
〈
研

究

論
文

２

〉

プ
ラ

ト

ン

と
北

村

透

谷

―
世
界
の
二
元
性
と
恋
愛
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―

一
　

プ

ラ

ト

ン

と

透

谷

に

お

け

る

「

二

元

論

」

的

世

界

観

と

「
理

想

主

義

」

に

つ

い

て

概

念

の
精

確

さ

や

、

そ

の

厳

密

な

意

味

内

容

に
つ

い
て

検

討

の
余

地

が

充

分

に

残

さ

れ

て

い

る
こ

と
を

承

知

の

上

で

述

べ

る

こ

と

が

許

さ

れ

る
な

ら

、

プ
ラ
ト
ン
（
前
４
２
８
／
７
-
３
４
８
／
７
）
と
北
村
透
谷
(
1
8
6
8
［
明
治
元
］
-
１
８
９
４
［
明
治

2
7］
）

が

、

一
方

は

西

洋

古

代

哲

学

史

上

の

、

そ

し

て

他

方

は

日

本

近

代

文

学

史

上

の

、

い

わ

ゆ

る

Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌｉｓ
m

（
イ

デ

ア

主

義

、

理

想

主

義

）

の

先

駆

者

で

あ

る
と

同

時

に
そ

の
代

表

者

で

あ

る

と

い

う

こ

と

、

ま

た

そ

の

こ

と

と

関

連

し

て

、

両

者

が

と

も

に

、

い
わ

ゆ

る

「
二

元

論

」

的

世

界

観

を

表

明

し

て

い

た

と

い

う

こ

と

は

、

お

そ

ら

く

広

く

認

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

ろ

う

。

こ

こ

で

は

ま

ず

は

じ

め

に
、
「
二
元

論

」

的

世

界

観

と

「
理

想

主

義

」

と

い

う

論

点

に

つ

い

て

、

と

り

わ
け

両

者

の
見

解

の

共

通
性

に

着

目

し

、

具
体

的

和
　
田
　
義
　
浩

に
検
討
し

た
い
。

1
　
二
つ
の
世
界

―
―
「
現
象
界
」
と
「
イ
デ
ア
界
」
（
プ
ラ
ト
ン
）
、

「
実
世
界
」
と
「
想
世
界
」
（
透
谷
）

哲
学

者
プ
ラ

ト
ン
が
、
現
象
世
界

一
般
の
成

立
の
原
理

と
し
て

「
イ
デ

ア
」
（
ｓ
ａ

）
と
呼
ば
れ

る
不

変
・
自
己
同
一

的
な
実
体

の
実

在
性
を
定
立

し
、
現
象
的
存
在
者
、
い
わ
ゆ
る
「
個
物
」
の
現
象
性
を
可

能
と
す

る
原
理

と
し
て

規
定
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
彼
の
世
界
観
が
一
般
的
に
「
イ
デ

ア
論
」
と

称
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て

い
る
。

彼

の
イ

デ
ア
論
は
特
に
そ
の
中
期
の
作
品
群
の
中
で
主
題

的
に
展
開
さ
れ

て

い
る
が
、

そ
の
中
で

は
真
実
在
で
あ
る
「
イ
デ
ア
」
と

、
現
実
世
界
に
現

れ
る

「
個
物
」
と

の
存
在
論
的
区
別
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
お
り
、
個
物



に
対

す

る
イ

デ

ア

の

、

現

象

界

に
対

す

る
イ

デ

ア
界

の

、

存

在

論

的

優

位

が

唱

え

ら

れ

て

い

る
。

ま

た

そ

れ

と

並

行

し

た

形

で

、
「
魂

」
（
ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ｅ
）

自

ら

が

純

粋

に

、

事

物
を
実
在
・
イ
デ
ア
と
し
て
認
識
す
る
「
知
識
」
（
ｅ
ｐ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｅ
，
　
ｅ
ｔ
c
)
と
、

