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ウ

ィ
リ

ア

ム
ズ

の
文

学

社

会

学

吉
澤
弥
生

〈要
旨

〉

レ
イ
モ
ン
ド

・
ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

(
6
b。
∵
◎。
刈
)
は
、
文

学
を
メ
イ

ン
に
、
演
劇

、
メ
デ

ィ
ア
、
ポ
ピ

ユ
ラ
ー

カ
ル
チ

ャ
ー
な
ど

さ
ま
ざ

ま
な
領
域
を

「社
会
学
」

的
に
分
析
し

た

、
イ
ギ
リ

ス
の
文

化
研
究

者
で
あ

る
。
本

稿

の
主
眼
は

、
そ

の
中

で
も
彼

の
文

学
研

究

の
方

法
を
理
論

と
実

践
の
両
面
か
ら
検
証

し
、
そ

の
諸
特

性
を
整
理
す

る
こ
と
に
置

か
れ

て
い
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
文

化
研
究

に
お

い
て
は
、

「形
式
」
と

「感
情

の
構
造
」
と

の
相
互

関
連
が
重
視

さ
れ
る
。

「形
式
」
は
諸
個
人
と
社
会

の
関
係
で
あ

る
。
ま

た

「感
情

の
構

造
」
は
そ

の
時
代

の
意

味
や
価
値

で
あ
り
、
人

々
の
経
験
を
特

徴
づ

け
る
も

の
で
あ

る
。

そ

し
て

「感

情

の
構

造
」

は
、

「形
式

」
が
媒

介
と

な
る

こ
と

に
よ

っ
て
再
生
産

さ
れ

る
。ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

は
文

学
研
究
に
お

い
て
も
、

「形
式
」
を
生
活
様
式

の
総
体

の
中

で
と

ら
え
な
お

す
こ
と
、
ま

た
日
常

的
な
領
域
と

し
て
の

「
感
情

の
構
造
」

を
そ

の
視

野
に

入
れ
る

こ
と

の
重
要
性

を
主
張
す

る
。
ま
た

一
方

で
、
彼

の
実
際

の
文

学
批
評
、
と
く

に
本
稿

で
と
り
あ
げ
る

『
田
舎
と
都
会
』

(
一
り
お

)
で
は
、
こ
れ
ら
の
概
念

に
加
え

「わ

か

る
社
会
」

な
ど

の
彼
独
自

の
概
念

が

い
く

つ
か
援

用
さ
れ

て

い
る
。

こ
う

し
た
概
念

や
方
法

は
複
雑

に
絡

み
合

っ
て
お
り
、
ま
た
必

ず
し
も

一
貫

し
た
も
め

で
は
な

い
。
だ

が

こ
れ

ら
を
包
括
的

に
と
ら
え

な
お
し
整
理
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
文
学
社
会

学
あ

る

い
は
文
化

研
究

の
方
向
性
を
示
す

こ
と

が
で
き
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

レ
イ

モ
ン
ド

・
ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ

文
学

形
式

感
情

の
構
造

「わ

か
る
社
会
」
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0

は
じ

め
に

「文
学
」
と

「社
会
」
の
つ
な
が
り
を
ど
う
と
ら
え
、
言
語
化
す
る
か
。
こ

れ
は
文
学
社
会
学
や

一
部
の
文
芸
批
評
に
お

い
て
こ
れ
ま
で
も
取
り
組
ま
れ
て

き
た
問
題
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
問

い
は
、
文
学
研
究
に
限
ら
ず
、
「さ
ま
ざ
ま
な

文
化
的
実
践
を
テ
ク
ス
ト
と
み
な
し
解
釈
す
る
」
文
化
研
究

一
般
に
と

っ
て
そ

も
そ
も
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
レ
イ
モ
ン

ド

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

(
一
九
二

丁
入
七
)
は
、
「文
学
」
と

「社
会
」
の
関
係

を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
た
文
化
研
究
者

の

一
人
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
イ

ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
文
芸
批
評
の
手
法
を
受
け
継
ぎ
、
文
学
、
演
劇
、
メ
デ
ィ

ア
、
ポ
ピ

ユ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ど
多
岐
に
渡
る
領
域
で
研
究
を
お
こ
な

っ
た
。

現
在
で
は
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
先
駆
者
の

一
人
と
し
て
し
ば
し

ば
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
現
代
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の

設
立
当
初
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た
こ
と
や
、
後
述
す
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス

「
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
」
の
社
会
理
論
や
運
動
を
め
ぐ
る
論
争
の
前
線
に
い
た
こ
と
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
ポ

ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
ル
や
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か

ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
読
み
直
す
と

い
う
よ
う
な
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ

ー
ズ
か
ら
彼

へ
と
遡
る
視
線
だ
け

で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
根
本
的
な
問
題
意

識
H
文
学
と
社
会
の
関
係
を
理
解

し
言
語
化
し
よ
う
と

い
う
強

い
意
志
が
見
え

に
く
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
学
研
究

の
方
法
論
や
枠
組
み
を
整
理
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
彼
自
身
が
お
こ
な

っ
た
文

学
批
評
を

「批
評
す
る
」
こ
と
も
試

み
る
。
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
の

「社
会
学
的
」
な
文
学
研
究
の
方
法
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
で

604

あ
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
ー
で
研
究
者
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ

の
環
境
を
整
理
し
、
2
で
彼
の
文
学
研
究
の
方
法
を
理
論
と
実
践
の
両
面

か
ら
検
討
す
る
。
最
後
に
そ
の
特
性
を
整
理
し
、
冒
頭
の
問
い
を
探
究
し
て
い

く
た
め
の
方
向
性
を
示
す
。

1

ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ
の
環
境

1

・
1

文
化
主
義

イ
ギ
リ
ス
は
批
評
と

い
う
領
域
が
も

っ
と
も
早
く
成
立
し
、
ま
た
そ
れ
が
社

会
に
広
範
な
影
響
力
を
持
ち
続
け

て
き
た
場
所

で
あ

る
。
イ
ー
グ

ル
ト
ン

ロ
㊤
○。心
11

一
九
入
入
]に
よ
れ
ば
、
独
立
し
た

「言
説
の
公
共
圏
」
と
し
て
の
近

代
批
評
は

一
入
世
紀
以
降
、
そ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
解
体
し
、

一
方
で
は
教

育
と
い
う
国
家
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
、
他
方
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
と
い
う
産
業

シ
ス
テ
ム
へ
と
再
編
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
基
盤

の
変
化
を
経

験
し
な
が
ら
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
芸
批
評
は
、
文
学
を

ロ
マ
ン
主
義
や
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
源
泉
と
み
な
し
、
さ
ら
に

「詩
」
を
神
聖
化
す
る
と

い
う
立
場
が

強
力
で
あ

っ
た
。
即
幻
●リ
ー
ヴ
ィ
ス
は
こ
う
し
た
伝
統
の
下
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
と

い
う

二
重
の
基
盤
を
維
持
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
が

「価
値
あ
る
」
と
み
な
し
た
作
品
を
精
緻
に
そ
し
て
経
験
的
に
批
評
す
る

「実
践

批
評
」
を
推
進
し
て
い
た
。
リ
ー
ヴ
ィ
ス
や
目
Q。
●エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
社
会
全
体

を
覆

い
つ
く
し
た

「俗
悪
な
」
資
本
主
義
を
批
判
し
、
「古
き
良
き
イ
ギ
リ
ス
」



の
有
機
的
社
会
や
そ
の
文
化
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
「文
学
」
を
通
じ
て
個
人
個

人
が
道
徳
的
に
良
い
人
間
に
な
る
必
要
が
あ
る
、
と
考

え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に

「文
学
」
と

「
生

(=
hΦ
)」

の
連
続
性
を
強
調
し
、
人
々
の

「経
験
」

に
訴
え
な
が
ら
そ
の

「共
通
の
文
化
」
や

「共
同
体
」
を
理
想
と
す
る

よ
う
な
立
場
は

「文
化
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
の
文
化
主

義
か
ら
、
文
芸
批
評
と
い
う
方
法
、

「文
化
」
を

「日
常
的
な
も
の
」
と
す
る
考

え
方
、
そ
し
て

「社
会
」
や

「共
同
体
」
と

い
っ
た
全
体
的
な
概
念
を
用
い
る

議
論
を
継
承
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
立
場
は
、
「文
学
や
芸
術
」
以
外
の
諸
実
践

を
含
め
る
こ
と
に
よ

っ
て

「文
化
」

の
意
味
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果

的
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
に
向
け

て
の
大
き
な

一
歩
と
な

っ
た
。

そ
の

一
方
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
リ
ー
ヴ
イ
ス
が
失
わ
れ
た

「共
通
の
文
化
」

と

い
う
理
想
的
過
去
を
足
場
に
し
て
現
代
の
資
本
主
義

・
個
人
主
義
社
会
を
批

判
し
た
の
に
対
し
、
過
去
で
は
な
く
未
来
の

「共
同
体
」
す
な
わ
ち

「そ
れ
ほ

ど
遠
く
な

い
、
実
現
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
社
会
民
主
主
義
的
共
同
体
」
を
理

