




﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
を
読
み
て
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一

﹁
思
想
﹂
の
漱
石
記
念
号
に
は
何
や
ら
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
の

如
き
も
の
を
感
じ
て
い
た
︒
し
か
し
漱
石
先
生
の
作
品
に
親
ま
な

い
こ
と
は
ず
い
ぶ
ん
久
し
く
︑
急
に
書
こ
う
と
思
う
と
何
を
書
く

べ
き
か
に
惑
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
こ
で
私
の
好
き
な
作
品
の
一

つ
の
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
を
久
し
ぶ
り
で
読
ん
で
︑
そ
の
感
想
を
中
心
に

何
か
書
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
︒
こ
れ
は
作
品
の
研
究
で
も
ま
た

批
評
で
も
な
い
︒
た
だ
こ
の
作
を
通
じ
て
得
た
先
生
へ
の
感
想
に
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す
ぎ
な
い
︒

元
来
私
は
先
生
の
フ
ァ
ン
で
は
な
か
っ
た
︒
詳
し
く
い
え
ば
先

生
の
作
品
の
愛
読
か
ら
出
発
し
て
先
生
に
接
近
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
︒
先
生
が
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
に
﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
を

発
表
さ
れ
た
時
に
も
︑
当
時
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
の
読
者
で
な
か
っ

た
私
が
︑
そ
れ
を
読
ん
だ
の
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の

上
当
時
先
生
の
初
期
の
作
を
読
ん
で
面
白
い
と
思
い
︑
か
つ
そ
の

文
章
と
着
想
と
に
感
心
は
し
て
も
︑
そ
れ
は
私
を
し
て
先
生
の
門

に
赴
か
し
め
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
私
の
志
が
創
作
に

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
︑
先
生
の
作
は
当
時
の



7

私
を
引
き
つ
け
る
力
に
お
い
て
例
え
ば
藤
村
の
作
に
及
ば
な
か
っ

た
︒﹁
東
京
朝
日
﹂
に
出
た
﹁
虞
美
人
草
﹂
や
﹁
坑
夫
﹂
な
ど
に

も
︑
毎
日
毎
日
を
楽
み
に
し
て
愛
読
す
る
ほ
ど
の
牽
引
力
を
感
ず

る
ま
で
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
私
は
す
で
に
郷
里
で
小
学
生
だ
っ

た
時
分
に
︑
中
学
校
の
え
ら
い
先
生
と
し
て
の
風
貌
を
仰
ぎ
︑
高

等
学
校
で
一
学
期
の
間
先
生
か
ら
英
語
を
教
わ
っ
た
け
れ
ど
も
︑

も
し
先
生
が
下
掛
宝
生
流
の
謡
を
高
浜
虚
子
氏
の
薦
に
よ
っ
て
私

た
ち
と
一
緒
に
稽
古
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
︑
私
は
あ
る
い

は
先
生
の
お
宅
に
伺
う
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
は
だ
い
ぶ
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
先
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生
と
親
し
く
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
︑
私
を
引
き
つ
け
た
も

の
は
先
生
の
作
品
よ
り
も
む
し
ろ
先
生
の
人
間
で
あ
っ
た
︒
こ
の

傾
向
は
あ
る
い
は
独
り
私
ば
か
り
の
こ
と
で
な
く
︑
先
生
の
門
に

集
ま
る
ほ
ど
の
者
皆
に
と
っ
て
︑
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
ら
な
い

が
︑
そ
れ
に
し
て
も
私
に
は
先
生
の
作
品
を
中
心
に
し
て
︑
ま
た

作
品
を
通
じ
て
先
生
と
交
渉
す
る
と
い
う
こ
と
が
︑
彼
ら
の
多
く

の
ご
と
く
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
虞
美
人
草
﹂
や
﹁
坑
夫
﹂

