー
フ
が
あ
り
、『
田
園
の
憂
鬱
』
の
主
人
公
は
庭
の
「
日
か

げ
の
薔
薇
の
木
、
忍
辱
の
木
の
上
に
日
光
の
恩
恵
を
浴
び
せ

て
」
花
を
咲
か
せ
て
や
り
た
い
と
考
え
、続
篇
『
都
会
の
憂
鬱
』

で
は
、
都
会
に
移
っ
た
主
人
公
自
身
が
日
の
当
た
ら
ぬ
家
に

住
み
、
文
字
通
り
「
日
か
げ
者
」
と
し
て
「
日
光
の
射
さ
な

い
と
こ
ろ
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
怖
れ
、
日

の
射
す
所
を
求
め
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
「
の
ん
し
や
ら
ん

記
録
」
の
薔
薇
に
変
身
す
る
少
年
が
造
型
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

「
彼
」
は
空
気
と
光
を
求
め
て
地
上
に
出
た
時
、「
太
陽
か
ら

直
射
す
る
光
線
」
に
食
欲
を
感
じ
「
日
光
を
手
で
掬
つ
て
食

つ
」
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
主
人
公
の
向
日
性
は
、
芸
術
＝

美
に
光
明
を
求
め
る
芸
術
家
＝
佐
藤
の
志
向
を
表
し
て
お
り
、

薔
薇
に
変
身
＝
同
一
化
し
た
姿
は
「
芸
術
の
極
致
」
だ
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
薔
薇
も
「
官
覚
派
」
の
芸
術
家
に
よ
っ
て
「
前

時
代
」
の
も
の
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
。「
官
覚
派
」
は
「
新

感
覚
派
」
を
連
想
さ
せ
、
後
半
で
芸
術
の
議
論
（
そ
れ
も
難

解
な
議
論
）
が
展
開
さ
れ
る
の
は
当
時
の
文
壇
を
風
刺
し
て

い
よ
う
が
、
芸
術
性
を
問
題
に
し
た
佐
藤
の
小
説
観
が
反
映

さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
は
個
人
の
苦
悶
を
深
く
描
く
こ
と
で
「
深

い
人
生
解
釈
と
又
文
明
批
評
と
を
包
括
」（「
小
説
作
法
講
話
」、

「
文
章
倶
楽
部
」
昭
二
・
一
一
〜
昭
三
・
三
）
す
る
小
説
＝
芸
術

を
理
想
と
し
た
。
そ
う
し
た
点
で
は
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学（
無

産
階
級
文
学
）
と
彼
等
に
批
判
的
だ
っ
た
他
の
芸
術
派
と
の

乖
離
を
繋
げ
る
よ
う
な
立
場
か
ら
こ
の
未
来
小
説
は
書
か
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
は
、
薔
薇
と
光
の

モ
チ
ー
フ
を
発
展
さ
せ
た
形
の
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
こ
う
し
た
未
来
小
説
を
書
か
な

か
っ
た
の
は
、
佐
藤
の
目
論
見
が
看
過
さ
れ
、『
河
童
』
に
類

す
る
も
の
と
低
く
評
価
さ
れ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
が
、

芸
術
性
を
重
視
し
つ
つ
文
明
批
評
的
な
小
説
を
志
向
し
た
こ

と
で
、
芸
術
派
と
無
産
階
級
文
学
を
綜
合
す
る
小
説
の
可
能

性
を
示
し
た
、〈
科
学
小
説
〉
的
要
素
も
あ
る
作
品
と
し
て
見

直
さ
れ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。

注１
．
佐
藤
の
著
作
は
『
定
本 

佐
藤
春
夫
全
集
』
全
三
六
巻
・

別
巻
二
巻
（
臨
川
書
店
、
平
一
〇
・
四
〜
平
一
三
・
九
）
を

参
照
（「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
は
全
集
・
第
七
巻
）、
引

用
も
同
全
集
に
よ
る
。
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２
．
社
会
階
級
の
違
い
が
日
照
問
題
に
繋
が
る
と
い
う
視
点

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
前
田

河
廣
一
郎
の
小
説
「
太
陽
の
黒
点
」（「
改
造
」
昭
和
二
・
六
）

は
、
高
い
崖
と
寺
の
境
内
に
挟
ま
れ
た
谷
間
の
一
三
軒
の

町
が
舞
台
で
、
ガ
ス
や
水
道
も
な
く
日
光
も
遮
断
さ
れ
た

下
層
社
会
を
描
い
て
い
る
。

３
．
中
沢
弥
「
塔
と
ユ
ー
ト
ピ
ア

－

佐
藤
春
夫
「
の
ん
し
ゃ

ら
ん
記
録
」
の
未
来
都
市

－

」（「
湘
南
国
際
女
子
短
期
大

学
紀
要
」
昭
六
三
・
二
）
も
、「
小
説
が
大
量
に
消
費
さ
れ

る
時
代
の
刻
印
」
と
し
て
「
円
本
ブ
ー
ム
」
が
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

４
．
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
一
五
一
六
年
）
が

念
頭
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
佐
藤
は
社
会
主
義
も
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
と
見
て
い
た
だ
ろ
う
。

５
．
原
仁
司
「
佐
藤
春
夫
に
お
け
る
絵
画
と
自
我
の
問
題

－

「
田
園
の
憂
鬱
」
成
立
の
前
景

－

」（「
国
語
と
国
文
学
」

平
二
・
八
）
参
照
。