魂

が

「
肉

体
」

的

感

覚

器

官

を

通

じ

、

事

物

を

現

象

・

個

物

と

し

て

捉

え

る

「
感

覚

」
（
ａ
ｉｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
ｉｓ
）

と

の

認

識

論

的

区

別

が

強

調

さ

れ

、

感

覚

に

対

す

る

知

識

の

優

位

が
唱

え
ら

れ

て

い

る

こ

と

も

、

イ

デ

ア

論

の

重
要

な

論

点

を

な

し

て

い

る

。

そ

の

一
方

に

お

い
て

文

学
者

で

あ

る

透

谷

は

、

プ

ラ

ト

ン
が

な
し

た

よ

う

な
原

理

的

「
説

明

」

を

試

み

よ

う

と

は
し

て

い

な

い
も

の

の
、

様

々
な

論

題

と

場

面

に

即

し

た

、

特

定

の

概

念

対

立

に

訴

え

な

が

ら

、
「
想

世

界

」

と

「
実

世

界

」

と

い

う

表

現

に

代

表

さ

れ

る

二

つ

の

世

界

と

そ

の

対

立

性

に

つ

い
て

、

具

体

的

な

描

写

を

試

み

よ

う
と

し

て

い

る
。

透

谷

に

と

っ
て

、

我

々
が

日

常

生

活

を

送

る

「
実

世

界

」

と

は

、
「
肉

」

「
物

質

」
「
官

能
」

性

と

い

っ
た

「
物

質

」

性

と

、
「
力

と

し

て

の

自

然

」
「
不

調

子

」

と

い

っ
た

概

念

に

示

さ

れ

る

「
暴

力

性

」

に
支

配

さ

れ

た

「
娑

婆

」

に

他

な

ら

な

い
。

ま

た

そ

う

し

た

「
実

」

の

あ

り

方

に

傷

つ
き

、
「
実

」

の

世

界

を

超

え
出

よ

う
と

す

る

「
熱

意

」

と

「
情

熱

」

こ

そ

が

、

自

由

な

る

人

間

精
神

の

生
命

原

理

で

あ

る
と

い

う

の

が

透

谷

の

一

貫

し

た

立

場

で

あ

る

。

こ

う
し

た
熱

意

や

情

熱

は
、

人

間

精

神

の

「
霊

」

と
し

て

の
あ

り

方

を

喚

起

し

て

人

間

を

「
肉

」

か

ら

解

き

放

ち

、
「
自

由
」
「

美
妙

」

に
し

て

「
絶

対

的

な

」
「
理

想

」

の

世

界

へ
、

す

な

わ

ち

「
想

世

界

」

へ
と

羽

ば

た

か

せ

ず

に

は
い
ら
れ
な
い
―
こ
れ
が
透
谷
の
描
く
「
実
世
界
」
と
「
想
世
界
」
の
二

元
的
な
世
界
観
で
あ
り
、
二
つ
の
世
界
の
中
間
に
立
つ
人
間

が
「
想
」
の
世

界
を
求
め
る
根
源
的
な
意
義
を
説

く
「
理
想
主
義
」

の
立
場

に
他
な
ら
な

い
。

以

上
の
検
討
内

容
は
、
透
谷
が

プ
ラ
ト

ン
の
作
品

と
思
想

を
、
歴
史
的
・

実
際
的
に
、
い
か
な
る
形
で
受
容
し

た
の
か
を
説
明
す
る
も

の
で

は
な
い
。

哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
よ
り
発
せ
ら
れ

た
の
ち
、
そ
の
後

の
西
洋
世
界

に
連
綿
と

受

け
継
が

れ
、
西

洋
の
近

代
的
精
神
を
支
え

る
根
源
的

な
契
機
と

な

っ
た

「
理
念
」
、
す

な
わ
ち

二
元
論
的
世
界
観
と
理
想
主
義
と
い
う
理
念
が
、
新
た

に
東
西
文
明

の
交
通

と
衝
突
の
時
代
を
迎
え

た
明
治
期
の
日
本
に
生
き
る
文

学
者
透
谷
を
捉
え
、
透
谷
を
介
し
て
日
本
の
文
学
界
、
思
想
界
に
受
け

入
れ

ら
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
と
い
う
、
い
わ
ば
理
念
そ
れ
自
体
の
歴
史
に
対
す

る

関
心

に
基
づ

い
て
、
本
論
は
展
開
さ
れ
て

い
る
。

二

「
恋
愛

」

を

め
ぐ

る

プ

ラ

ト

ン

と
透

谷

の
見

解

―
共
通
性
と
差
違
―

こ
れ
よ
り
先
、
前
段
の
分
析
を
踏
ま
え
な
が
ら
新
し
い
論
点
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
二
つ
の
世
界
の
間
に
我

々
人
間
が
立
た
さ
れ
る
と

い
う
事
態
が
生

起
す
る
場

合
に
、
あ
る
い
は
こ
う
し

た
事
態
が
実
際

に
可
能
と

な
る
た

め
に
、

人
間

の
精

神
（
あ
る

い
は
生
命
）
を
し
て

Ｉｄｅ
ａ
ｌ
な
世
界

、
「
想
世
界
」

へ

と
向
か
わ
せ

る
本
源

的
な
動
因
が
あ
る
と
い
う
点
に
お

い
て
も
、
プ
ラ
ト
ン

と
透
谷
の
認

識
は
根

本
的
な
一
致
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
恋

愛
」

と
い
う
概
念
で

あ
り
、
こ
の
概
念
を
め
ぐ

る
両
者
の
具
体
的
な
見
解
に



他
な
ら
な
い
。
透
谷
が
い
わ
ゆ
る
「
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
」
の
信
奉
者

で
あ
り
、
こ
の
愛
の
本
源
的
な
機
能

に
つ

い
て

様
々
な
機

会
に
論
評
し
て

い

る
こ
と

は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
プ
ラ
ト
ン
と
透
谷
が
展
開

し

て

い
る
具

体
的

な
議
論

か
ら
、
両
者

の
「
恋
愛
」
論
に
つ
い
て
分
析
し
て

い

き
た
い
。

1
　
両
者
の
共
通
性
を
形
作
る
具
体
的
な
論
点

①
　

人
間
の
「
中
間
性
」

か
ら
生
じ
る
「
熱
意
」

物
理
的
な
様
態
に
お
い
て
存

在
せ
ざ
る
を
得
な

い
日
常
の
人
間
と
日
常
の

世

界
に
は
、
そ
の
物
理
性
ゆ
え

に
、
様
々
な
限
界
や
障
害
が
抜
き
差
し
な
ら

ぬ
形
で

存
在
し
て
い
る
と
い
う
強
い
意
識
が
、
プ
ラ
ト

ン
と
透
谷
に
通
底
し

て

い
る
こ
と
は
、
前
段
で

確
認
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
両
者
は
そ
う
し
た
日

常
的
な
お
り
方
を
超
え
、
人
間
と
世
界
の
理
想
的

な
存
在
様
態
を
目
指
す
必

要
性
を
述

べ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で

重
要

な
こ
と

は
、
日
常
性

に
向
け

ら
れ

た
意

識
と

い
う
も
の
が
、
両
者

に
と

っ
て

、
理
想
世
界
へ

の
運
動
を

は

じ

め
て

可

能
と
す

る
、
不
可

避

的

な
要

件
と

し
て

考
え

ら
れ

て

い

る

点

で

あ
る
。

「
知
と
無
知
の
中
間
」
。
な
ら
び

に
「
想
世
界

と
実
世
界

の
間

の
争
戦
」

と

い
っ
た
概
念
に
よ
り
、
プ
ラ
ト
ン
と
透
谷
は
、
人
間
の
置
か
れ
て

い
る
「
中

間
性
」

に
着
目
し
、
そ
れ
が
人
間
の
精
神
を
し
て
「
熱
意
」
「
思
慕
」
、
す
な

わ
ち
「
恋
愛
」
の
情
を
発
現
さ
せ
る
絶
対
的
な
背
景
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
人
間
を
し
て
こ
う
し
た
中
間
性
を
知
ら
し