に
次
い
で
朝
日
新
聞
に
出
た
﹁
三
四
郎
﹂
も
︑
私
に
は
ほ
と
ん
ど

は
っ
き
り
し
た
強
い
印
象
を
残
し
て
い
な
い
︒残
っ
て
い
る
印
象
︑

た
と
え
ば
広
田
先
生
の
﹁
偉
大
な
る
暗
闇
﹂
だ
と
か
︑
広
田
先
生
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﹁
哲
学
の
烟
を
吹
い
た
﹈
と
か
い
う
一
節
は
︑
私
に
は
む
し
ろ
態わ

ざ

と
ら
し
い
人
工
的
な
い
や
み
を
さ
え
残
し
た
く
ら
い
で
あ
る
︒
も

、
、
、

っ
と
も
今
に
な
っ
て
こ
の
作
品
を
読
ん
で
み
た
ら
︑
は
た
し
て
ど

う
い
う
感
じ
が
す
る
か
は
分
ら
な
い
が
︑
私
が
先
生
の
作
品
に
際

立
っ
て
興
味
を
覚
え
て
来
た
の
は
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
を
も
っ
て
最
初

と
す
る
︒
そ
の
理
由
は
そ
れ
が
若
か
っ
た
私
の
最
も
興
味
を
持
っ

た
恋
愛
問
題
を
正
面
的
に
取
扱
っ
た
︑
恐
ら
く
先
生
の
最
初
の
作

品
だ
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
け
れ
ど
も
︑
私
の
記
憶
に
し
て
誤
な

く
ば
︑
先
生
の
そ
の
後
の
作
品
に
一
貫
す
る
自
然
の
真
実
と
人
為

の
虚
偽
と
の
矛
盾
相
剋
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑
す
で
に
こ
の
作
品
に
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お
い
て
も
鮮
か
に
取
扱
わ
れ
て
い
た
と
信
ず
る
︒﹁
そ
れ
か
ら
﹂

の
次
に
出
た
﹁
門
﹂
は
︑
過
去
に
恋
愛
の
苦
し
い
歴
史
を
抱
い
て

相
倚
れ
る
寂
し
い
静
か
な
夫
婦
の
生
活
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た
と

あ
い
よ

記
憶
す
る
が
︑
そ
の
当
時
先
生
が
﹁
虞
美
人
草
﹂
の
技
巧
を
嫌
が

ら
れ
て
︑﹁
門
﹂
の
作
風
を
愛
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
︑
先
生
の

口
ぶ
り
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
た
︒﹁
門
﹂
の
中
に
現
わ
れ
た

つ
つ
ま
し
い
︑
ひ
そ
や
か
な
︑
正
直
な
︑
静
か
な
︑
明
る
く
は
な

い
が
澄
ん
だ
人
間
や
生
活
︑
こ
う
し
た
人
間
や
生
活
の
醸
成
す
る

空
気
は
︑﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
る
と
と
も
に
い

っ
そ
う
洗
練
さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒
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今
手
許
に
全
集
も
揃
っ
て
い
ず
年
表
も
な
い
の
で
︑
確
か
な
こ

と
を
い
い
難
い
が
︑﹁
門
﹂
の
後
に
明
治
四
十
三
年
八
月
の
先
生

の
修
善
寺
の
大
患
が
あ
り
︑
生
死
の
間
を
く
ぐ
っ
て
後
︑
先
生
は

静
か
に
﹁
思
い
出
す
事
な
ど
﹂
を
書
き
︑
再
び
新
聞
小
説
と
し
て

﹁
彼
岸
過
迄
﹂
に
つ
い
て
は
私
は
ほ
と
ん
ど
記
憶
を
持
っ
て
い
な

い
︒
た
だ
そ
れ
が
個
々
の
短
編
を
重
ね
て
一
長
編
を
構
成
す
る
よ

う
に
仕
組
む
一
つ
の
企
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
み
で
︑
新
聞

で
は
な
ん
だ
か
煩
わ
し
い
よ
う
な
気
が
し
て
つ
い
つ
づ
け
て
読
ま

ず
︑
そ
の
中
の
﹁
須
永
の
話
﹂
を
鈴
木
三
重
吉
君
が
十
銭
の
小
本

に
し
て
出
し
た
時
に
︑
は
じ
め
て
纏
め
て
読
ん
で
面
白
い
と
は
思
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っ
た
が
︑
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
ぜ
ん
ぜ
ん
忘
れ
て
了
っ
た
︒
明