想
モ
デ
ル
と
し
て
掲
げ
る
。
さ
ら

に
、
リ
ー
ヴ
イ
ス
が
理
想
化
し
た
よ
う
な

「古
き
良
き
イ
ギ
リ
ス
」
と

い
う

「単

一
の
共
通
文
化
」
は
、
現
代
の
価
値
観
に

よ

っ
て
好
ま
し

い
と
選
択
さ
れ
た

一
つ
の
文
化
で
あ

っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
、

「単

一
の
共
通
文
化
」
で
は
な
く

「諸
階
級
の
文
化
」
が
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
や
リ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
る
エ
リ
ー

ト
主
義
的
で
非
現
実
的
な
現
代
社
会
批
判
に
、
社
会
理
論
と
し
て
の
意
義
を
見

い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
に
と

っ
て
は
、
社
会
民
主
主

義
と
い
う
立
場
か
ら
、
自
分
自
身
の
経
験
で
あ
る

「労
働
者
階
級
の
文
化
」
お

よ
び
そ
の
歴
史
的
発
展
を
理
解
し
言
語
化
す
る
こ
と
が
至
上
命
題
だ

っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
頃
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
よ
う
な
立
場
の
研
究
者
は
ほ
か
に

も
い
た
が
、
彼
ら
は

「
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
、
新
世
代
の
文
学

・
歴

史
研
究
者
た
ち
で
あ

っ
た
。

1

・
2

イ
ギ
リ
ス
マ
ル
ク
ス
主
義
文
化
理
論

・

一
九
五
〇
年
代
末
、

一
部
の
左
翼
系
知
識
人
や
活
動
家
た
ち
は
、
経
済
中
心

の
共
産
主
義
お
よ
び
修
正
主
義
の
労
働
左
派
と
は
異
な
る

「も
う
ひ
と

つ
の
左

派
」
を
目
指
し
、
「
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
」
を
自
称
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
論
争

は
結
果
的
に

「伝
統
的
な
意
味
で
の
政
治
的
運
動
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
文

化
政
治
学

・
文
化

理
論

に
と

っ
て
の
場
を
生

み
出
す
」

こ
と

に
な

っ
た

θ
≦
o
蒔
ヨ

一〇
Φ刈
刈
O
]。
彼
ら
は
、
従
来
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な

マ
ル
ク
ス
主
義

で
も
な
く
、
リ
ー
ヴ
イ
ス
ら
の
よ
う
な
保
守
主
義

で
も
な
い
立
場
か
ら

「労
働

者
文
化
」
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
先
駆
け
は
リ
チ
ャ
ー
ド

・
ホ
ガ
ー
ト

の

『リ
テ
ラ
シ
ー
の
効
用
』
(一
〇
㎝
刈)
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の

『文
化
と
社
会
』
(一8
Qo
)、
『長
い
革
命
』

(一〇
①
一)
、
エ
ド
ワ
ー
ド

・
ト
ン
プ
ソ

ン

『イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
形
成
』
(一
りO
ω)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

『文
化
と
社
会
』

(一
⑩α
。。)
に
お
い
て
、
産
業
革
命
か
ら
今

日
に
至
る
ま
で
の

「文
化
」
概
念

の
変
遷
を
跡
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に

『長

い

革
命
』

(一
〇①
一)
で
は
、
こ
の
二
〇
〇
年
間
の
産
業

・
民
主
主
義

・
文
化
的
変
遷

を
た
ど
る
と
同
時
に
、
文
化
分
析
の
目
的
は

「生
活
様
式
の
総
体
」
の
諸
要
素

間
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
と
言
明
し
て
い
る
[ぐ
噸臨
一一9
鬥P
ω
一Φ
O
一
心
一]。

当
時
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
か

っ
た
が
、
文
化
は
そ
の
生

ウィリアムズの文学社会学461



産
様
式
と
の
関
連
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
は
共
感
を
示
し
て

い
た
。
だ
が
、
文
化
実
践
を
そ
の
生
産
関
係
に
還
元
し
て
し
ま
う
俗
流
マ
ル
ク

ス
主
義
文
化
理
論
や
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
に
よ
っ
て
乗

り
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
急
進
的
な
考
え
方
に
は
異
議
を
表
明
し
て

い
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
労
働
者
文
化
の
発
展
は
、
社
会
民
主
主
義
的
な
社

会
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
[O
≦
o
蒔
ぎ

一Φ
O刈
Φ
O
也
巳
。

一
方
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
反
論
し
た
の
が
ト
ン
プ
ソ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、
労

働
者
階
級
は
、
資
本
主
義
と
政
治
的
抑
圧
と
に
対
す
る
彼
ら
の
継
続
的
な

「抵

抗
」
に
も
と
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の

「生
活
様
式
の
総
体
」
概
念
は

一
枚
岩
的
で
歴
史
性
や
闘
争
が
欠
如
し
て
い

る
た
め
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
む
し
ろ
文
化
は

「闘
争
様
式
の
総
体
」
で
あ
る

と
い
う
。
さ
ら
に
、
ス
チ

ュ
ア
ー
ト

・
ホ
ー
ル
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
異
論
を
投

げ
か
け
る
。
ホ
ー
ル
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

「文
化
」
概
念
を
、
調
和
や
同
質
性

に
よ

っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
ひ
と

つ
の

「全
体
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ホ
ー

ル
に
と

っ
て

「文
化
」
は
、
「節
合
」
を
通
し
て
結
び
つ
い
た

「差
異
に
も
と
つ

く
統
合
」
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
が
後
期
資
本
主
義
社
会
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
分
析
に
は
消
費
者
と

い
う
要
素
が
抜
け
て
い
る
と
も
批

判
す
る
ロ
玄
9

0
α
-㊤
P

一凸
山
経
]。

こ
う
し
て
、
「階
級
」
と
い
う
争
点
を
中
心

と
し
た

「文
化
」
を
め
ぐ
る
論
争
は
活
気
を
帯
び
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
現
代
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
機
関
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
、
文
化

研
究
の
裾
野
は
従
来

の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
壁
を
越
え
て
普
及
し
て
い
っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、

ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。

ホ
ー
ル
や
ペ
リ
i

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
な
ど
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
に
続
い
た
世
代

は
、
方
法
論
と
し
て
は
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義

(と
く
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
と
グ

624

ラ
ム
シ
)
を
採
用
し
、
「社
会

の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
構
造
に
対
抗
す
る
文
化

理
論
」
の
構
築
を
め
ざ
す
。
そ
こ
で
は

「階
級
」
か
ら

「人
種
」
「ジ

ェ
ン
ダ
ー
」

な
ど
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
へ
と
争
点
が
移
行
し
て
い
く
。
ホ
ー

ル
の
関
心
は
労
働
者
階
級
の
文
化
や
日
常
生
活

の
政
治
学
に
あ

っ
た
と
い
え
る

が
、

一
方
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
寄
り
で
や
や
急
進
的
な
傾
向
が

あ

っ
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
や
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
者

・
知

識
人
の
伝
統
に
典
型
的
な

「経
験
主
義
と
文
学
的
感
性
と

の
混
合
」
は
、
イ
ギ

リ
ス
社
会
の
全
体
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
生
み
出
す
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
と
批
判
す

る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
経
験
的
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
な
く
、
概
念
を
通
じ
た
経

験
の
解
釈
が
必
要
な
の
だ
と
考
え
る
口
玄
9
一〇
〇
-一b。
癖臠

こ
う
し
て

「構
造
主
義
」

寄
り
の
ホ
ー
ル
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
の
前
線
に
立

っ
た
こ
と
に

よ

っ
て
、
「文
化
主
義
」
的
な
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
や
ト
ン
プ
ソ
ン
は
批
判
の
対
象
と

な
り
、
論
争
の
周
辺
部
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
恰
好
に
な

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
、

一
九
六
八
年
以
降

の
ニ
ュ
ー
レ

フ
ト

「第
三
の
道
」
を
再
構
…築
し
よ
う
と
す
る
運
動
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
西
欧

マ

ル
ク

ス
主
義

に
近

づ
く

こ
と

に
な

る

。
彼

は

「
口
8

蕁
冖
霞

Φ
p
p
ら
Oo
o
9
9
0
窪

(一〇
コ
)
に
お
い
て
ル
カ
ー
チ
と
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
研
究

(後
述
す
る
)
と
自
身
の

研
究
と
を
比
較
検
討
し
、
「
しd
器
Φ
碧

侮
ω
暮

興
ωけ
歪
o
ε
『Φ
言

ζ
霞
首
ωけ

O
⊆
一ε
蠢
一
↓
げ
Φo
蔓
」
(一㊤
お
)
で
は
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
化
理
論
を
検
証

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
化
は
社
会
の
中
で
物
質
的
生
産
力
と
そ
の
社
会
関
係

を
内
包
し
た
自
律
的
な
領
域
を
形
成
し
て
い
る
と
し
、
「文
化
唯
物
論
」
を
標
榜

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
最
も

「文
学
社
会
学
」



あ
る
い
は

「
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
」
と
近
い
距
離
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。

1

・
3

文
学
社
会
学
/

マ
ル
ク
ス
主
義
批
評

文
学
社
会
学
は
こ
れ
ま
で
、
社
会

学
の
領
域
に
お
い
て
は
周
辺
的
な
位
置
に

あ
る
。
と
は
い
え
、
特
筆
す
べ
き
成
果
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
〔、)。
織
田