め
、
熱
意

や
愛
を
掻
き
立
て
ず

に
は
お

か
な

い
も
の
こ
そ
が
「
現
実
」
に
他

な
ら

な
い
と
い
う
点

に
お

い
て
。
超
え

ら
れ
る
べ
き
で

あ
る

は
ず

の
「
現

実
」
の
う
ち
に
一
定

の
意
義

を
見
出

さ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と

に
な
る
。
人
間

は
肉
と
し
て
の
制
約
を
受
け
、
「
死
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
運
命
を
避
け
ら

れ
ず
、
こ
の
世
に
生
き

る
限
り
「
不

幸
」

な
生
を
免
れ
得
な
い
と
い
う
強

い

現
実
認
識
こ
そ
が
、
両
者
の
恋
愛
論
を
根

本
か
ら
支
え
て

い
る
こ
と

を
確
認

し
た

い
。

②
　

愛
情
の
「
上
昇
」

と
、
そ
の
目
的
の
「
究

（
窮
）
極
性
」

さ
て
、
「
現
実
」
と
「
中
間
性
」
と

い
う
動
因

か
ら

生
起

し
た
熱
意
、
す

な

わ
ち
「
恋
愛
」
は
、
人
間
を
し
て

何
を
求
め
さ
せ
、
い
か
な
る
境

地
へ
の

到
達
を
目
指
し
て
い
る
か
。

プ
ラ
ト

ン
は

『
饗
宴
』

や

『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
と

い
っ
た
作
品
の
中
で

、
恋

愛

の
「
段
階
性
」
と
「
上
昇
」
に
つ
い
て

、
そ
し
て
ま
た
恋
愛
の
「
究
極
目

的
」
す
な

わ
ち
「
美
そ
の
も

の
」
の
絶
対
性
と
そ
の
本
質

に
つ
い
て
、
詳
細

な
分
析
と
描
写
を
試
み
て

い
る
。
他
方
、
透
谷
は
こ
の
問
題
を
独
立
し
た
主

題

と
し
て
取

り
上
げ

る
こ
と

は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
そ
こ
に
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン

と
、
文
芸
家
透
谷

の
、
思
索

の
ス
タ
イ

ル
の
違
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
透
谷
が

プ
ラ
ト
ン
的
恋
愛
観
の
理
念
を
引
き
継

ご
う
と
し

て
い
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
真
正

な
愛
情

の
「
自
然
」
な
進
展
が
、
究
極
的

に

は
こ
の
現
実
世
界

を
超
え

た
、
神
聖

に
し
て
高
遠
な
境
地
に
達
す

る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
こ
と
は
、
彼
の
多
く

の
論
評

か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。



③

「
不
自
然
」

な
る
「
獣
性
」
の
超
克

ま
ず
、
恋
愛
が
欲
望
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
生
命
そ
の
も

の
を
成
り
立

た
せ
て

い
る
要
素
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
恋
愛
の
発
端

に
お
い
て
そ
こ

に
肉
欲
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体

は
無
理
の
な
い

こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
透
谷
の
両
者
に
共
通
し
た
理
解

で
あ

る
と
言
え
る
。
し

か
し
な
が
ら

両
者

に
お
い
て
、

そ

う
し

た
肉

欲
は

「
獣
欲
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
恋
愛

の
発

展
の
過

程
に
お

い
て
結
局

は
揚
棄

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
よ
り
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト

ン
が
そ

う
し
た
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、

こ
の
論
点
に
関

す
る
透
谷

の
執
拗

な
訴
え

は
、
ひ
と
き

わ
我
々
の

関
心
を
引
く
。

こ
こ
で

は
特

に
、
プ
ラ
ト
ン
と
透
谷

の
見
解

に
つ
い
て

、
二
つ
の
点
を
指

摘

す
る
。
ま
ず

第
一

に
、
恋

愛
の
過

程
に

お
け

る
「
肉

情
」

は
、

両
者

に

あ

っ
て
、
「
獣

欲
」
と

し
て
否

定
的

に
捉
え
ら
れ
て

い
る

ば
か
り

か
、

一
般

に
は
「
自
然

な
」

も
の
と

思
わ
れ
て

い
る
そ
う
し

た
欲
望
に
ふ
け
る
こ
と
が
、

逆

に
「
不
自
然

な
」
も

の
と
し
て
明
確

に
規
定

さ
れ
て

い
る
。
先

に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
プ

ラ
ト
ン
と

透
谷

に
と

っ
て

、
真
正

な
恋

愛
が
持

つ
「
自
然
」

性
と
は
、
人
間
が
そ
の
中
間
性

を
自
覚
し
、
自
ら
が

「
肉
」

的
存

在
で

あ
る

が
ゆ
え

に
免
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
、
物
理
的
制
約
や
現
実
的
困

難
を
超
え

出
て
高
み

へ
と
向

か
お
う
と
す

る
、
精
神
的
運
動
性
に
他

な
ら

な
い
。

結
局

両

者
の
そ
う
し
た
恋
愛

観
は
、
「
獣
性
」

に
対
す

る
見
解

を
通
じ

て
、
よ
り

一
層
明

確
さ
を
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

そ
し
て
第
二

に
、
「
獣
性
」
に
対
し
て
同

様
の
批
判
が

展
開
さ
れ
て
い
る

と
は
言
う
も
の
の
、
プ
ラ
ト
ン
と
透
谷
と

の
間
に

は
微
妙
な
視
点
の
相
違
が

あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

端
的
に
言
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の

焦
点
が
恋
愛
に
お
け
る
肉
欲
そ
れ

自
体
へ
の
批
判

に
向
け
ら
れ
て

い
る
の
に

対
し
、
透
谷
が
そ
の
批
評
の
主
眼
と
し
て

い
る
の
は
、
と
り
わ
け
江
戸
元
禄

期
以

降
の
日
本
の
大
衆
文
学
が
、
恋
愛
の
「
劣
情
」
の
み
を
「
写

実
」
し
、

そ
れ
を
理
想
化
し
て
き
た
と
い
う
問
題
で
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
主
題