し
ま

治
四
十
三
年
の
大
患
は
先
生
の
生
活
に
と
っ
て
は
︑
心
身
と
も
に

一
つ
の
転
機
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
︑
そ
の
後
の
初
め
て

の
小
説
で
あ
る
こ
の
﹁
彼
岸
過
迄
﹂
も
︑
そ
の
意
味
で
ま
た
問
題

を
提
供
す
る
か
と
思
う
け
れ
ど
︑
今
い
っ
た
わ
け
で
私
に
は
何
一

つ
考
に
上
る
こ
と
が
な
い
︒
数
あ
る
先
生
の
小
説
の
中
で
私
に
と

っ
て
興
味
の
多
い
の
は
︑
そ
の
後
に
出
た
﹁
行
人
﹂﹁
こ
ゝ
ろ
﹂

﹁
道
草
﹂
お
よ
び
最
後
の
未
完
成
の
作
品
﹁
明
暗
﹂
で
あ
る
︒
そ

の
中
﹁
道
草
﹂
は
先
生
の
作
品
中
に
稀
な
自
叙
伝
的
小
説
と
し
て

私
に
興
味
が
深
か
っ
た
が
︑﹁
明
暗
﹂
は
先
生
の
﹁
則
天
去
私
﹂
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の
標
語
を
芸
術
的
に
試
み
た
作
品
だ
と
称
せ
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら

ず
︑
単
行
本
に
な
っ
た
当
座
の
私
に
は
︑
ど
う
も
深
く
す
っ
と
は

い
り
こ
ん
で
来
な
い
よ
う
な
処
が
あ
っ
た
︒
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の

印
象
は
皆
十
年
乃
至
二
十
年
以
前
の
読
後
感
で
あ
っ
て
︑
先
生
の

作
品
に
接
し
な
い
こ
と
も
ず
い
ぶ
ん
久
し
い
も
の
で
あ
る
︒
私
は

久
し
ぶ
り
に
先
生
の
こ
れ
ら
の
作
品
を
読
み
直
し
て
み
た
い
と
い

う
欲
求
を
強
く
感
ず
る
︒
こ
と
に
小
宮
の
﹁
漱
石
襍
記
﹂
中
の
﹁
明

そ
う
せ
き
ざ
つ
き

暗
の
構
成
﹂
を
読
ん
だ
時
に
は
︑
明
暗
を
再
読
し
て
み
た
い
と
い

う
要
求
を
強
く
感
じ
た
︒
さ
ら
に
先
生
の
大
患
以
後
の
作
品
を
通

覧
し
て
︑
そ
の
間
に
共
通
な
テ
ー
マ
と
そ
れ
の
発
展
と
を
考
察
す



14

る
こ
と
は
︑
意
味
あ
る
仕
事
だ
と
考
え
た
︒
し
か
し
私
に
は
今
そ

う
い
う
こ
と
を
す
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
︒
そ
こ
で
わ
ず
か
に

﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
一
編
を
取
り
来
っ
て
︑
勝
手
気
儘
な
感
想
を
述
べ
る

こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
︒

二

﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
は
大
正
三
年
中
ご
ろ
︵
四
月
二
十
日
︱
八
月
十
一
日

発
表
︶
の
作
で
あ
る
︒
先
生
は
大
正
五
年
に
五
十
歳
で
亡
く
な
ら

れ
た
か
ら
︑
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
四
十
八
歳
の
作
で
あ
る
︒﹁
道
草
﹂
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は
四
十
九
歳
︑﹁
明
暗
﹂
は
五
十
歳
︑
そ
う
し
て
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
に

先
だ
つ
﹁
行
人
﹂
は
四
十
七
歳
か
ら
四
十
八
歳
に
か
け
て
の
作
で

あ
る
︒

﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
が
新
聞
に
発
表
に
な
る
わ
ず
か
六
日
前
の
四
月
十
四