年
和
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
文
学
の
社
会
学
的
研
究
は
お
お

よ
そ
三
つ
に
分
類
さ
れ
る

〔、
》。
「第

一
は
文
学
作
品
を
資
料
と
み
な
し
、
そ
れ

が
描

い
て
い
る
社
会
の
歴
史
的
理
解
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
」
も
の
。
「第
二
は

文
学
を
徹
底
的
に
社
会
現
象
と
み
な
す
」
立
場
。
「第
三
は
、
作
品
構
造
と
社
会

構
造
と
の
あ
い
だ
に
相
同
性
を
み
と
め
、
そ
れ
に
よ

っ
て
個
々
の
作
品
の
特
徴

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
」
立
場
で
あ
り
、
ル
カ
ー
チ
や
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
研
究
は

こ
れ
に
あ
た
る
[織
田

一
九
入
四

二

一
八
]。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も

一
九
七
〇

年
代
以
降
し
ば
し
ば
彼
ら
に
言
及
し

て
い
る
が

(、)、
文
学
社
会
学
と

い
え
ば
ま

ず
挙
げ
ら
れ
る
ル
カ
ー
チ
と
ゴ
ル
ド

マ
ン
の
研
究
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
み

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ル
カ
ー
チ
は

『小
説
の
理
論
』

(一〇
卜。O
)
に
お
い
て
、

へ
ー
ゲ
ル
の

「小
説
は

近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
叙
事
詩
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
を
継
承
す
る
。
た
だ
し

小
説
は

「神
の
去

っ
た
世
界
の
叙
事
詩
」
で
あ
る
た
め
、
か
つ
て
は
自
明
な
も

の
で
あ

っ
た
自
我
と
世
界

の
完
結
し
た

「全
体
性
」
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い

る
。
そ
こ
で
近
代
人
は
そ
れ
を
自

ら
探
求
し
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
た
め
の
役
割
を
担
う
の
は
芸
術

、
と
く
に
小
説
で
あ
る
。
ル
カ
ー
チ
は
、

個
人
と
世
界
と
の
統

一
を
表
す

「全
体
性
」
概
念
と
と
も
に
、
個
別
的
な
も
の

に
お
い
て
普
遍
性
を
表
現
す
る

「
典
型
」
を
用

い
る
。
小
説
の
作
中
人
物
は

「典
型
」
と
し
て
形
象
化
さ
れ
、
そ
れ
は
失
わ
れ
た

「全
体
性
」
を
探
究
さ
せ
る

よ
う
に
読
者
を
導
く
。
こ
の
過
程
を
ル
カ
ー
チ
は

「反
映
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、

一
九
世
紀
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
は
勃
興
し
つ
つ
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
つ
い
て
適
切

な

「反
映
」
を
与
え
て
い
た
と
評
価
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
二
十
世
紀
モ
ダ
ニ

ズ
ム
文
学
は
、
後
期
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
人
間
存
在
の
疎
外
化

・
断
片
化

を
描

い
て
い
る
だ
け
で
、
社
会
と
人
間
と
の
新
た
な
相
互
関
係
の
展
望
を
表
現

し
て
い
な

い
と
批
判
す
る
。
つ
づ
い
て
、
ル
カ
ー
チ
を
継
承
し
た
ゴ
ル
ド
マ
ン

の

『小
説
社
会
学
』

(一⑩
Φ心
)
で
は
、
文
学
作
品
の
意
味
的
構
造
と
そ
の
作
品
を

生
み
出
し
た
社
会
集
団
の
意
識
構
造
と
は
相
同
関
係
に
あ
る
、
と

い
う

「発
生

論
的
構
造
主
義
」
が
提
示
さ
れ
る
。

つ
ま
り
小
説
は
、
市
場
生
産
制
か
ら
生
ま

れ
た
個
人
主
義
社
会
に
お
け
る
日
常
生
活
を
文
学
の
次
元
に
転
換
し
た
も
の
で

あ
る
。
ゴ
ル
ド

マ
ン
は
、
現
代
社
会
の
状
況
を
描
き
だ
す
こ
と
を

「反
映
」
と

考
え
、
そ
こ
に
現
代
文
学
の
意
義
を
み
と
め
て
い
る
[織
田

一
九
九
四

入

五
-九
三
][セ
ル
デ
ン

一
九
九
四

、五
三
-五
六
]Q

こ
う
し
て
文
学
社
会
学
者
の
多
く
は

「近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
形
式
」
と
し

て
の
小
説
に
着
目
し
、
近
代
小
説
の

「内
容
」
を
そ
の
社
会
的
構
造
と
の
関
係

に
お
い
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
向
け
ら
れ
る
の
が
、
文
学
社
会
学
に
対

す
る
典
型
的
な
批
判
、
す
な
わ
ち

「文
学
を
社
会
の
産
物
と
み
な
す
還
元
論
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
、
上
部
構
造
-
下
部
構
造
モ
デ
ル
に

も
と
つ
く
経
済
決
定
論
に
お

い
て
は

「芸
術
や
文
学
は
上
部
構
造
に
属
し
、

各

々
の
下
部
構
造
の

『反
映
』
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
独
自
性
を
持

っ
た
人
間

の

『経
験
』
や

『創
造
』
が
、
即
座
に
か
つ
機
械
的
に
そ
の

『階
級
』

へ
と
還

元
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
批
判
し
て
い
る
[ぐ
弔=
=
p⊃
目
ω
一㊤
刈
一
一㊤
]。
だ
が
問
題
は
、

ウ ィリアムズの文学社会学463



ル
カ
ー
チ
や
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
結
論
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
事

例
研
究
が

「反
映
論
」
と
い
う
か
た
ち
で

一
般
化
さ
れ
、
必
然
的
に

「文
学
」

と

「社
会
構
造
」
と

い
う
領
域
区

分
が
保
持
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
立
場
で
は
、
小
説
の

「内
容
」
は
社
会
構
造
の

「反
映
」

と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
説
明

で
き
て
い
る
が
、
小
説
の

「形
式
」
の
問
題

は
唯
物
論
的
立
場
か
ら
問
わ
れ
て

い
な
い
。
小
説
は
所
与
の
文
学
形
式
と
さ
れ
、

そ
の
形
式
上
の
変
化
や
発
展
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
イ
リ
ア

ム
ズ
も

「
ル
カ
ー
チ
と
ゴ
ル
ド

マ
ン
は

『叙
事
詩
と
演
劇
、
小
説
と
悲
劇
は
、

固
有
で
永
久
的
な
性
質
を
持

つ
』
と
い
う
よ
う
な
、
容
認
さ
れ
た
学
術
的
伝
統

に
、
究
極
的
に
は
観
念
論
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
も
小
説
と
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
社
会
構
造
と
の
相
同
関
係
を
見
い
だ
す
立
場

を
と
る
が
、
そ
の
際
小
説
の

「内
容
」
だ
け
で
な
く

「形
式
」

の
変
化
に
も
目

を
向
け
る
。
彼
は

「形
式
に
つ
い
て
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
始
め
ら
れ
て
い
な
い
」

と
し
、
こ
う
続
け
る
。
「文
学
形
式

の
分
析
に
よ
っ
て
、
視
点

の
変
化

…

諸

関
係
の
変
化
、
意
識
の
変
化
が
直
接
例
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
諸
変
化

は

…

現
実
の
社
会
史
と
合
理
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
基
本
的
諸
関
係
の
分

析

へ
と
つ
な
が
る
」
[≦

=
す
ヨ
ω
一
り
謹

b。
①
-b。
己
。
次
で
は
こ
の

「形
式
」
を
含

め
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
学
研
究
を
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

2

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
学
研
究
の
方
法

2

・
1

理
論

ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
「文
化
」
と

「文
学
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

文
化
は
生
活
様
式
の
総
体
で
あ
り
、
社
会
の
中
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
た
、
人
間

活
動
の
様
式
の
総
体
で
あ
る
。
と
同
時
に
そ
れ
は
、
芸
術
や
文
学
と
呼
ば
れ
て

き
た
特
定
の
領
域
も
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
文
化
は
記
号
体
系
の
総
体
で
あ
り
、

「
言
語
」
は
そ
の
体
系
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
言
語
の
な
か
で
最
も

「文
化
的
行
為
」
で
あ
る
の
が
文
学
で
あ
る
が
、
と
同
時
に
文
学
は
社
会
の
中
で

政
治
や
経
済
な
ど
と
な
ら
ん
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
は
、
か

つ
て
の
教
条
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
文
化
理
論
の
よ
う
に
文
学
を

上
部
構
造
の
中
に
閉
じ
こ
め
た
り
、
リ
ー
ヴ
ィ
ス
ら
の
よ
う
に
文
学
を

「古
き

良
き
イ
ギ
リ
ス
」
と
い
う
理
想
の
源
泉
と
み
な
し
た
り
は
し
な
い
。
文
学
は
、

そ
れ
自
身
の
物
質
的
生
産
諸
関
係
を
含
ん
だ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
自
身
の
目
指
す

