
文

学

自

律

性

て

L 、
つ

の

『
週
間
読
書
人
』
(
四
月
四
日
)
を
読
ん
で
い
た
ら
、
日
野
啓
三
氏
の
つ

ぎ
の
よ
う
な
文
章
に
な
自
に
か
か
っ
た
。

「
私
た
ち
は
も
は
や
政
治
に
、
呪
術
師
も
神
主
も
絶
対
不
可
謬
の
指
導
者

も
い
ら
な
い
。
祭
政
は
分
離
さ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
『
文
学
』
か
ら
も
余

計
な
も
の
を
切
タ
捨
て
、
言
葉
に
よ
る
芸
術
的
表
現
そ
の
も
の
へ
の
自
己
変

草
を
行
左
う
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
敢
え
て
狭
〈

貧
し
く
左
る
と
と
だ
が
(
近
代
画
家
た
ち
が
間
像
画
や
戦
争
函
を
拾
か
念
〈

在
っ
た
よ
う

K
)
、
し
か
し
そ
れ
が
言
語
芸
術
本
来
の
深
さ
と
査
さ
を
獲
得

す
る
道
で
あ
る
。
」
(
『
文
芸
時
評
』
)

毎
回
ト
ピ

y

ク
に
苦
労
す
る
時
評
的
文
章
に
、
別
に
と
だ
わ
る
と
と
は
‘
な

に
も
な
い
わ
け
だ
し
、
ま
た
、
こ
う
い
う
文
学
観
、
と
い
う
よ

b
は
も
の
の

言
い
か
た
は
、
今
日
た
い
へ
ん
流
行
し
て
い
て
、
格
別
の
刺
激
も
左
い
の
だ

が
、
ま
た
か
と
一
士
一
口
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
こ
う
い
う
発
想
の
流
行
そ
れ
自
体
は
、

問
題
と
す
ゐ
に
足
る
し
、
ま
た
、
問
題
に
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

問
題
は
二
つ
あ
る
。
と
う
h
う
論
が
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
系
統
の
政
治
主
義
的

文
学
理
論
を
相
手
ど
っ
て
い
る
と
と
は
、
い
ま
の
引
用
文
を
す
と
し
注
意
し

て
見
る
だ
け
で
も
あ
き
ら
か
だ
が
、
そ
う
い
う
政
治
主
義
的
見
解
が
今
日
ど

れ
だ
け
の
力
と
権
威
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
第
て
そ
れ
か
ら
、

そ
う
し
た
相
対
の
場
を
離
れ
た
と
ζ

ろ
で
、

ζ

の
主
張
が
、
自
立
す
る
に
足

る
だ
け
の
、
ど
れ
ほ
ど
の
実
質
を
そ
念
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
第
二
で

磁

英

夫

員

あ
る
。か

つ
て
、
村
松
剛
氏
が
、
文
学
に
会
け
る
歴
史
主
義
|
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
|
社
会
的
効
用
性
を
否
定
し
つ
つ
、
「
し
か
し
そ
れ
を
言
う
と
と
も
、

い
ま
は
あ
ま

b
に
た
や
す
い
こ
と
に
を
っ
て
し
ま
っ
た
。
」
「
マ
ル
ク
ス
主

義
的
左
歴
史
主
義
へ
の
拒
否
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
明
笑
が
、
い
ま
く

ら
い
容
易
に
左
っ
た
時
代
は
左
い
。
」
と
な
げ
い
て
い
る
の
を
読
ん
だ
と
き

(
「
歴
史
主
義
と
文
学
八
そ
の
一

V
」
昭
三
九
・
一
『
文
学
界
』
)
、
私
は

思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
と
の
左
げ
き
は
、
今
日
の
時
流
を
最
も
よ
〈

語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
政
治
主
義
的
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
左
見
解
が
絶
え
た
わ
け

で
は
念
〈
、
最
近
の
政
治
と
文
学
論
争
を
ど
に
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
強
〈

吹
き
出
て

h
た
が
、
そ
ζ

に
は
党
派
的
な
感
情
が
動
い
て
い
る
ら
し
く
、
私

闘
の
印
象
を
超
え
ず
、
全
体
と
し
て
、
そ
う
い
う
主
張
が
一
隅
を
固
持
す
る

ほ
か
は
左
い
と
い
う
の
が
、
今
日
の
文
壇
的
状
況
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