日
の
先
生
の
寺
田
寅
彦
宛
の
手
紙
に
︑
⁝
⁝

﹁
⁝
⁝
近
ご
ろ
は
人
を
尋
ね
ず
︑
あ
ま
り
人
も
好
ま
ず
︑
な
ん

だ
か
つ
ま
ら
な
さ
う
に
暮
し
を
り
侯
︒
小
説
も
書
か
ね
ば
な
ら

ぬ
羽
目
に
臨
み
な
が
ら
︑
日
一
日
と
な
ま
け
い
ま
だ
に
着
手
つ

か
ま
つ
ら
ず
候
︒
こ
れ
も
神
経
衰
弱
の
結
果
か
も
知
れ
ず
︑
厄

介
に
候
⁝
⁝
﹂
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と
あ
る
︒
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
お
そ
ら
く
先
生
は
踴
躍
的
な
気
持

ゆ
う
や
く

で
新
聞
小
説
に
取
り
か
か
ら
れ
た
こ
と
は
あ
る
ま
い

︱
そ
の
中

﹁
明
暗
﹂
は
い
く
ら
か
例
外
と
す
べ
き
も
の
か
し
れ
な
い

︱
が
︑

ま
た
創
作
に
と
り
か
か
る
前
の
気
の
重
さ
︑
お
っ
く
う
さ
は
︑
む

し
ろ
創
作
家
の
常
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
こ
の
作

を
作
る
時
の
先
生
の
心
境
が
孤
独
な
主
人
公
を
描
く
に
ふ
さ
わ
し

い
孤
独
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
こ
の
手
紙
の
中
の
短
い
文
句

か
ら
も
十
分
に
想
像
せ
ら
れ
る
︒
先
生
は
遡
り
て
大
正
元
年
十
二

月
四
日
﹁
行
人
﹂
の
発
表
二
日
前
の
津
田
青
楓
宛
の
手
紙
に
も
︑

﹁
⁝
⁝
芸
術
家
が
孤
独
に
安
ん
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
の
度
胸
が
あ
っ
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た
ら
定
め
て
愉
快
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
あ
な
た
は
そ
う
思
い

ま
せ
ん
か
︒
私
の
小
説
を
読
ん
で
下
さ
る
の
は
難
有
い
︑
ど
う

か
愛
想
を
尽
か
さ
ず
に
読
ん
で
下
さ
い
︒
私
は
孤
独
に
安
ん
じ

た
い
︒し
か
し
一
人
で
も
味
方
の
あ
る
ほ
う
が
ま
だ
愉
快
で
す
︑

人
間
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
純
乎
た
る
芸
術
家
気
質
に
な
れ
な
い
か

ら
で
し
ょ
う
︒
⁝
⁝
﹂

と
あ
り
︑
同
日
松
根
東
洋
城
宛
の
手
紙
に
も
︑

﹁
⁝
⁝
近
ご
ろ
小
説
を
人
に
読
ん
で
も
ら
ふ
勇
気
失
せ
候
へ
ど

も
︑
そ
れ
で
も
読
ん
で
も
ら
ひ
た
き
心
も
有
之
候
︒
今
度
の
も

願
く
は
御
読
被
下
度
候
︒
⁝
⁝
﹂
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と
あ
る
︒
こ
れ
は
作
者
と
し
て
孤
独
に
安
住
せ
ん
と
し
て
し
か
も

人
に
求
め
る
心
を
棄
て
難
き
心
境
で
あ
る
が
︑﹁
行
人
﹂
の
主
人

公
な
る
兄
の
一
郎
の
心
境
は
︑
こ
の
心
持
を
い
っ
そ
う
切
実
に
先

鋭
に
そ
う
し
て
焦
躁
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
い
う
重
苦
し

い
心
持
で
︑
こ
う
い
う
重
苦
し
い
題
材
を
取
扱
お
う
と
し
た
作
者

の
︑
作
に
か
か
る
前
の
進
ま
ぬ
も
の
う
い
気
持
は
︑
大
患
以
後
こ

、
、
、
、

と
に
穴
の
開
い
た
作
者
の
健
康
と
い
う
こ
と
を
も
併
せ
考
え
る
な

ら
ば
︑
ま
こ
と
に
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
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三