「文
化
社
会
学
」
を
構
想
す
る
が
、

そ
の
特
性
は

「形
式
」
と

「感
情
の
構
造
」
に
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
相

互
に
関
連
し
つ
つ
、
文
化
と
社
会
の
関
係
を
包
括
的
に
分
析
す
る
た
め
の
重
要

な
概
念
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
文
化
社
会
学
は
、
文
学
や
政
治
や

経
済
な
ど
の

「個
々
の
歴
史
の
あ

い
だ
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
の

組
織
が
と
る
特
定

の
形
式
」
に
焦
点
を
当

て
る
。
形
式
が
可
視
化
す
る
の
は

「感
情
の
構
造
」

で
あ
る
。
「感
情
の
構
造
」
は
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
文
化
的

464



側
面
を
表
現
す
る
概
念
で
あ
り
、
あ

る
生
活
様
式
を
共
有
す
る
諸
個
人
の
経
験

を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

、
そ
の
社
会
に
お
け
る

「意
味
や
価
値
」

で
も
あ
る
。
前
述
し
た
ゴ
ル
ド

マ
ン
の

「発
生
論
的
構
造
主
義
」
と
の
関
連
で

い
う
な
ら
、
「感
情
の
構
造
」
は
、
ゴ
ル
ド

マ
ン
の
い
う

「意
識
」
ほ
ど
教
義
的

な
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活

レ
ベ
ル
で
の
感
情
や
経
験
を
も
包
含
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代

の
文
化
の
再
生
産
の
た
め
に

「媒
介
」
の

役
割
を
果
た
す

の
が
形
式
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
「形
式

(な

い
し
は
社
会
的
形
式
)」
を
諸
個
人
と
社
会
と
の
関
係
と
考
え
る
。
ま
た

「文
化
的
形
式
」
を
、
あ
る
種
類
の
芸
術
に
特
有
な
規
則
や
習
慣
と
し
、
そ
の
社

会
的
文
脈
に
応
じ
て
再
生
産
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
分
析
上
の
作

業
仮
説
で
あ
る
と
強
調
し

つ
つ
、
文
化
的
形
式
を
深
層
か
ら
順
に

「様
式

(ヨ
o
住
Φの
)
/
ジ
ャ
ン
ル

(ひq
①
旨
Φ
ω)
/
類
型

(昌
b
⑦
の
)」
と
区
別
す
る

(4>。

し
た
が

っ
て
、
形
式
の
変
化
や
発
展
を
み
る
場
合
、
異
な

っ
た
水
準
の
形
式
が

相
互
的
に
変
化
す
る
と

い
う
複
雑
な
そ
の
発
展
過
程
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が

あ
る
。
文
学
形
式
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
「現
実
の
社
会
史

と
合
理
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
基
本
的
諸
関
係
の
分
析

へ
と

つ
な
が
る
」
と
ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
[≦
農
鋤
ヨ
の
一
㊤Φ
一
お
ム
α
][≦
籃
9
ヨ
ω
一㊤
ご

ト。O
歯
昌

こ
の
よ
う

に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
ま
ず

「感
情
の
構
造
」
に
よ

っ
て
、
文
学

社
会
学
で
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
日
常
的
な
領
域

を
視
野
に
入
れ
る
。
さ
ら
に

「形
式
」
を
生
活
様
式
の
総
体
の
中
で
と
ら
え
な

お
し
、
そ
の
媒
介
と
し
て
の
役
割
を
重
視
す
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
ス
タ
ン
ス

は
、
「文
学
と
社
会
構
造
と

い
う
領

域
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
」
、

「日
常
経
験
が
分
析
の
対
象
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
」
そ
し
て

「形
式
に
関
し
て

は
美
学
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
」
と
い
う
文
学
社
会
学
の
問
題
、
お
よ
び

「形

式
の
変
化
を
文
学
と

い
う
領
域
に
お
け
る
内
的
な
発
展
と
み
な
す
」

一
部
の
フ

ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
そ
れ
を
、
理
論
的
に
は
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
で

は
実
践
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

2

・
2

『
田
舎
と
都
会
』

(一⑩
刈
ω
)

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
研
究
傾
向
に
関
し
て
は

コ

九
七
〇
年
代
後
半
を
転
換
期

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
見
解
が

一
般
的
で
あ
る
冨
9
=
一
㊤。。O
Oω
]。

そ
れ
に
し
た
が
う
と
、
前
期
の
仕
事
は
、
『文
化
と
社
会
』
(一
Φα
Q◎
)
や

『長
い

革
命
』
(一㊤
Φ
一
)
か
ら

『田
舎
と
都
会
」
(一㊤
蕊
)
に
至
る
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
研

究
が
主
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
期
は
、

『キ
イ

ワ
ー
ド
辞
典
』

(一
㊤
刈
①
)
、

『7自O
「×
一ω
∋
"P
自
]U
一け①「
Pけ信
「⑦』
(一⑩ミ
)、
『勹
o
ま

o器

a

冨
け8
蕁
』
(一ミ
O
V、

『零

。
三
Φ
ヨ
ω
ぎ

ζ
讐
Φ
N巨

凶。・
ヨ

四
鼠

O
葺

罎
①』

(お
。。
O
)
、
『文
化
と
は
』

(一
ΦQ。
一)
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
で
得
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
知
見
を
整
理
し
概
念
化
し
よ
う
と

い
う
方
向
に
重
心
が
移
動
す
る
。
こ
の

一

九
七
〇
年
代
後
半
と
い
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
西
欧

マ

ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
受
け
、
自
ら

「文
化
唯
物
論
」
を
標
榜
し
て
い
た
時
期

で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
特
徴
的
な

「経
験
」
重
視
の
歴
史

的
文
学
研
究
と
い
う
伝
統
か
ら
や
や
距
離
を
置
い
て
い
た
時
期
で
あ
る

,̂}。
こ

の
よ
う
に
み
る
と
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
研
究
傾
向
の

「転
換
」
は
、
文
化
主
義

か
ら
文
化
唯
物
論

へ
の
シ
フ
ト
と
言
い
表
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
検
討
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
批
評
は

一
九
七
三
年

に
出
版
さ
れ
た

ウィリアムズの文学社 会学465



『田
舎
と
都
会
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
学
批
評
の
集
大
成
で
あ

り
、
彼
の
著
作
中
も

っ
と
も

「社
会
学
」
的
な
作
品
と

い
っ
て
よ

い
。
普
通
の

読
み
方
を
す
れ
ば
、
『田
舎
と
都
会
』
の
最
大
の
成
果
は
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
登

場
す
る

「
田
舎
」
と

「都
会
」
と

い
う
対
立
イ
メ
ー
ジ
が
決
し
て
固
定
的
な
も

の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
背
景
に
し
な
が
ら
歴
史
的
に
変

化
し
続
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
数
多
く
の
作
品
の
批
評
を
通
じ
て
明
ら
か
に

し
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
の
関
心
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
批
評
方
法

に
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

『
田
舎
と
都
会
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
彼

独
特
の
分
析
概
念
や
そ
の
方
法
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
前
節
で

と
り
あ
げ
た

「形
式
」
分
析
、
次

い
で
そ
れ
と
関
連
す
る

「言
語
の
共
同
体
」

概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

一
九
～
二
十
世
紀
の
小
説
の
批
評
に
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。

ま
ず

「形
式
」
分
析
に
注
目
す
る
。
以
下
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
を
ま
と

め
よ
う
。

一
九
世
紀
初
頭
の
ジ

ェ
イ
ン

・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

(
一
七
七
五
上

八

一

七
)
の
小
説
に
登
場
す
る
人
物
は
、
田
舎
の
地
主
な
ど
上
層
の
人
々
に
限
ら
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が

一
九
世
紀
中
頃

の
ジ
ョ
ー
ジ

・
エ
リ
オ
ッ
ト

(、)
の
小
説
に

お
い
て
、
そ
れ
ま
で
は
小
説
に
描
か
れ
て
こ
な
か

っ
た

「田
舎
の
民
衆
」
が
登

場
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
小
説
は

「ブ
ル
ジ

ョ
ア
の
言
語
と
そ
の
社
会
を

基
盤
と
す
る
文
学
形
式
で
あ
る
」
た
め
、
そ
の
中
に

「語
り
手
の
分
析
的
方
法
」

と

「田
舎

の
民
衆
の
非
道
徳
的
と
も
い
え
る
会
話
や
行
動
」
と
を
共
存
さ
せ
る

こ
と
は
難
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「語
り
手
」
と

「
日
常
会
話
」
と
の

語
法
上
の
矛
盾
は
、
「
エ
リ
オ
ッ
ト
が
受
け
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
た
小
説
の
形
式
に

あ
る
矛
盾
で
あ
る
」
。
「
エ
リ
オ

ッ
ト
の
場
合

…

対
立
が
あ
り
、
階
級
が
あ

り
、
感
情
と
言
葉
の
分
裂
、
対
照
が
あ
る
と

い
う
認
識
が
、
用
語
の
統

一
を
不

可
能
に
し
て
い
る
」
[乏
一≡
9
ヨ
ω
一㊤
刈
ω
一①
㊤

(原
書
)
11

一
九
八
五

二
二
九

(訳
書
)
]。
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

一
九
世
紀

の

「道
徳
的
行
動
を

こ
と
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア

・
上
流
階
級
」
と

「道
徳
的
で
分
析
的
な
語
り
口
に

支
え
ら
れ
た
小
説
」
と
の
相
同
性
を
認
め
て
い
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
小
説
と