苦
か
ら
、
文
学
自
律
の
主
張
は
、
拒
否
的
発
想
に
な
い
で
存
在
と
左
っ
て

き
て
い
る
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
拒
否
す
る
相
手
の
力
の
強
さ

に
比
例
し
て
生
き
死
に
す
る
。
今
日
の
よ
う
に
、
「
敵
」
の
力
が
弱
〈
な
h
y
、

自
律
の
主
張
に
ど
ん
左
抵
抗
も
緊
張
も
覚
え
ず
に
す
む
よ
う
に
念
れ
ば
、
そ

れ
が
、
ひ
ど
く
空
鹿
念
感
じ
の
も
の
に
を
つ
て
〈
る
の
も
、
ま
ず
は
自
然
の

理
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
立
つ
瀬
が
左
い
の
で
、
論
は
、
相
手
を
求
め
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て
、
敵
を
拡
充
す
る
と
と
に
念
る
。
現
実

l
政
治
|
思
想
念
ど
の
軸
に

と
だ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
言
説
が
相
手
ど
ら
れ
る
と
と
に
念
る
。
ア
ク
テ
ュ
ア
リ

テ
ィ
に
か
け
る
と
言
っ
た
平
野
誘
発
言
が
好
餌
と
さ
れ
て
、
文
学
自
律
論
が

に
ぎ
わ
っ
た
C
も
、
ま
だ
記
臆
に
新
し
い
と
と
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
文
学
自
律
論
の
左
か
み
は
、
と
い
う
ζ
と
に
念
る
が
、
最
初

の
「
文
芸
時
評
」
に
も
ど
ろ
う
。

「
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
と
あ
い
わ
た
る
言
語
表
現
の
自
由
で
困
難
念
冒

険
と
そ
小
説
と
私
は
考
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
」
と
そ
と
に
あ
る
が
、
私
も
、

た
だ
ち
に
そ
れ
は
そ
の
と
必
り
-
だ
と
思
う
。
だ
が
、
同
時
に
、
「
人
問
、
人

間
関
係
、
社
会
、
政
治
、
歴
史
と
h

っ
た
一
連
の
領
域
」
も
、
「
存
在
す
る

も
の
す
べ
て
」
の
一
部
で
あ

b
、
し
か
も
、
今
日
は
、
そ
う
い
う
も
の
と
あ

い
わ
た
る
と
と
に
、
最
も
「
自
由
で
一
困
難
左
冒
険
」
が
-
あ
h
J
は
し
左
い
か
、

と
思
っ
て
し
ま
う
。
時
評
と
い
う
短
匝
離
祝
野
の
上
で
は
と
も
か
く
、
す
と

し
身
を
は
左
し
て
眺
め
れ
ば
、
「
人
間
:
:
:
歴
史
」
を
ま
る
で
排
除
し
た
が

っ
て
い
る
か
の
よ
う
左
重
点
の
シ
き
か
た
は
、
異
様
念
も
の
と
し
て
う
つ
る
。

こ
れ
で
は
、
政
治
的
素
材
主
義
の
う
ら
が
え
し
と
言
わ
れ
て
も
や
む
を
え
左

い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「
文
章
自
体
が
世
界
で
あ

-D字
宙
で
あ

-
b
g己
で
あ
h
y
、
そ
の
謎

で
あ
h
J
深
淵
で
あ
h
y
亀
裂
で
あ
h
y
実
在
位
で
あ
h
J
不
確
定
性
で
あ
る
よ
う
念

い
わ
ば
特
殊
左
文
章
で
あ
・
夕
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
宏
文
章
の
感
覚
を
不
断

K

練
磨
す
る
作
家
と
そ
、
他
の
も
の
の
支
え
を
必
要
・
と
し
左
い
小
説
家
(
文
学

者
で
は
左
〈
〉
だ
と
い
う
原
則
」
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
く
る
。
文
学
の
リ