し
か
し
こ
う
い
う
心
持
で
取
り
か
か
っ
た
作
品
も
︑
中
途
か
ら

は
油
が
乗
っ
て
来
て
︑
作
者
の
最
初
の
意
図
よ
り
も
は
る
か
に
長

く
な
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
現
に
こ
の
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂

に
し
て
も
初
め
は
短
編
を
い
く
つ
も
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
が
︑

作
者
自
身
予
期
し
な
い
意
外
の
長
編
に
な
っ
た
︵
大
正
三
年
七
月

二
十
二
日
山
本
松
之
助
宛
書
簡
参
照
︶︒
先
生
は
﹁
彼
岸
過
迄
﹂
の

予
告
に
︑

﹁
か
ね
て
か
ら
自
分
は
個
々
の
短
編
を
重
ね
た
末
に
そ
の
個
々
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の
短
編
が
相
合
し
て
一
長
編
を
構
成
す
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ

ら
︑
新
聞
小
説
と
し
て
存
外
面
白
く
は
読
ま
れ
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
と
い
う
意
見
を
持
し
て
い
た
︒
が
︑
つ
い
そ
れ
を
試
み
る

機
会
も
な
く
て
今
日
ま
で
過
ぎ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
も
し
自
分

の
手
際
が
許
す
な
ら
︑
こ
の
﹁
彼
岸
過
迄
﹂
を
か
ね
て
の
思
わ

く
ど
お
り
に
作
り
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
け
れ
ど
も
小
説

は
建
築
家
の
図
面
と
違
っ
て
︑
い
く
ら
下
手
で
も
活
動
と
発
展

を
含
ま
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
︑
た
と
い
自
分
が
作
る

と
は
い
い
な
が
ら
︑
自
分
の
計
画
ど
お
り
に
進
行
し
か
ね
る
場

合
が
よ
く
起
っ
て
来
る
の
は
︑
普
通
の
実
世
界
に
お
い
て
吾
々
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の
企
て
が
意
外
の
障
害
を
受
け
て
予
期
の
ご
と
く
に
纏
ま
ら
な

い
の
と
一
般
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
ず
っ
と
書
き
進
ん

で
見
な
い
と
ち
ょ
っ
と
分
ら
な
い
ま
っ
た
く
未
来
に
属
す
る
問

題
か
も
知
れ
な
い
﹂

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
︒
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
覗
い
得
ら
れ
る
こ
と

の
一
つ
は
︑
先
生
は
新
聞
社
に
対
し
て
面
白
い
小
説
を
書
く
義
務

を
感
じ
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
大
学
の
先
生
と
し
て
よ
き
講

義
を
作
る
た
め
に
神
経
衰
弱
に
な
る
ほ
ど
の
勉
強
を
さ
れ
た
先
生

が
︑
新
聞
社
の
社
員
と
し
て
︑
こ
と
に
小
説
を
書
く
以
外
に
自
由

を
与
え
︑
病
後
の
身
体
に
対
し
て
︑
自
分
の
書
く
小
説
に
考
慮
を
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払
わ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
事
実
に
お
い
て
先
生
の

小
説
は
白
鳥
や
藤
村
の
小
説
に
比
べ
て
︑
日
々
を
面
白
く
読
ま
せ

る
小
説
で
も
あ
っ
た
︒
当
時
こ
の
事
を
も
っ
て
先
生
を
新
聞
小
説

家
と
な
し
︑
さ
ら
に
通
俗
作
家
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
岩
野
泡
鳴
の
如

き
も
の
も
あ
っ
た
︒
な
る
ほ
ど
日
々
の
読
物
と
し
て
面
白
く
な
く

て
︑
全
体
と
し
て
こ
れ
を
通
読
す
る
時
に
は
感
銘
の
深
い
よ
う
な

性
質
の
小
説
も
あ
る
し
︑
そ
れ
は
小
説
と
し
て
尊
重
に
価
す
る
も

の
で
あ
る
︒し
か
し
全
体
と
し
て
面
白
い
ま
た
は
優
れ
た
作
品
が
︑

部
分
と
し
て
日
々
の
読
物
と
し
て
面
白
く
な
い
作
品
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
理
屈
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
︑
む
し
ろ
反
対
に
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全
体
と
し
て
の
面
白
さ
ま
た
は
優
秀
の
︑
部
分
部
分
に
も
現
わ
れ