い
う
形
式
が
民
衆
の
言
語
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
語
り
手
の
視
点
の

一

貫
性
が
揺
ら
い
だ
り
、
あ
る
い
は
結
局
は
民
衆
の
日
常
会
話
が
道
徳
的
な
語
り

手
の
語
法
に
回
収
さ
れ
て
し
ま

っ
た
り
と
い
っ
た
、
形
式
上
の
破
綻
が
生
じ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

つ
づ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

一
九
世
紀
ロ
ン
ド
ン
を
舞
台
に
し
た
デ
ィ
ケ

ン
ズ

(,〉
の
小
説
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
は

エ
リ
オ
ッ
ト
批
評
の
場
合
と
は
少
し
趣

が
変
わ
り
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
の
形
式
と

一
九
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の

「都
市
の

形
式
」
と
の
相
同
性
が
、
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割

い
て
綿
密
に
た
ど
ら
れ
て
い
る
。

以
下
は
そ
の
概
要
で
あ
る
。
「デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
こ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
よ
う
な
小

説
の
創
造
は

…

一
般
に
都
市

の
あ
り
方
と
直
接
に

つ
な
が

っ
て
い
る
」
。

「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
究
極
的
に
ロ
ン
ド
ン
に
見
た
も
の
は

…

彼
の
小
説
の
形
、

つ
ま
り
小
説
の
語
り
口
に
、
性
格
描
写
の
方
法
に
、
典
型
化
の
手
際
に
あ
る
。

こ
こ
で
は
都
市
体
験
が
小
説
の
方
法
な
の
か
、
小
説
の
方
法
が
都
市
体
験
な
の

か
な
ど
と

い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ

っ
て
、
肝
心
な
の
は
デ
ィ
ケ

ン
ズ
の
眼

(も
ち
ろ
ん
た
だ
見
る
だ
け
で
な
く
た
え
ず
劇
化
し
な
が
ら
見
る
眼

な
の
だ
が
)
が
す
な
わ
ち
小
説
の
形
な
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
「人
物
の

名
前
に
道
徳
的
な
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
や
り
方
」
や

「
い
ろ
い
ろ
な
家
と
い

ろ
い
ろ
な
人
と
の
類
似
を
徹
底
的
に
、
滑
稽
に
な
る
ま
で
つ
き

つ
め
」
る
や
り

466



方
な
ど
、
「彼
の
手
に
か
か
る
と
制
度
や
世
態
は
人
間
か
自
然
現
象
の
よ
う
な
観

を
呈
す
る
」
。
「都
市
は
同
時
に
社
会

的
事
実
で
も
あ
り
人
間
模
様
で
も
あ
る
も

の
と
し
て
示
さ
れ
る
」。
そ
し
て

「
新
し
い
社
会
的

・
経
済
的
諸
力
が
は
ら
ん
で

い
る
現
実

の
矛
盾
」
に
直
面
し
て
い
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
関
心
は
、
「相
次
ぐ
先
例

の
な
い
変
化
と
、
原
型
を
と
ど
め
な

い
ほ
ど
変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
風
景
の
中
で
、

人
間
的
な
感
覚
と
優
し
さ
を
生
か
し
て
お
く
こ
と
に
あ

っ
た
」
冑
三
飢
。
一α
や

一①蒔
"
二

一
〇
-二
二
二
]。

こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
の
内
容
だ
け
で
な
く

そ
の
形
式
に
、
す
な
わ
ち
描
写
の
綿
密
さ
や
擬
人
化
な
ど
の
技
法
、
語
り
口
に

注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「人
間
と
社

会
と
の
関
係
を
人
間
的
な
も
の
と
し

て
描
く
」
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
の
形
式
を

媒
介
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

一
九
世
紀
の
都
市

ロ
ン
ド
ン
を
想
像
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
は
す
で
に
、
政
治
的
権
力
だ
け
で
な
く

「英
国
全
体

の
社
会
的
現
実
の
圧
倒
的
な
部
分
を
生
産

・
再
生
産
」
す
る
都
市

で
あ

っ
た
。

ま
た
、
牢
獄
や
境
界
や
市
場
、
富
と
貧
困
、
善
と
悪
が
混
在
し
、
「人
々
を
結
び

つ
け
る
と
同
時
に
混
乱
に
突
き
落
と
す
」
よ
う
な
場
所
で
あ

っ
た
[ま
一9

一認
腫

二
〇
六
]。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
の
形
式
は
、
こ
の
よ
う
に
混
沌
と
し
た
都
市
社

会

の
混
沌
か
ら
秩
序
を
見

い
だ
す
た
め
の

「も
の
の
見
方
」
を
積
極
的
に
導
く

も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
分
析
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ

の
小
説
が

内
容
に
お
い
て
も
形
式
に
お

い
て
も
、

一
九
世
紀
社
会
構
造
の
た
ん
な
る

「反

映
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
以
降
の

一
九
世
紀
小
説
に
つ
い
て

こ
う

つ
づ
け
る
。
「写
実
性
と
、

一
見
自
意
識
的
な
作
者
の
解
説
を
排
除
し
た
か

に
見
え
る
あ
り
方
」
は

「記
述
的

・
具
象
的
で
入
念
な
観
察
を
こ
と
と
す
る
自

然
主
義
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
意
識
に
ま

つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
は

・
・
抜
け
落
ち
て
し
ま

っ
て
い
る
」。
「
こ
う
し
た
ト
ー
ン
は
新
し

い
都

市
体
験
の
も
の
で
あ
る
」
口
び
置
』
卜。
O
⊥

二
〇
二
]。

つ
づ
い
て
、
ジ

ェ
イ
ム
ス

・
ジ
ョ
イ
ス

〔8)
の

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
『
9
)第
四
挿

話
と
第
八
挿
話

の

一
部
を
と
り
あ
げ
、
都
市
ダ
ブ
リ
ン
を
歩
き
回
る
主
人
公
ブ

ル
ー
ム
の

「内
的
独
白
」
部
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
『
ユ
リ
シ
…

ズ
』
の
中
で
見

い
だ
せ
る

「意
識
は
、
強
烈
か
つ
断
片
的
で
、
根
本
的
に
は
主

観
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
主
観
的
で
は
あ

っ
て
も
他
者
を
包
含
す
る
も
の
」
で

あ
り
、
「他
者
は
こ
こ
で
は
都
市
の
建
物
や
騒
音
や
光
景
や
匂
い
と

一
緒
に
こ
の

ひ
と

つ
の
め
ま
ぐ
る
し
く
動
く
意
識
の

一
部
と
な
る
」
。
「行
動
の
さ
ま
ざ
ま
な

力
は
内
的
な
も
の
に
な
り
、
し
た
が

っ
て
あ
る
意
味
で
は
も
は
や
都
市
は
な
く

な
り
」
、
「実
質
的
な
現
実
、
都
市
の
生
き
生
き
し
た
多
様
性
は
、
歩
行
者
の
心

の
中
に
あ
る
も
の
」
と
な
る
。
「
い
わ
ゆ
る

『意
識
の
流
れ
』
や

『内
的
独
白
』

は

…

た
と
え
直
接
的
に
美
的
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
場
合
で
も
、
生
活
と
社
会

の
基
本
的
な
モ
デ
ル
に
深
く
つ
な
が

っ
て
い
る
」

ロ
σ
律

b。お
-逡
α
11
三
二
四
-三
二
八
田

ウ
イ
リ
ア
ム
ズ

に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
以
降
、
都
市
を
描
い
た
小
説
は
、

「観
察
と
記
述
」
に
も
と
つ
く

「自
然
主
義
」
が

一
般
的
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
こ
で
は
作
家
の

「意
識
」
が

一
切
排
除
さ
れ
た
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
れ
て
お

り
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
よ
う
に

「も
の
の
見
方
」
を
積
極
的
に
示
す
よ
う
な
形
式

は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

「客
観
性
」
を
目
指
す
語
り
口
が
、

一

九
世
紀
末
の
都
市
体
験
や
都
市

の
あ
り
方
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
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二
十
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
ジ
ョ
イ
ス
の
用
い
た

「意
識
の
流
れ
」
の
手
法
が
、

そ
の
時
期
の
都
市
を
生
き
る
民
衆

の

「根
本
的
に
変
容
し
た
知
覚
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
型
」
を
体
現
す
る
こ
と

に
成
功
し
た
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

い
う
。

そ
し
て
、
こ
の

「意
識

の
流
れ
」

は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

の
小
説
形
式
に
限

っ
た

話
で
は
な
く
、
「め
ま
ぐ
る
し
く
、
断
片
的
で
、
多
様
」
な
都
市
生
活
の
基
本
的

な
形
式
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
、

一
九
～
二
十
世
紀
小
説
を
対
象
に
お
こ
な
わ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に

よ
る

「形
式
」
分
析
を
抽
出
し
、
整
理
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
以
降
の
小
説
、

と
く
に

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の

「形
式
」
分
析
が
十
分
で
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
量
に
し
て
十
ペ
ー
ジ
程
と
少
な