ア
リ
テ
ィ
は
文
体
の
な
か
に
し
か
な
い
、
と
い
う
、
昔
か
ら
言
い
古
る
さ
れ

た
観
念
。
一
言
い
か
え
で
あ
る
が
、
と
れ
も
、
「
文
学
者
で
は
左
〈
」
と
い
う

限
定
が
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
と
と
は
別
と
し
て
、

応
そ
の
と
h
u
h
J
だ
と
思
う
。

乏
に
も
小
説
で
左
く
と
も
、
文
章
を
つ
づ
っ
た
と
と
の
あ
る
ほ
ど
の
者
な

ら
ば
、
自
分
の
回
山
念
が
文
体
の
上

K
し
か
実
現
さ
れ
左
い
も
の
で
あ
る
と
と

を
、
身

K
し
み
て
知
う
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
と
ば
は
本
来
抽
象
物
で
あ

b
、

そ
う
い
う
と
と
ば
に
よ
っ
て
組
み
た
て
ら
れ
た
世
界
は
、
必
の
ず
か
ら
阻
害

と
は
異
次
元
の
虚
構
の
世
界
で
あ
る
ほ
か
を
く
、
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
そ

う
し
た
と
と
ば
の
密
度
に
依
存
す
る
と
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な

h

。し
か
し
、
逆
に
、
だ
か
ら
、
文
学
は
、
現
実
に
関
係
が
な
く
、
現
実
に
規

制
さ
れ
な
い
左
ど
と
言
う
と
と
に
念
る
と
、
話
が
な
か
し
〈
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
言
わ
左
く
て
も
、
文
学
は
現
災
と
ち
が
う
と
い
う
強
調
に
じ
ら
ま
ふ
す

べ
て
の
誌
は
、
必
の
ず
か
ら
そ
う
し
た
性
質
を
が
び
て
〈
る
わ
け
で
、
そ
れ

は
、
単
純
な
反
映
論
と
の
対
応
に
た
い
て
は
効
果
を
持
ち
つ
つ
も
、
位
相
的

に
は
、
そ
れ
と
等
価
の
位
置
に
あ
る
と
一
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
と
ば
と
い
っ
て
も
、
人
間
の
、
現
実
と
の
長
い
格
闘
の
上
に
生
み
左
さ

れ
て
き
た
も
の
に
ほ
か
左
ら
ず
、
想
像
と
い
っ
て
も
、
体
験
的
を
知
覚
の
い

っ
さ
い
を
づ
っ
主
・
心
的
蓄
積
の
上
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
え
文
体
と

い
っ
て
も
、
つ
ま
タ
は
、
精
神
が
世
界
を
切
h
J
分
け
る
軌
跡
で
あ
る
、
と
い

っ
た
と
と
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
も
、
文
学
の
根
拠
を
そ
れ
ら
の
上
に
な
い

た
と
と
ろ
で
、
そ
れ
が
、
い
さ
さ
か
も
、
文
学
の
排
除
的
自
律
性
を
あ
か
し

だ
て
る
も
の
で
念
い
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

文
学
は
現
笑
で
念
〈
、
と
と
ば
で
あ

b
、
想
像
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、

私
た
ち
は
、
た
だ
ち
に
う
左
ず
い
て
、
そ
れ
か
ら
と
問
う
。
す
る
と
、
だ
か

ら
現
実
と
ち
が
う
ん
だ
と
、
話
が
も
ど
っ
て
し
ま
う
。
世
の
文
学
自
律
論
の

ほ
と
ん
ど
は
、
と
う
い
う
で
き
具
合
に
在
っ
て
い
る
。
出
発
点
に
す
ぎ
仇
も

-67ー



の
が
終
点
に
宏
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
、
左
か
み
の
左
い
文
学
非