を

め
ぐ

る
透
谷
の
論
評

は
多
岐
に

わ
た
り

。
次

に
取

り
上

げ
る

「
粋
」

の
概
念
に
対
す
る
透
谷

の
批
判
的
論
評

も
、
そ
う
し

た
一

連
の
文
学

批
評

の
一

部
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

④

「
狂
気
」

と
し
て

の
恋
愛
、
「
粋
」
と
の
対

立

真
正

な
恋
愛
は
「
狂
気
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
先
の

③
の
論
点
と
並
び
、
プ
ラ
ト
ン
と
透
谷
の
恋
愛
観
を
特
徴
づ
け

る
最
も
明
確

な
論
点
で

あ
る
と

言
え

る
。
と
り
わ
け

プ
ラ
ト

ン
の

『
パ
イ

ド

ロ
ス
』

の

記

事
と
、

い
わ

ゆ

る

「
粋
」

の
概

念

を
批

判
し

た
透

谷

の
論

評

は
注

目

さ
れ
る
。
両

者
は
真
正

な
恋
愛
の
本
質
で
あ
る
「
盲
目
」

さ
や
「
狂
気
」
の

意
義

を
重

ん
じ
る
一
方
で
、
「
粋
」

に
典
型
的

に
見
ら
れ

る
心
情
、
す

な
わ

ち

「
惑
」

う
こ
と
や

「
迷
」

う
こ
と
を
蔑
み
、
「
白
昼

の
如
」

き
「
正

気
」

に
徹
し
よ

う
と
す

る
冷
め
切

っ
た
情
感
を
、
厳
し

く
非
難
し
て

い
る
。
そ
し

て
こ
れ
ま
で

の
議

論
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
う
し
た
非
難
の
背
景
も
明
確
と
な

る
。
こ
こ
で

言
わ
れ
て

い
る
「
正

気
」

な
ら

び
に
「
狂
気
」
と
は
あ
く
ま
で

も
「
こ
の
世
」

に
お
け

る
正

気
で
あ
り
狂
気

に
他
な
ら

な
い
。
「
こ

の
世
」



を
よ
し
と
し
、
「
こ
の
世
」

に
甘
ん
じ
よ

う
と
す
る
心
の
あ
り
方
が

「
正

気
」

で

あ
り
、
こ
の
世
の
現
実

か
ら
解
き
放

た
れ
、
高
き
彼
方

に
あ

る
理
想
を
追

い
求
め
よ
う
と
す
る
精
神
性
が

「
狂
気
」

と
呼
ば
れ
て

い
る
わ
け
で

あ
る
。

既

に
触
れ

た
よ
う

に
。
「
中

間
性
」

の
自
覚

か
ら
、

熱
意
、
す

な
わ
ち
愛

情

が
喚
起
さ
れ
、
そ

の
導
き

に
よ

り
、
こ
の
世

・
こ
の
現
実

か
ら

解
き
放
た
れ
、

彼
方

の
理

想
へ
向

か
お
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
精

神
の
本
源
的
な
、

「
自

然
な
」

あ
り
方

を
認
め
よ
う
と
す

る
の
が
プ

ラ
ト
ン
と

透
谷
の

立
場
で

あ
り
、
両

者
が
あ
え
て

「
狂
気
」

や
「
盲
目
」

の
意
義
を
主
題

的
に
取

り
上

げ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。

な
お
、
既
に
指

摘
し

た
と
お
り
、
こ
の
論
点
を
め
ぐ

る
透
谷
の
議
論
は
、

主

と
し
て
元
禄
文

学
と
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
大
衆
文

学
一
般
に
対

す
る
一
連

の
批
判

的
論
評

の
中
で

展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
透
谷
の
主
眼
は
、

真
正

な
る
恋
愛

の
本
質

を
分
析
し
て
説
明
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
で

は
な
く
、

あ
く
ま
で

も
真
正

な
る
恋
愛
の
「
実
情
」
を
描
出
す
る
と
い
う
、
文
芸
本
来

の
お
り
方
を
訴
え
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
改

め

て
論
じ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

2
　
両
者
の
恋
愛
論
の
共
通
性
に
並
存
す
る
差
違

―
透
谷
に
お
け
る
恋
愛
論
の
「
広
が
り
」
に
つ
い
て

私

は
こ

れ
ま
で
、
プ

ラ
ト
ン
と
透
谷

の
思
想

に
通
底
す

る
二
元

論
的
世
界

観
と
理
想
主
義

に
つ
い
て

簡
単
に
触
れ
た
上
で

、
そ
う
し

た
世
界

観
を
前
提

と
し
た
恋
愛
論
に
注
目

し
、
両

者
が
展
開
す
る
恋
愛
論

の
共
通
性

に
つ
い
て

論
じ
て
き

た
。
こ

れ
よ
り
先

は
、
特
に
透
谷
の
議
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
彼

の
恋
愛
論

の
先

に
あ
る
理
念
の
広
が
り

に
つ
い
て
検
討
し
、
最

終
的
に
プ
ラ

ト
ン
的
恋
愛

論
の
意
義
そ
の
も
の
を
捉
え
直
す
端
緒
を
探
っ
て
み
た
い
。

①
　
共
通

的
な
概
念
図
式

―

世
界

の
「
二
元

性
」
と
、
人
間
の
「
生
命
」

透
谷
と
プ
ラ
ト
ン
の
恋
愛
論
を
支
え

る
基
本
概
念
は
、
人
間
の
中
間
性
と

世
界
の
二
元
性
、
な
ら
び
に
こ
の
世
界
を
超
出
し
、
か
の
世
界
へ
と
向
か
お

う
と
す

る
情
熱

に
他
な
ら

な
か

っ
た
。
し
か
し
透
谷

が
こ

の
概
念

図
式

に

よ

っ
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ

る
「
恋
愛
」
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
恋
愛
は
「
希
望
」
「
熱
意
」
「
情
熱
」
と
い
っ
た
、
透
谷
の
強
調