い
う
え
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
批
評
ほ
ど
綿
密

に
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
な

い
の
で
あ

る
。

次
に

『田
舎
と
都
会
』
か
ら
抽
出
す
る
の
は
、
「言
語
の
共
同
体
」
と
も
い
う

べ
き

一
連
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
対
象
と
す
る
小
説
の
言
葉
や
形
式
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
抽
出
さ
れ
る

「意
識
の
共
同
体
」
や

「言
語
の
共
同

体
」
の
よ
う
な
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず

「わ
か

っ
て
い
る
社
会

(ζ

o
≦
づ
oo
ヨ
ヨ
⊆
三
身
)」
と

「わ
か
る
社
会

(互

o≦
四σ
一Φ
o
o
ヨ
彗
¢
三
蔓
)
」
と

い
う
対
概
念
を
み
て
み
よ
う
。
た
だ
し
そ
れ

は
、

エ
リ
オ

ッ
ト
か
ら
バ
ー
デ
ィ

へ
と

い
う
地
方
小
説
批
評
に
お
い
て
の
み

「対
」
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た

エ
リ
オ
ッ
ト
の
小
説
の
矛
盾
に
つ
い
て

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
次

の
よ
う
に
い
う
。

「『わ
か
る
社
会
』
と
は
共
通

一
般
の
生

活
で
あ
り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
そ
れ
を
記
録
」
し
よ
う
と
す
る
。
「し
か
し

『わ
か

る
社
会
』
と

『わ
か

っ
て
い
る
社
会
』
と
は
別
物
」
で
あ
り
、
『わ
か
る
社
会
』

684

を
描
く
に
は

「別
の
関
心
、
別
の
感
受
性
と
結
び

つ
い
た
別
の
言
葉
が
必
要
」

な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
語
り
手

の

「行
動
に
道
徳
的
力
点
を
置
く
や
り
方

は

…

小
説
の

『わ
か
る
社
会
』
と
齟
齬
を
き
た
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
ロ
玄
P

一①
Q。
亠
刈
ω
11
二
二
八
-二
三
三
]。
言
い
換
え
れ
ば
、
「わ
か

っ
て
い
る
社
会
」
は

文
学
上
の
伝
統
に
の
っ
と

っ
た
言
語
で
あ
り
、

一
方

「わ
か
る
社
会
」
は
そ
れ

に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
、
い
わ
ば

「
日
常
言
語
」
で
あ
る
。

エ
リ
オ

ッ
ト
は

「わ
か
る
社
会
」
と

「わ
か
っ
て
い
る
社
会
」
と
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動

い
て
い
た
が
、
結
局

一
九
世
紀
末
の
民
衆
の

「わ
か
る
社
会
」
を
小
説
の
中
に

登
場
さ
せ
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

エ

リ
オ
ッ
ト
の
か
わ
り
に
こ
の
こ
と
に
成
功
し
た
の
が
ト

マ
ス

・
バ
ー
デ
ィ

(
一

八
四
〇
上

九
二
八
)
だ
と
い
う
。
バ
ー
デ
ィ
は

「観
察
者
で
も
あ
る
参
与
者
」

と
し
て

「田
舎
社
会
の
構
造
に
対
す
る
社
会
全
体
の
全
般
的
な
影
響
だ
け
で
な

く
、
田
舎
社
会
の
内
部
に
進
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
や
そ
の
複
雑
な
効
果
を

克
明
に
記
録
し
解
明
し
た
」
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
高
く
評
価
す
る
[筐

α
.
b。O
刈
11

二
七
八
]。
こ
の
よ
う
に
田
舎
社
会
を
舞
台
に
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト
か
ら

バ
ー
デ
ィ

へ
と

い
う
小
説
の
系
譜
の
分
析
で
は
、
「わ
か
る
社
会
」
は

「田
舎
の
民
衆
の
言

語
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
「わ
か

っ
て
い
る
社
会
」
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学

の
伝
統
に
対
抗
す
る
た
め
の
ひ
と

つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
都
市
小
説
批
評
に
お
け
る

「わ
か
る
社
会
」
は

「わ
か
っ
て

い
る
社
会
」
と
セ
ッ
ト
で
は
用
い
ら
れ
な
い
。
ま
ず
デ
ィ
ケ
ン
ズ
批
評
で
は
こ

う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「都
市
は
大
き
く
な
り

…

労
働
の
分
野
で
は
分
業
が

進
行
し
、
複
雑
さ
が
増
し
て
い
た
。
社
会
階
級
内
部
の
ま
た
階
級
相
互
の
関
係



は

一
変
し
、
危
機
的
な
状
態
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
う

い
っ
た
変
化

の
な
か
に

あ

っ
て
、
社
会
を
そ

っ
く
り
、
す
み
ず
み
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
考

え
方
は
ま
す
ま
す
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
な

っ
て
い
っ
た
」。
と
は
い
う
も
の

の

「社
会
が
わ
か
る
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
意
識
の
問
題
で
あ
り
、
持
続
的
な
、

ま
た
日
常
的
な
経
験
の
問
題
な
の
で
あ
る
」
ロ
互
山
・
一
〇
①
11
二
二
三
-二
二
四
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つ
ま
り
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
に
し
た
が
え
ば
、
複
雑
さ
を
増
し
て
ゆ
く
都
市
の
中
に

は

「わ
か
る
も
の
」
と

「わ
か
り
え
な

い
も
の
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
総
体

が
都
市
の
日
常
経
験
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
考
え
る
な
ら
ば
、
「わ
か
る
社
会
」

は
、
人

々
の

「
日
常

の
意
識

の
共

同
体
」
を
基
盤
に
し
た
も

の
、
な

い
し
は

「
日
當
言
語
の
共
同
体
」
と
い
え
る
。
た
だ
し
意
識
と
い
っ
て
も
ゴ
ル
ド
マ
ン
の

い
う
よ
う
な
狭
義
の
そ
れ
で
は
な
く
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
設
定
し
た

「感
情
の

構
造
」
を
も
含
ん
だ
広
い
意
味
で
の

「意
識
」
で
あ
る
。
と
す
る
と
デ
ィ
ケ
ン

ズ
は
、
そ
う
し
た
混
沌
と
し
た
都
市

の
日
常
生
活
の
中
か
ら
、
人
と
も
の
と
の

新
た
な
関
係
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の

「も
の
の
見
方
」
を
示
し
、
人
々
の
日
常

の
意
識
の
中
に
そ
れ
を
持
ち
込
む
こ
と
、
「わ
か
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
試
み

た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
批
評
で
の

「わ
か
る
社

会
」
は
、
伝
統
的
な
文
学
上
の
約
束
事
に
対
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

現
在
あ
る
い
は
未
来
に
お

い
て
構
成
さ
れ
る

「意
識
の
共
同
体
」
「言
語
の
共
同

体
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
づ

い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
対
し
次

の
よ
う
に
い
う
。

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
で
は
そ
れ
以
前
の

「リ
ア
リ
ズ
ム
」
的
作
品
で
は
見
い
だ
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た

「支
配
的
な
社
会
の
約
束
、
す
な
わ
ち
現
実
の
歴
史
の
分

離
と
縮
小
の
約
束
に
よ

っ
て
隠
さ
れ
歪
め
ら
れ
て
い
た
、
人
間
的
な
、
広
大
な

言
語
の
流
れ
」
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
「唯

一
の

『わ
か
る
社
会
』
は
、
め
ま

ぐ
る
し
く
動
き
、
分
離
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
意
識
が
抱
え
て
い
る
欲

求

・
欲
望
の
中
に
あ
る
」
。
つ
ま
り

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
以
前
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と

い
う

「観
察
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
法
則
と
約
束
」
に
よ

っ
て
、
人
々
の

日
常
の
意
識
や
言
語
つ
ま
り

「わ
か
る
社
会
」
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
し
か
し

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
は
、
都
市
を
生
き
る
人
々
の
日
常
言
語
、

「わ
か
る
社
会
」
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
続
け
て
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
は
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
後
半
と

『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ

・
ウ
ェ
イ
ク
』
(些
に

現
れ
る
の
は

「普
遍
的
言
語
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が

「
日
常
言
語
」
を
脅
か

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
「強
烈
な
主
観
性
を
み
と
め
た
う
え
で
形
而

上
学
的
あ
る
い
は
心
理
学
的
な

「共
同
体
」
が
想
定
さ
れ

・
・
そ
れ
は
、
た
と

え
抽
象
的
な
構
造
の
中
だ
け
で
あ
る
に
せ
よ

「普
遍
的
」
な
も
の
と
さ
れ
、
現

実
の

「社
会
」
は

…

偶
然
的
か

つ
二
次
的
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
歴
史
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
り
う
る
も
の
で
あ
る