か
つ
生
き
て
お
る
ほ
う
が
︑
よ
り
自
然
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
︒
こ
の
点
か
ら
考
え
て
先
生
の
小
説
が
新
聞
小
説
と
し
て
優
れ

て
い
た
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
先
生
の
作
品
の
価
値
を
貶
す
る
理
由

に
は
な
ら
な
い
︒
先
生
は
持
前
の
義
理
固
さ
か
ら
︑
単
な
る
小
説

と
し
て
に
止
ま
ら
ず
新
聞
小
説
と
し
て
の
立
場
を
も
考
え
ら
れ
た

上
に
︑
ま
た
そ
う
い
う
技
巧
を
も
こ
な
し
得
る
人
で
あ
っ
た
︒
先

生
は
例
え
ば
﹁
草
枕
﹂
な
ど
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
小
説

家
と
し
て
類
稀
な
文
章
家
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
小
説
全

た
ぐ
い

体
の
結
構
︑
人
物
や
舞
台
の
出
入
や
配
置
︑
事
件
の
抑
揚
や
頓
挫
︑
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進
行
や
停
滞
そ
の
他
の
技
術
に
お
い
て
も
︑
活
発
に
頭
を
働
か
せ

得
る
技
巧
家
で
あ
っ
た
︒
そ
の
上
に
芸
術
家
と
し
て
の
幻
想
の
豊

富
は
よ
く
人
間
と
自
然
と
物
象
と
を
具
体
的
に
か
つ
多
彩
的
に
紙

上
に
現
出
し
︑
そ
の
都
会
的
な
ウ
イ
ッ
ト
と
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア

ル
な
ユ
ー
モ
ア
と
は
読
者
の
興
味
を
促
進
し
︑
そ
の
明
晰
な
心
理

的
解
剖
は
読
者
を
し
て
自
分
の
心
持
を
説
明
さ
れ
得
た
快
感
を
催

さ
し
め
る
︑
等
の
条
件
が
加
わ
っ
て
︑
先
生
の
小
説
を
面
白
い
新

聞
小
説
と
し
て
も
成
功
さ
せ
た
の
だ
と
信
ず
る
︒
し
か
し
先
生
が

新
聞
小
説
と
い
う
条
件
を
考
慮
さ
れ
る
た
め
に
︑
芸
術
品
と
し
て

の
小
説
が
い
く
ぶ
ん
で
も
害
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
か
︑
も
し
く
は
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先
生
が
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
先
生
の
小

説
が
い
っ
そ
う
醇
化
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
か
︑
こ
う
い
う
こ
と
は

問
題
に
な
り
得
る
こ
と
で
あ
り
︑
私
も
い
く
ら
か
そ
の
点
が
気
に

な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
︑
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
議
論
は
実
際
の
作

品
に
お
い
て
具
体
的
に
論
じ
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
ぬ
こ
と
で
あ

り
︑
私
に
は
今
そ
れ
を
な
し
得
る
だ
け
の
鮮
明
な
印
象
を
先
生
の

全
作
品
に
つ
い
て
残
し
て
い
な
い
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
︒け

れ
ど
も
こ
こ
に
明
白
に
言
い
切
れ
る
こ
と
は
︑
先
生
の
小
説

が
新
聞
小
説
と
し
て
成
功
し
得
た
重
な
原
因
が
︑
先
生
の
小
説
が
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低
徊
派
︑
余
裕
派
と
呼
ば
れ
︑
人
生
の
一
大
事
を
忘
れ
て
閑
葛
藤

て
い
か
い
は

に
没
頭
す
る
も
の
の
ご
と
く
い
わ
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
︑
非
常
に

戯
曲
的
要
素
に
富
ん
で
い
た
点
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
先
生
は
一