す
る
生
命
原

理
の
、
一
つ
の
様
態
に
他
な
ら
な
い
。
社
会
論
、
文
芸
論
、
人

間
論
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
ジ

ャ
ン
ル
の
評
論
を
通
し
て
透
谷
が
訴
え

て
い

る
の
は
、
時
間
性
、
物
理
性

に
よ
っ
て
生
じ

る
現
実
の
「
争
い
」
「
不
調
子
」

「
不
調
実
」
に
直
面
し
た
人
間
が
、
自
ら

の
不

幸
を
痛
感
す

る
こ
と
を
通
し

て
、
逆
に
「
霊
」
的
世
界
、
「
理
想
界
」
「
調
実
」
の
世
界
を
思
慕
す
る
「
希

望
」
「
熱
意
」
「
情
熱
」
が
喚

起
さ
れ
る
と
い
う
、
精
神
的
運
動
全
般
で
あ
り
、

そ
こ

に
人
間
精
神

の
「
生
命
」

の
本
質
が
あ
る
と

い
う
、

い
わ
ゆ

る
「
生
命

思

想
」

に
他

な
ら

な
い
。

②

「
社
会

（
界
）
」
と

の
か
か
お
り

―
Ｉ
透
谷
の
社
会
意
識
と
「
平
和
」
論

評

論
活
動

を
本
格
化

さ
せ
る
以
前

か
ら
、
透
谷

が
当
時

の
社
会
活
動

に
深

く
関

わ
っ
て

い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が

、
そ
う
し

た
事
実



を
離
れ
て
も
、

透
谷
の
手
に
よ

る
論
評

の
多
く

が
、
直
接
的
、
間
接
的

に
透

谷
の
社

会
意
識

を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と

は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
し
て

注
意
深

く
読
む
な
ら
、
「
平
和
」
「
反

戦
」
「
慈
善

事
業
」

を
求

め
る
透
谷
の

具
体
的

な
議
論
と
そ
の
理
念
が
、
先

に
確
認
し

た
「
生
命
思
想
」
の
基
本
的

な
概
念
図
式

に
通
底
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
強
者
と
弱
者
、
富
者
と
貧

者
の
間

の
争

い
や
隔
絶
は
、
現
実
社
会
す
な

わ
ち
「
実
世
界
」
が
持
つ

「
不

調
子
」
「
不
調
実
」
性
の
現

れ
に
他

な
ら
ず
、
人

類
は
こ

う
し

た
「
実
」
の

お
り
方
を
超
え
、
「
調
子
」
「
調
実
」
の
実
現
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
し
て
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
精
神
的
動
因
こ
そ
が
「
博
愛
」
や
「
同