「個
人
と
社
会
」

の
問
題
は
、
「社
会
」
が

一
個
の
抽
象
と
な
り
、
集
団
的
な
も
の
が
も

っ
と
も
内

的
な
経
路
を
通

っ
て
流
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
定
義
づ
け
ら
れ

る
」
。
そ
し
て
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は

「普
遍
的
言
語
」
の
か
わ
り
に
、
二
十
世
紀
の

都
市
を

「分
断
や
破
壊
」
で
は
な
く

「変
革
」
に
向
か
わ
せ
る
よ
う
な
文
学
を

支
持
す
る
。
す
な
わ
ち

「個
人
と
個
人
と
の
関
係
を
見
据
え
、
新
し
い
集
団
と

し
て
の
意
識
を
創
造
す
る
よ
う
な
文
学
」
で
あ
る
[一互
α
●
漣
b。-卜。
ら①
"
三
二
ニ
ー三

二
九
冒

こ
の
よ
う
に
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
で
発
見
さ
れ
た
、
人
間
の
欲
望
や
欲
求
を
も

含
ん
だ

「日
常
言
語
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
伝
統
を
覆
す
も
の
で
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あ
る
。
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の

「意
識

の
流
れ
」
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
形
成
と

深
く
関
係
す
る
ブ
ル
ジ

ョ
ア
階
級

の
形
式
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
都
市

の
民

衆
の
日
常
生
活
の
形
式
を
と
ら
え

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

が

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
を
評
価
す
る
の
は
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
以
後
の

「普
遍
的
言
語
」
を
危
惧

し
、
そ
の
か
わ
り
に

「変
革
」
の
文
学
を
目
指
す
。

つ
ま
り
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

一
九
世
紀
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
二
十
世
紀

小
説
が
、
個
人
と
個
人
な

い
し
個
人
と
社
会
の
新
た
な

「関
係
の
あ
り
方
」
や

「も
の
の
見
方
」
を
示
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ

の
社
会
民
主
主
義
と

い
う
立
場
の
あ
ら
わ
れ
と
も

い
え
る
。
だ
が
彼
が
二
十
世

紀
後
半
の
社
会
の
複
雑
さ
の
中
に
単
純
な

マ
ル
ク
ス
主
義
的
対
立
を
想
定
し
て

い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
地
方
小
説
の
系
譜
を
分
析
し
た
と
き
の

「対
ブ
ル
ジ

ョ
ア
」
と

い
う
含
意
は
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
批
評
に
お
い
て
は
希
薄
で
あ
ろ
う
。

3

ま
と

め
と

展
望

以
上
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
学
研
究
の
方
法
を
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
検

討
し
て
き
た
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
文
学
の
社
会
学
的
研
究
の
陥
り
が
ち
な
問
題

点
と
と
も
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
方
法
の
独
自
性
や
画
期
的
な
点
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
、
そ
れ
を
応
用

・
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

「形
式
」
分
析
お
よ
び

「言
語
の
共
同
体
」
概
念
を

整
理
し
た
い
。

今
後
の
展
開
の
方
向
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
文
学
社
会
学
に

「形

式
」
分
析
を
取
り
入
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
「形
式
」
を
媒
介
と
み
な
す
ウ

704

イ
リ
ア
ム
ズ
の
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
社
会
学
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た

視
点
で
あ
る
。
従
来
の
内
容
分
析
だ
け
で
な
く
、
こ
の
視
点
を
加
え
る
こ
と
で
、

文
学
と
社
会
の
相
互
関
係
を
よ
り
多
角
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

〔」
。
だ
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
お
こ
な

っ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
以

降
の
小
説
の
形
式
分
析
は
十
分
で
は
な
い
。
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
を
論
じ
た
部
分
は

十
ぺ
ー
ジ
程
、
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ

・
ウ
ェ
イ
ク
』
に
至
っ
て
は
そ
の
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

後
半
か
ら

『
フ
そ
ネ
ガ
ン
ズ

・
ウ
ェ
イ
ク
』
を

「都
市
の
発
展
を
、
ま
た
行
動

し
思
考
し
語
る
人
間
を
描
く
小
説
の
発
展
」
の
危
機
を
し
る
す
作
品
と

い
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
が
旦
ハ体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
な
の
か
、
わ
か
ら
な

い
の

で
あ
る
ロ
玄
9

b。忘

11
三
二
七
冒

し
た
が

っ
て
、
二
十
世
紀
の
小
説
形
式
の
分
析

を
、
ま
ず
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
扱
わ
な
か

っ
た

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
後
半
を
、
実

際
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る

(珍)。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「形
式
」
分
析

の
意
義
を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
う

一
つ
の
展
開
の
方
向
は
、
「わ
か
る
社
会
」
を
、
文
化
研
究
に
お
い
て
応

用
す
る
も
の
で
あ
る
。
『田
舎
と
都
会
』
の
検
証
で
も
示
し
た
と
お
り
、
「
わ
か

る
社
会
」
は
対
象
に
よ

っ
て
使

い
方
が
異
な

っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
リ
オ

ッ
ト
か
ら
バ
ー
デ
ィ
へ
の
地
方
小
説
の
分
析
に
お
い
て
は
、
「わ
か
る
社
会
」
は

「対
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
と
い
う
色
合
い
が
濃
か
っ
た
。
ま
た

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
批
評

で
の

「わ
か
る
社
会
」
は
、
「わ
か
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る

「普
遍
的
言
語
」
と

対
立
す
る
も
の
と
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
批
評

で
は
、
そ
れ
は
何
か
に
対
抗
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
現
在
や
未
来
に



お
け
る

「関
係
の
あ
り
方
」
や

「も

の
の
見
方
」
を
示
す
た
め
の

「意
識
の
共

同
体
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
展
開
の
方
向
と
い
う

の
は
、
こ

の

「わ
か
る
社
会
」
を
、
「記
述
す

る
こ
と
」
や

「解
釈
す
る
こ
と
」
と
関
連
す

る
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
し
た
が
う
な
ら
、

「意
識
の
共
同
体
」
は

「わ
か
り
え

な
い
も
の
」
を
も
含
ん
で
い
る
が
、
文
学
な

ど

の
形
式
や
文
学
に
お
け
る
形
式
を
媒
介
と
し
て
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
中
の
あ
る
部
分
は

「わ
か
る
社
会
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の

よ
う
に

「
テ
ク
ス
ト
を
書
く
」
と
い
う
こ
と

へ
の
関
心
か
ら
、
実
際
に
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
の

「わ
か
る
社
会
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「現
代
社
会
の
知
識
と
、

そ
れ
を
表
現
す
る

・
・
記
述
の
方
法
と
は
、
実
は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
の

だ
と

い
う

こ
と
を
最
も
鋭
く
言
明
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
レ
イ
モ
ン
ド

・
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
で
あ
ろ
う
」
[
マ
ー
カ
ス

一りo。
①
11

一
九
九
六

三
〇
七
]。

い
ず
れ
の
展
開
の
方
向
に
お
い
て
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の

「形
式
」
を
重
視

す
る
視
線
が
そ
の
重
要
な
鍵
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
冒
頭

で
も
述
べ
た
が
、
広
い
意
味
で
の
文
化
研
究
が

「
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
」
と

い
う
手
続
き
を
と
る
限
り
、
「文
学
」
と

「社
会
」
と

い
う
関
係
は
決
し
て
無
視

で
き
な
い
主
題
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
研
究
は
、
文
学

に
限
ら
ず
、
よ
り
広
い
文
化
領
域
に
対
す
る
研
究
に
お
い
て
参
照
さ
れ
応
用
さ

れ
る
意
義
を
持

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

1注

 

(2
)

(3
)

(
4
)