現
笑
論
と
、
一
次
元
的
念
文
学
即
現
実
論
と
の
対
立
と
い
う
単
調
な
構
図
が
、

い
つ
ま
で
も
、
仮
想
敵
を
ヲ
く
っ
て
ま
で
つ
づ
〈
風
景
は
、
ま
と
と
に
気
を

め
い
ら
ぜ
る
。

「
そ
れ
か
ら
」
の
課
題
に
は
っ
き

b
分
け
入
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
最
近

の
、
吉
本
隆
明
若
『
言
語
に
と
っ
て
笑
と
は
な
に
か
』
が
あ
る
。
私
に
は
疑
問

が
た
い
へ
ん
多
〈
、
そ
ζ

で
必
わ
れ
て
い
る
重
点
を
逆
転
さ
ぜ
て
み
た
い
誘

惑
に
か
ら
れ
た

b
も
す
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
、

ζ
れ
は
、
「
そ
れ
か
ら
」
の
資

霊
友
探
宗
で
あ

b
、
そ
し
て
、
問
題
は
は
じ
ま
っ
た
ば
か

b
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
「
『
文
学
』
か
ら
も
余
計
な
も
の
を
切

b
捨
て
、
言
葉
に
よ

る
芸
術
的
表
現
そ
の
も
の
へ
の
自
己
変
革
を
行
左

5
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
、

消
去
的
自
律
論
は
、
本
質
論
的
に
は
、
つ
い
に
ひ
と
つ
の
し
ゃ
れ

K
す
ぎ
ず
、

情
勢
論
的
意
味
も
す
で
に
失
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
、
は
っ
き
h
J
知
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

思
想
・
倫
理
・
政
治
・
歴
史
等
々
を
、
す
べ
て
、
芸
術
K
と
っ
て
「
余
計

左
も
の
」
、
ヲ
ま
h
y
、
第
二
義
的
存
在
と
し
て
、
文
学
か
ら
ど
し
ど
し
と

b

外
し
て
い
っ
て
、
最
後
に
美
と
い
う
形
式
だ
け
を
践
す
よ
う
な
学
も
か
つ
て

あ
っ
た
が
、
と
う
い
う
消
安
論
は
、
「
芸
術
」
と
い
う
、
呪
力
を
も
っ
た
抽

象
語
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
に
よ
る
意
味
芸
術
と
他
の
芸
術
と
の
あ
い
だ
の
本

質
的
左
差
異
を
無
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、
「
文
学
」
と
い
う
ぬ
え
的
用

語
の
廃
止
を
提
唱
す
る
左
ら
ば
(
そ
の
ζ

と
自
体
は
大
賛
成
で
あ
る
。
)
、

そ
の
ま
え
に
、
「
芸
術
」
と
い
う
と
と
ば
を
廃
止
す
る
ζ

と
が
の
ぞ
ま
し
い

だ
ろ
う
。

ζ

と
ば
に
よ
る
文
学
は
、
当
然
、
と
と
ば
の
hv
よ
び
う
る
人
間
の
意
詩
の

全
領
域
を
う
ち
に
つ
ヲ
む
。
思
想
に
も
、
倫
理
に
も
、
政
治
に
も
、
歴
史
に

も
わ
た

b
あ
い
つ
つ
、
え
だ
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ぬ
と
い
う
だ
け
の
ζ

と
で

あ
る
。
そ
の
超
え
る
と
と
・
ろ
だ
け
が
芸
術
と
し
て
の
本
質
部
分
で
、
他
は
爽

雑
物
だ
宏
ど
と
い
う
、
小
学
校
の
算
数
の
よ
う
左
定
義
は
、
し
ゃ
れ
に
も
た

ら
念
い
。
「
爽
雑
物
」
が
念
け
れ
ば
、
本
質
も
あ
h
J
は
し
左
い
。
政
治
は
づ

ま
ら
ぬ
が
、
自
然
は
い
い
、
と
い
う
風
の
と
と
宏
ら
、
趣
味
の
問
題
で
あ
る
。

趣
味
の
有
効
性
を
説
〈
の
は
も
ち
ろ
ん
い
い
と
と
だ
が
、
そ
れ
を
す
べ
て
と

す
る
よ
う
ま
理
論
的
仮
装
は
、
そ
れ
が
力
を
持
つ
と
さ
、
つ
わ

K
文
学
を
衰

弱
さ
せ
る
。
思
惣
的
題
材
主
義
も
、
反
思
想
的
題
材
主
義
も
、
そ
の
点
で
は

ま
っ
た
く
等
価
で
あ
る
。
政
治
的
合
そ
れ
の
弊
害
が
い
ま
ま
で
目
立
っ
た
の

は
、
た
だ
、
そ
れ
が
強
制
力
を
持
っ
た
か
ら
の
と
と
で
あ
っ
て
、
他
の
限
定

論
も
シ
念
じ
と
と
で
あ
る
。

思
想
の
季
節
の
推
移
と
と
も
に
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
文
学
自
律
の
コ
ー
ラ
ス