情
」
で
あ
る
―
。

以
上
が
社
会
問
題
を
論
じ
る
透
谷
の
基
本
的
な
概
念
図
式
だ
が
、
先
に
1

に
お
い
て
分
析
・
検
討
し
た
恋

愛
論
と
比
較
し
た
場
合
、
三
つ
の
際
だ

っ
た

対
照
性
が
見
て
取
れ
る
。
ま
ず

第
一
に
、
彼
の
関
心

は
終
始
「
現
実
」
に
向

け
ら
れ
て
お
り
、
現
実
を
捨
て
、
超
然
と
し
て
想
世
界

に
向
か
う
こ
と
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
し
て
第
二

に
、
こ
こ
で
透
谷
が
訴

え
て
い
る
の
は
、
実
世
界

に
生
き

る
ひ
と
り
の
人
間
の
精
神
性
の
問
題
で
は

な
く
、
実
世
界
の
不
調
子

に
苦
し
む
人
類
全
体
の
精
神
と
、
そ
こ
に
属
し
そ

の
一
部
で
あ
る
と
こ
ろ

の
各
自

の
精
神
、
こ
の
両
者
の
向
き
合
い
方
だ
と
い

う
点
で

あ
る
。

こ
こ
に
認

め
ら

れ
る
の
は
精
神
の
社
会
化
で
あ
り
、
二
元

論

と
理
想
主
義
の
概
念
が
、
社
会
的
枠
組
み

へ
と
拡
大
さ
れ
る
と
同

時
に
、
そ

う
し

た
拡

大
が
、
社
会
的
精
神

の
自
己
形

成
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
る
点
に

注
目
さ
れ

る
。

そ
し
て
第
三

に
、
以
上

の
二
つ
の
背
景

か
ら
、
悪

し
き
現

実
、

実
世
界
へ
向
け
ら
れ
る
思
い
（
博
愛
、
同

情
）
が
、
よ
り
善
き
も
の
、
想
世

界

へ
向
け
ら
れ

る
愛
と
な
ら
び
、
人
間
の
精
神
的
運
動
の
本
源
的
方
向
性
と

し
て
強
調

さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
で

透
谷

の

生
命
思
想

は
社
会
的
な
意
義
を
見
出
す
と
と
も
に
、
そ
れ
が
同
時
に
透
谷

の

文

芸
批
評

の
思
想
的
源
泉
を
な
し
て

い
る
こ
と
を
、
最
後
の
論
点
と
し
て
指

摘
し

た
い
。

③
　
透
谷
の
文
芸
批
評
の
源
泉

元
禄
期

の
大
衆
文
学
、
な
ら
び
に
そ
の
流
れ
を
継
承
す
る
文
学
作
品
が
、

恋
愛
の
「
劣
情
」
の
み
を
写

実
し

、
同
時

に
「
粋
」
を
理
想
化
し

た
こ
と

に

対
す
る
透
谷
の
批
判
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
（
↓
1
③

④
）。
し

か
し
透

谷
が
文
芸
批
評

の
中
で
見
せ

る
激
し
い
批
判

の
論

点
は
そ

う
し
た
恋
愛
の
「
軽
佻
さ
」

に
と
ど
ま

る
も

の
で
は
な
い
。

そ
の
他
の
批
判

対
象
と
し
て
主
要
な
も
の
に
は
、

い
わ
ゆ

る
「
写
実
」
主
義
や
「
実
用
」
主

義
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文

学
上

の
態
度
が
批
判
さ
れ
る
の
も
、
す
べ

て
「
現
実
」
と
現
実
に
お
け

る
成

功
に
至
上

の
価
値
を
置
き

、
人
間
精
神
の

本
源
的
な
運
動
性
、
す
な
わ
ち
人
間

の
「
生
命
」
の
意
義
を
な
い
が
し
ろ
に

す

る
も
の
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
文
学
者

に
「
涙
」
を
求
め
る
透
谷
の
執
拗
な
訴

え
で
あ
る
。
透
谷
は
一
貫
し
て
、
詩
人
、
文
芸
家
に
対
し
、
実
世
界
の
不
調

子

と
、
そ
の
中
で

苦
し
む
大
衆
の

た
め
に
「
涙
」

す
る
こ
と
を
訴
え
続
け
て

い
る
が
、
透
谷
は
こ
の
現
実
へ
の
「
涙
」
と

い
う
概
念
に
よ

っ
て
、
社
会
問

題
へ
の
直
接
的
な
取

り
組
み
と
、
文
学
活
動
と
が
、
現
実
の
人
間
社
会
に
対



す

る
働
き

か
け

で
あ
る
と
い
う
点
で
、
本
質

を
一
に
し
て

い
る
こ
と
を
示

し

て

い
る
と

言
え

る
。
透
谷
が
求
め
て
い
る
の
は
、
文
学
を
通
し
て
人
類
に
示

さ

れ
る
べ
き
理
念
と
、
文
学
が
人
類
の
も
と
に
存
在
す
る
存
在
意
義
と
の
一

致

、
す

な
わ
ち
、
文
学
活
動
そ
の
も
の
が
人
類
全
体
の
本
源
的
な
生
命
を
喚

起

さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
先
の
②

の
観
点
と

こ
の
③
の
観
点
と
が
一
致
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

三

最

後

に

―
―
プ
ラ
ト
ン
的
恋
愛
を
め
ぐ
る
、

プ

ラ
ト
ン
と
透
谷
の
距
離

に
つ
い
て

プ
ラ

ト
ン
の
恋
愛

観
と
、
そ

の
背
景

に
あ

る

Ｉｄｅ
ａ
ｌｉｓ
m

は
、
共
に
哲
学

者
プ
ラ

ト
ン
に
よ

る
、
哲
学
的
思
索
を
通
じ
て
表
明

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
の
意
味

に
お
い
て
、
社
会
的
な
運
動
と
文
芸
活
動

に
ま
た
が
る
実
践
家
で

あ

っ
た
透
谷
の
意
識
が
、
こ
れ
ら

の
理
念

に
つ
い
て

、
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
の

そ
れ
と

の
間
に
一
定
の
距

離
を
有
し
て

い
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
言
え

る

か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
見
落

と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
プ
ラ
ト

ン
の
「
哲
学
」
を
支
え
て
い
た
意
識
は
、
透
谷
の
場
合

に
劣
ら
ず
、
極
め
て

実
践
的
な
関
心
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ

ト
ン
の
究
極
的
な
関

心
は
、

い
か
に
し
て
人
間
は
自
ら
の
魂
を
浄
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
と

い
う
点

に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
哲
学
は
プ
ラ
ト

ン
に
と

っ
て
、
人
間
が
魂
を

浄
化
し
得
る
、
唯
一
の
道
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
考
え
は
師
で
あ
る
ソ

ク
ラ
テ

ス
の
思
想
を
引
き
継

い
だ
も
の
と
言
え

る
が
、
プ

ラ
ト
ン
は
超
越
的

な

世

界

を

要

請

す

る
こ

と

で

、

魂

の

浄
化

を

イ

デ

ア

的
な

対

象

へ

の

思

慕
と

接

近

、

あ

る

い

は
帰

還

と

し

て

説

明

し

よ

う

と
し

た
。

た
だ

こ
の

浄

化

の
過

程

を

通
し

て

高

め
ら

れ

る
も

の
は

、

哲

学

を

通

し

て
自

ら

真

理

を

愛

し

た
、

哲

学

者

の

魂

に
他

な
ら

な

い
。

し

か

し

な

が

ら

高

み

に
登

ろ

う
と

す

る
自
己

の

精

神

の
周

囲

に

広

が

る
も

の
Ｉ

現

実

の

強

大

な

暴
力

を
前

に
、

自

ら

を

浄

め

る

こ
と

の
で

き

な

い
多

く
の

魂
－

を

ど

の

よ

う

に
受

け

止

め
れ

ば

よ

い

の

か
。

人

類

の

精

神

の

総

体

で

あ

る

「
社

会

（
社

界

）
」

を

し

て

、

自

ら

を

浄

め
高

め

る

た

め

に

、

誰
が

ど

の

よ

う

な

形

で

立

ち
上

が

ら

ね
ば

な

ら

な

い

の

か
。

こ

う

し

た

視
野

の

広
が

り

に
よ

り

、

プ

ラ

ト

ン

の
哲

学

的

イ

デ

ア

主
義
か
ら
出
発
し
た
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
m
は
、
西
洋
近
代
の
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
m
を
介
し
て
、