近
年

の
文

学
社
会
学

に

つ
い
て
。
特
筆

す

べ
き
は

ブ
ル
デ

ュ
ー

『芸
術

の
規

則
』

だ
ろ
う

。
彼
は
そ

こ
で
、

フ
ロ
ー

ベ
ー

ル
の
小
説

『
感
情
教
育
』

を
対

象

に
、
文

学
作
品
が
そ

の
社
会
構
造
と

の
相
互
作
用

に
お

い
て
形
成
さ

れ
る

過
程
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ

の

『芸

術
の
規

則
』

は
、
「文
学
」

と

い
う
領
域

を

「科
学

的
に
分
析
す
る
」
試

み
で
あ

り
、
ひ
と

つ
の
事

例
研
究
と

し
で
評

価
さ
れ

て
よ

い
。
だ
が
、
「
ブ
ル
デ

ュ
ー
の

『文
学
場
』
分
析

に
は
、

『読
者
』

も
し
く
は

『鑑
賞
者
』

の
問
題
が
希
薄
」
と

い
う
側
面
が
あ

る
[長
谷

一
九

九
六

二
〇
二
胃

一
方

で
織

田
は
、
こ
う
し
た
試

み
と

は
異
な
り
、
作

田
啓

一
、
富
永
茂
樹

ら

を
中

心
と

し
た

「
文
学
か
ら

の
社
会
学
」

の
試
み
は
、

ル
ネ

・
ジ

ラ
ー
ル
の

考
え
方
を
導

き
手

と
し

て

「文
学

に
依

拠
し
文
学
を
出
発
点

と
す
る
」
立
場

か

ら

「社
会

学
的
思
考

の
発
見
そ

の
も

の
を
可
能

に
す

る
」

よ
う
な
方
向
を

目
指
し

て
い
る
、
と

い
う
[織

田

一
九

八
四

二

一
八
]。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
前
出

の
一
㊤
謡
年
と

一
㊤
認
年

の
論

文

の
ほ
か
で
も
、

「文

化

の
歴
史
的
研
究

の
伝
統
」

と
し
て
彼

ら
の
業
績

に

つ
い
て
言
及

し
て

い
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

は
、
ル
カ
ー
チ

の
研
究
を

、
あ

る
社
会

や
時
代

の
基
礎
的

な

「構
造
」
が
ま
ず
確
定

さ
れ
た
う
え

で
現
実

の
作
品

の
中

に
そ

の
構
造

の

「反

映
」
を

探
し
だ

そ
う

と
す

る
立

場
と

み
る
。
ま

た
ゴ

ル
ド

マ
ン
の
研
究
は

、

芸
術
作
品

に
お
け
る
社
会
関
係

の
分
析

で
あ

り
、
そ

こ
で
は

「
反
映
」
と

い

う
語

の
意
味
合

い
が

「
媒
介
」

に
変
わ

っ
て

い
る
が
、
社
会

構
造
が
あ

ら
か

じ
め

設
定

さ
れ

て

い
る
点

で
は
同
じ

で
あ

る
と
指
摘

し

て

い
る
[≦
≡
冨
ヨ
ω

一
〇◎。
一
b。
∵
b。
㎝
H

一
九
八

五

二
一干
二
七
]。

「様
式
/
ジ

ャ
ン
ル
/

類
型
」

に

つ
い
て
。

「様
式
」
は
ま

っ
た
く
異

な

っ
た

社
会
秩
序

に
お

い
て
も
存
続

す
る

(例

"
演

劇
、
音
楽
、
語
り

)
。

「ジ

ャ
ン

ル
」
は
、
様
式

に
比

べ
よ
り
時
代
区
分
的

な
社
会

秩
序
間

の
変
化

に
決
定
的

に
依
存
す

る

(例

…
悲
劇

や
喜

劇
、
叙
事
詩

や

ロ

マ
ン
ス
)
。

「
類
型
」

は
、

ウ ィリアムズの文学社会学471



あ

る
時
代

の
変
化
し
た
社
会
的
性
格

に
照
応
す

る

(例

"
ブ

ル
ジ

ョ
ア
演
劇

、

リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
)
。

(
5
)
イ

ー
グ
ル
ト

ン
は

『
田
舎

と
都
会
』

に

つ
い
て
、
ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

の
著
作

中

「
マ
ル
ク
ス
主
義

の
視
点
か

ら
議
論

が
展
開
さ
れ

て
い
る

の
は
こ
れ
を
お

い
て

他

に
な

い
」
と

い

い
、
生

産
的

で
成
熟

し
た

著
作

と
し

て
高
く

評
価
す

る

日

o
oq
一Φ
8
笋

一
り
刈
0
11

一
九

八
〇

五
六
]。
ま
た

ホ
ー
ル
は
、
「
よ
り

『伝
統

的
な
』
文
学

研
究
か
ら

の
訣

別
が
、

『
田
舎
と
都

会
』
に
お

い
て
み
ら
れ

る
」

と

い
う
田

O
=
一
Φ
QO
O
①
出
o

(6
)
ジ

ョ
ー
ジ

・
エ
リ
オ

ッ
ト

(
一
八

一
九
↓

八
八
○
)。

『
田
舎
と
都
会
』

で
は

『ミ

ド
ル

マ
ー
チ
』

(一
〇。
㎝
㊤
)
、

『
フ
ロ
ス
河
畔

の
水
車
小
屋
』

(一
Q。
①
O
)
な
ど

が
論
じ
ら
れ
る
。

(7
)
チ

ャ
ー

ル
ズ

・
デ
ィ
ケ

ン
ズ

(
一
八

一
ニ
ー
一
八
七

〇
)

の

『
ド
ン
ビ
i
父
子
』

(
一
Q。
心
o。
)
と

『
リ
ト

ル

・
ド
リ

ッ
ト
』

(一
〇。
α
㎝
も
)
が
お
も

に
論
じ
ら
れ
る
。

後
出

の

バ
ー
デ

ィ
と
同
様

、
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は

「大

衆
小
説
」
作
家
と
位
置
づ

け
ら
れ
、

「偉
大
な

る
イ
ギ

リ
ス
文
学
」
史

に
お

い
て
正
当
な
扱

い
を
受
け

て

き
た
と

は
言

い
が
た

い
。
.ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

が
彼

ら
を

文
芸

批
評

の
対
象
と

し

て
と
り
あ
げ
た
こ
と
自
体
、

画
期
的

で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

(8
)
ジ

ェ
イ

ム
ス

・
ジ

ョ
イ
ス

(
一
八

八
ニ
ー
一
九
六

五
)
。

二
十

世
紀
前
半
を
代

表
す
る
作
家

の
ひ
と
り
。
主

な
著
作

は

『ダ
ブ

リ
ン
市
民
』

(一
Φ
謀
)
、
『若

い

芸
術
家

の
肖
像
』

(
一
Φ
一①
)
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

(
一
〇
b。
b。
)
、

『
フ
ィ
ネ
ガ

ン
ズ

・

ウ

ェ
イ
ク
』

(一
Φ
らQ
Qo
)
。

(9
)

『
ユ
リ
シ

ー
ズ
』

は
、
あ

っ
さ
り

言

っ
て
し
ま
え
ば

、
文

学
青
年

ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
、
新
聞
社

の
広
告
取
り

ブ
ル
ー

ム
、
そ

の
妻

で
歌
手

の
モ
リ
ー

の
三
人

を

中
心

に
、

一
九
〇
四
年
六
月

一
六
日

の
ダ
ブ

リ
ン
の

一
B
を
事

細
か

に
綴

っ
た
小
説

で
あ

る
。

語
り
手

や
文
体

の
点
か
ら

『
ユ
リ
シ
ー
ズ

』
全

一
八
挿

話
を
見
渡
す

と
、
基
本

的
に
は
第
十
挿
話
を
境

に
、
前
半

の

「初
期

の
文
体
」

と
後
半

の

「新

し

い
文
体
」

に
分
け
る
こ
と

が
で
き

る
。
初
期

の
文
体
と
は
、

「
三
人
称

の
語
り
」

「
対
話
」

「自

由
間
接
体
」

「内
的
独

白
/
意

識

の
流

れ
」

724

の
要
素
か
ら
な
り
、

こ
の
規
範

的
文

体
に
よ

っ
て
読
者

は
イ

メ
ー
ジ
を
構

築

し
、
安

定
し
た
世
界
を
思

い
描

く
こ
と
が

で
き

る
。

と
こ
ろ
が
後
半

の
文

体

は
、
初
期

の
文
体

の
規
範
を
脅

か
す

「
文
体

の
実
験

場
」

と
化
し
、
物

語

の

「内
容
」
よ
り
も
そ

の

「語
り
方
」
が
前
景
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

(10
)
『
フ
ィ
ネ
ガ

ン
ズ

・
ウ

ェ
イ
ク
』
は
、
文
法

や
構
文

規
則
を
破

壊
し
た
文
章
、

意
味

よ
り
も

言
葉

の
響
き

や
リ
ズ

ム

の
重
視
、
難
解

で
ナ

ン
セ
ン
ス
、
な
ど

と

い
っ
た
評
判

に
よ

っ
て
有
名

な
作

品
で
あ

る
。
そ

の
解
釈

は
実

に
さ
ま
ざ

ま
だ

が
、

「酒
場

の
親
父
と
そ
の
女
房

と
子
供
」

が
見
る
夢

の
世
界

の
物

語
と

い
う

こ
と
も
で
き
る
[柳
瀬

一
九
九

二

二
一三
。

(11
)
た
だ

し

い
う
ま

で
も
な

い
こ
と
だ

が
、
ウ

ィ
リ
ア

ム
ズ

は

「
内
容

と
形
式
」

と

い
う
区
別
を
前
提
と
し
て

い
る
わ
け
で
も

な
く

、
「
形
式
と

は
何

か
」

な
ど

の
議
論
を
し

て
い
る
の
で
も
な

い
。

(12
)
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
後
半
を
、
「
形
式
」

分
析

を
中

心
に
検
証

し
た
論
文
を

別
に

準
備
中

で
あ
る
。
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             Williams' Sociology of Literature 

                      Yayoi YOSHIZAWA 

   The relation of "Literature" and "Society" is basic problem not only for sociology of literature but 

also for the studies of cultural "text" over all. Forward the exploration of the problem, for the first, this 

paper aims to reconsider the literary studies by Raymond Williams (1921-87) , from both sides of his 
theory and practice. 

   In cultural analysis, Williams applied original conceptions: "forms" and "structure of feeling". 
"Forms" meant relations of individual and society, and they perform the "mediation" that reproduces 

meanings and values in the society. "Structure of feeling" meant something like meanings and values or 

a kind of cultural side of the society. Applying them in literary studies, he attempted to resolve some 

aporia of hitherto literary studies. 

   In The Country and The City (1973), Williams criticized some 19-20th century novels in the point 

of "forms" . Furthermore he used some his original conceptions, named "knowable community", and so 

on. Though they were very complicated and not necessarily perfect, they seemed to have potentialities 
for development of the sociology of literature. 
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   forms 

   structure of feeling 
   "knowable community" 
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