が
問
ζ

え
て
く
る
よ
う
に
左
っ
た
歴
史
的
経
緯
そ
の
も
の
は
、
山
中
〈
は
九
か
左

ら
ず
し
も
興
味
が
念
い
わ
け
で
は
左
〈
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
の
系

譜
づ
く

b
を
し
て
み
た
く
も
る
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
、

ζ

の
程
度
の
コ
ー

ラ
ス
が
と
れ
以
上
つ

e

つ
い
て
も
、
も
う
格
別
の
意
味
は
4

な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
点
で
は
、
別
の
発
想
か
ら
だ
が
、
福
田
恒
存
氏
が
、
「
芸
術
至
上
主

義
に
つ
い
て
」
(
昭
三
九
・
五
『
新
潮
』
)
で
、
「
僕
は
芸
術
の
白
律
性
な

ど
と
い
う
も
の
を
信
じ
て
は
ゐ
念
い
」
と
言
い
、
「
自
律
性
の
過
当
評
価
と

い
ふ
現
代
病
の
顕
著
念
症
状
」
を
指
摘
し
た
の
は
、
さ
す
が
に
、
そ
の
時
勢

的
明
敏
さ
を
感
じ
さ
ぜ
た
。
え
だ
、
ぞ
と
で
と

b
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
も
つ

ば
ら
〈
左
翼

V
が
わ
の
「
芸
術
至
上
主
義
」
で
、
い
つ
も
左
が
ら
の
進
歩
的

勢
力
批
判
の
、
す
と
し
手
の
ζ

ん
だ
一
形
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
し
か

し
、
そ
れ
は
、
当
然
諾
刃
の
剣
と
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

「
現
代
の
芸
術
が
駄
目
に
を
っ
た
の
は
、
自
律
性
を
獲
得
し
、
己
れ
の
仕

一 日ー



へ
る
べ
き
道
を
失
っ
た
か
ら
だ
」
と
い
う
観
点
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
、
い
ま

の
文
士
は
、
芸
術
家
で
あ
h
y
つ
つ
商
売
人
で
あ
る
ζ

と
を
ど
れ
だ
け
意
識
し

て
い
る
か
、
と
い
う
視
角
は
、
問
題
の
多
い
そ
の
全
体
の
文
脈
か
ら
と

b
は

ず
し
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
在
、
根
本
的
課
題
の
提
示
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

文
学
自
律
論
が
そ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
左
ら
左
い
基
点
を
さ
し
示
し
て

い
る
。

私
は
、
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
左
に
よ

-D、
そ
の
効
用
性
を

徹
底
的
に
問
わ
な
け
れ
ば
-
な
ら
な
い
と
思
う
。
二
葉
亨
の
根
本
の
疑
い
を
緊

張
的
に
介
在
さ
せ
左
い
、
ど
ん
な
作
品
も
論
も
、
つ
ま

b
は
む
左
し
い
。
文

学
と
現
実
を
切
断
し
て
安
心
し
て
み
た
と
ζ

ろ
で
、
念

K
が
は
じ
ま
る
と
と

も
な
い
わ
け
で
(
つ
ま
ら
ぬ
虚
構
作
品
の
ま
え
で
立
往
生
し
て
い
る
私
小
説

否
定
論
を
ど
は
そ
の
ご
比
例
で
あ
ろ
う
。
)
、
私
た
ち
は
、
逆
に
、
文
学
の

内
と
外
と
の
極
限
を
意
詩
的
に
ζ

わ
し
て
、
そ
ζ

花
、
真
の
緊
接
的
連
続
を

見
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
。

文
学
の
自
律
と
い
っ
た
と
と
が
も
し
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
閉
鎖
的
、

限
定
的
、
消
去
的
な
か
た
ち
で
あ
る
の
で
は
左
〈
、
他
と
の
徹
底
的
な
か
か

わ
b
の
か
宏
た
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
う
。
自
律
主
義
左
ど
と
い

う
も
の
は
、
本
来
的
に
空
語
で
あ
る
。