や

が

て
透

谷

の

社

会

的

理

想

主
義

へ
と

展

開

し

て

行

く

こ

と

に

な

っ

た
の

だ

と

考

え
ら

れ

る
。

私

は

こ

こ

で
両

者

の

立

場

に
対

す

る

価

値

的
評

価

を

下

そ

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い
。

た
だ

最

後

に
、

ポ
リ

ス
社

会

の

な

か
で

人

間

の

自

律

的

な

精

神

の

あ

り

方

を

問

お

う
と

し

て

い

た
プ

ラ

ト

ン
の

理
念

が

、

数

千

年

の

時

を

経

て

、

近

代

に

至

り
、

文

明

交

流
や

衝

突

、

社

会

の

拡

大
と

混

乱

と

い

う

、

い

わ

ゆ

る

世

界

化

の

波

に

直
面

し

て

い

た
透

谷

に
受
け

継
が

れ

、

そ

こ

で

新

し

い
意

義

を

見

出

さ

れ

よ

う

と

し

て

い

た

こ
と

、

そ

し

て

こ

の

こ

と

は
、

同

じ

く

世

界

化

の

問

題

に

直

面

し

て

い

る
現

代

の

わ
れ

わ

れ

に

と

っ

て

も

、

重

大

な

指

針

を

あ

た
え

て

く

れ

る

の

で

は

な

い

か
と

い
う

こ

と

を

、

指

摘

し

た

い
。

※
出
典
箇
所
と
し
て
、
プ
ラ

ト
ン
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
ス
テ

フ
ァ
ヌ
ス
番
号
を
、



ま

た

透

谷

に

つ

い

て

は

勝

本

清

一

郎

校

訂

『

北

村

透

谷

選

集

』

（

一

九

七

〇

年

、

岩

波

文

庫

）

の

ペ

ー

ジ

数

を

そ

れ

ぞ

れ

記

し

て

あ

る

。

（
―
）
『
饗
宴
』
（
２
１
０
Ｅ
-
２
１
１
Ｂ
）
、
『
パ
イ
ド
ン
』
（
7
8
D
-
E
)
、
『
国
家
』
第
五
巻

（
４
７
５
Ｅ
-
４
７
６
Ｄ
,
　
４
７
８
Ｅ
-
４
８
０
Ａ
』
、
同
書
第
六
巻
（
５
０
４
Ｅ
-
５
０
５
Ｂ
,
　
５
０
７
Ｂ
）
等
参

照

。

（

２

）

『

パ

イ

ド

ン

』

（

７
９
Ａ
-

Ｄ

）
、

『

饗

宴

』

（

２
１
１
Ｅ
-
２
１
２
Ａ

）
、

『

国

家

』

第

五

巻

（
４
７
５
Ｅ
-
４
７
６
Ｄ
,
　
４
７
８
Ｅ
-
４
８
０
Ａ
)
等
参
照
。

（
３
）
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
（
8
2
-
8
3
）
、
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」

（

２
２
４
-
２
２
７
）
’

「

想

像

と

空

想

」

（

２
２
９
-
２
３
０
）
’

「

内

部

生

命

論

」

（
２
８
５

）
’

等

参

照

。

（

４

）
　

透

谷

は

こ

れ

ら

の

原

理

の

意

義

と

機

能

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

「

熱

意

」

「

情

熱

」

と

題

さ

れ

る

評

論

を

著

し

て

い

る

が

、

両

者

は

本

質

的

に

同

一

の

原

理

と

し

て

理

解

さ

れ

て

い

る

。

（

５

）
　

プ

ラ

ト

ン

の

恋

愛

観

へ

の

具

体

的

言

及

と

し

て

は

、

「

内

部

生

命

論

」

（
２
７
９

）
’

「
『

歌

念

仏

』

を

読

み

て

」

（

１
３
６
）

参

照

。

そ

の

他

、
「

明

治

文

学

管

見

」

（
２
３
４
）
’

「

国

民

と

思

想

」

（

２
９
８
）

等

に

も

プ

ラ

ト

ン

の

立

場

へ

の

言

及

が

あ

る

も

の

の

、

具

体

的

な

引

用

は

見

あ

た

ら

な

い

。

（
６
）
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
（
8
1
）
、
「
『
伽
羅
枕
』
及
び
『
新
葉
末
集
』
」
（
3
9
）
、

「
『

歌

念

仏

』

を

読

み

て

」

（

１
３
５
）
’

等

参

照

。

（

７

）

『

饗

宴

』

（

２
０
４
Ａ
-

Ｂ

）
、

「

厭

世

詩

家

と

女

性

」

（

８
２
-
８
３
）
’

等

参

照

。

（

８

）

『

饗

宴

』

（

２
０
６
Ｅ
-

２
０
７
Ａ

）
、

「
『

歌

念

仏

』

を

読

み

て

」

（

１
３
６
-
１
３
７

）
’

等

参

照

。

（
９
）
『
饗
宴
』
（
２
０
６
Ａ
,
　
２
０
９
Ｅ
-
２
１
０
Ａ
,
　
２
１
０
Ｅ
-
２
１
１
Ｂ
,
　
２
１
１
Ｂ
-
Ｃ
）
、
『
パ
イ
ド
ロ

ス

』

（

２
４
９
Ｄ
-
Ｅ

）
’

「
『

歌

念

仏

』

を

読

み

て

」

（

１
３
６
-
１
３
７
）
’

「

他

界

に

対

す

る

概

念

」

（

２
０
１
）
’

等

参

照

。

（
1
0

）

『

饗

宴

』

（

２
１
０
Ａ

）
、

『

パ

イ

ド

ロ

ス

』

（

２
５
５
Ｄ
-
Ｅ

）
’

「
『

歌

念

仏

』

を

読

み

て
」
(
1
3
6
)
、
等
参
照
。

（
1
1
）
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
（
2
5
0
E
）
、
「
『
歌
念
仏
』
を
読
み
て
」
（
１
３
５
-
１
３
６
）
’
「
『
伽

羅
枕
』
及
び
『
新
葉
末
集
』
」
(
9
9
-
1
0
1
)
、
「
他
界
に
対
す
る
概
念
」
（
2
0
1
)
,

「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
（
8
3
）
、
「
内
部
生
命
論
」
（
２
７
９
）
’
等
参
照
。

（
1
2
）

『
パ
イ

ド

ロ

ス
』

で

展
開

さ

れ

て

い
る

恋

愛

論

は

、

恋

す

る

人

間

を

「
狂

っ

た

者

」
、

恋

し

な

い
人

間

を

「
正

気

の

者

」

と

位

置

づ

け

、

後

者

と

の

つ
き

合

い

を

好

ま

し

い
も

の

と

評

価

す

る

リ

ュ

シ
ア

ス

の

見

解

（
『
パ

イ

ド

ロ

ス
』

2
4
4
A
)
に
対
す
る
反
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
意
識

は

、
「
粋

」

を

理
想

的

な

境

地

と

し

て

崇

め

る

元

禄

期

以

降

の

日

本

の

価

値

観

を

執

拗

に

攻

撃

す

る

透

谷

の

意
識

に
通

じ

て

い

る

。

（
1
3
）
　
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
（
２
４
９
Ｄ
Ｉ
Ｅ
,
　
２
５
６
Ｅ
-
２
５
７
-
Ａ
」
、
「
粋
を
論
じ
て
『
伽
羅
枕
』

に
及
ぶ
」
（
9
3
-
9
4
）
、
「
『
伽
羅
枕
』
及
び
『
新
葉
末
集
』
」
（
１
０
１
-
１
０
２
）
’
等
参

照
。

（
1
4
）
　

透
谷

は
、

当

時

の
文

壇

の
中

心

に
あ

っ
た

二

人

の

大
家

、

す

な

わ

ち

尾

崎

紅

葉

と

幸

田
露

伴

が

、

そ

の
意

匠

に
お

い

て
対

極

性

を
示

し

な

が

ら

も

、

と

も

に

江

戸
時

代

（
特

に

元
禄

期

）

の
文

学

上

の

理

念

に
強

い
影

響

を

受

け

て

い

る

点

に

着

目

し

、

両

者

を

繰

り
返

し

論

難

し

て

い

る

。

両

者

に
対

す

る
透

谷

の

評

価

は
必
ず
し
も
一
貫
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
「
粋
を
論
じ
て
『
伽
羅
枕
』

に

及

ぶ

」
（
紅

葉

『
伽

羅

枕

』

に

関
す

る

論
評

）
、
「
『
伽
羅

枕

』

及

び

『
新

葉

末

集

』
」
（
紅

葉

、

露

伴

の

そ
れ

ぞ
れ

の
作

品

を

め

ぐ

る

、
比

較
研

究

。
前

者

へ

の

論

評

の

比

重

大

）
、
「
情

熱

」
（
紅

露

両

者

の

文

学

的

本

質

へ

の

言

及

）

に

、

と

り

わ
け

注

目

す

べ

き

見

解
が

示

さ

れ

て

い

る

。

（
1
5
）

「
『
歌

念

仏

』

を

読

み

て

」
（
１
３
８
）
’

「
最

後

の

勝

利

者

は
誰

ぞ

」
（
１
１
８
-１
１
９
）
’

「
熱

意

」
（
２
８
７
-２
８
８
）
’

「
内

部

生

命

論

」
（
２
８
５
）
’

等

参
照

。

（
1
6
）
「
『
平
和
』
刊
行
之
辞
」
(
1
0
4
)
、
「
最
後
の
勝
利
者
は
誰
ぞ
」
（
１
１
８
-
１
２
０
）
’

「
慈

善

事

業

の

進

歩

を

望

む

」
（
３
３
１
-３
３
２
）
’

等

参

照

。

（
1
7
）
　

理

想

主

義

者

で

あ

る

透
谷

が

、

想

世

界

へ

の
思

慕

が
、

実

世

界

か
ら

の

逃

避

に
陥

っ
て

は

な

ら

な

い

こ
と

を

、

社

会

評

論
、

文

芸

評

論
、

人

間

論

、

他

様

々

な
評

論

に

お

い

て

強
調

し
て

い
る

こ

と

は
極

め

て
重

要

な

事

実

で

あ

る
。

具
体



的

に
は
、
「
想
像
と
空
想
」
、
「
内
部
生
命
論
」
、
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ

る
」
、

等
参
照
。

（
1
8）
　
い
わ
ゆ

る
「
写
実
主
義
」
批
判

に
つ
い
て

は
、
「
内
部
生
命
論
」
、
「
情
熱
」
、

「
粋
を

論
じ
て

『
伽
羅

枕
』
に
及

ぶ
」
、
「
『
伽
羅
枕

』
及

び

『
新

葉
末

集
』
」
、

「
『
歌
念
仏
』
を
読
み
て
」
、
「
人

生
に
相
渉

る
と

は
何
の
謂
ぞ
」
。
等
参
照
。

そ

し
て

「
実
用
主
義
」

批
判

に
つ
い
て
は
、
「
人
生
に
相
渉

る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
、

等
参
照
。
さ
ら
に
透
谷
は
、

仏
教
思
想
の
影
響
か
ら
、
と
り

わ
け

江
戸
時
代
以

降
。
「
寂
滅
思
想
」
が
大
き
な
勢

力
を
得
、

そ
れ
が

「
平
民
的

虚
無
思

想
」

の

拡
大

に
つ
な
が

っ
た
と
し
て

い
る
。
こ

う
し
た
虚
無
思

想
に
よ
り

、
人

々
が

「
諦
め
」
の
境
地
か
ら
、
結
局
は
現
実
を
肯
定
す
る
こ
と
に
向
か
う
―
こ
こ

に
透
谷
の
批
判

の
主
眼
が
あ
る
。
「
徳
川
時
代

の
平
民
的
理
想
」
、
「
『
歌
念
仏
』

を
読
み
て
」
、
「
他
界

に
関
す

る
観
念
」
、
「
情
熱
」
、
等
参
照
。

透
谷
の
批
判

全
体
に
通
底
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
文
学
的
傾
向
に
お
い
て
人

間
精
神
の
本
源

的
な
「
生
命
」

が
殺
さ
れ
、
精
神
を
し
て
現
実

世
界

に
甘
ん
じ

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
指
摘
に
他
な
ら
な
い
。

（
1
9
）
「
当
代
文
学
の
潮
模
様
」
（
7
2
）
、
「
時
勢
に
感
あ
り
」
（
7
5
）
、
「
泣
か
ん
乎
笑

は
ん
乎
」
（
７
７
-７
８
）
’

等
参
照
。

（
わ

だ

・
よ

し

ひ

ろ

、

哲

学

、

早

稲

田

大

学

非

常

勤

講

師

）
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