生
遂
に
戯
曲
を
書
か
な
い
で
逝
か
れ
た
け
れ
ど
も
︑
先
生
の
小
説

は
脚
色
者
に
そ
の
人
を
得
れ
ば
︑
ほ
と
ん
ど
皆
立
派
に
戯
曲
と
な

り
得
る
も
の
ば
か
り
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
︒
現
に
先
生
の

小
説
中
最
も
動
き
の
少
い
こ
の
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
に
し
て
も
が
︑
そ
の

中
の
﹁
先
生
の
遺
書
﹂
の
筋
書
を
用
い
て
︑
恐
ら
く
容
易
に
一
つ

の
戯
曲
を
作
り
得
る
で
あ
ろ
う
︒
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四

今
一
つ
先
生
の
小
説
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
前
に
も

ち
ょ
っ
と
触
れ
た
先
生
の
小
説
が
取
り
か
か
り
が
お
っ
く
う
で

も
︑
い
つ
も
中
途
に
油
が
乗
っ
て
来
て
予
期
よ
り
も
長
く
な
る
こ

と
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
一
つ
の
適
例
が
や
は
り
こ
の
﹁
こ
ゝ

ろ
﹂
で
あ
る
こ
と
も
︑
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
︒

先
生
は
優
れ
た
頭
脳
と
教
養
と
の
持
主
で
あ
り
︑
作
品
の
思
案

布
置
に
つ
い
て
頭
を
働
か
せ
る
こ
と
は
︑
外
の
作
家
よ
り
ま
さ
っ

て
い
た
︒
そ
の
上
に
先
生
の
小
説
が
︑
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
を
外
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に
し
て
は
︑
事
実
そ
の
ま
ま
の
描
写
で
な
く
︑
事
実
を
材
料
と
し

て
︑
そ
れ
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
が
新
た
に

創
作
的
な
組
合
せ
を
受
け
た
点
に
お
い
て
︑
自
然
主
義
も
し
く
は

写
実
主
義
の
作
家
と
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
︑
い
っ
そ
う
多
く

そ
の
作
品
の
た
め
に
作
者
の
頭
脳
と
構
想
力
と
を
要
求
せ
し
め
た

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
先
生
の
作
品
が
特
に
当
時
自
然
主
義
的
作

品
の
中
に
あ
っ
て
︑
頭
で
作
っ
た
︑
人
生
の
真
実
に
遠
い
も
の
で

あ
り
︑
我
々
を
考
え
さ
せ
な
い
で
我
々
を
不
真
面
目
に
遊
ば
せ
る

も
の
だ
︑
と
の
批
難
を
受
け
た
の
も
︑
一
つ
に
は
そ
こ
に
関
係
す

る
で
あ
ろ
う
︒
け
れ
ど
も
他
方
に
前
掲
の
﹁
彼
岸
過
迄
﹂
の
序
文
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で
も
す
で
に
︑
小
説
が
建
築
家
の
図
面
と
違
っ
て
そ
れ
自
身
の
活

動
と
発
展
と
を
含
み
︑
自
分
が
作
る
と
は
い
い
な
が
ら
自
分
の
計

画
ど
お
り
に
は
進
行
し
か
ね
る
こ
と
を
語
り
︑し
か
も
そ
れ
を﹁
普

通
の
実
世
間
に
お
い
て
吾
々
の
企
て
が
意
外
の
障
害
を
受
け
て
予

期
の
ご
と
く
に
纏
ま
ら
な
い
の
と
一
般
で
あ
る
﹂
と
軽
く
あ
し
ら

っ
て
お
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
小
説
自
身
の
活
動
と
発
展
と
が
頭
脳
の

作
り
上
げ
た
構
図
を
妨
げ
た
り
破
壊
し
た
り
し
て
︑
そ
の
為
に
作

品
と
し
て
の
完
成
が
傷
け
ら
れ
る
意
味
に
も
取
ら
れ
る
が
︑
そ
の

必
し
も
し
か
ら
ざ
る
こ
と
は
︑
多
言
を
要
し
な
い
︒
小
説
自
身
の

発
展
と
活
動
と
が
頭
で
作
っ
た
構
図
を
裏
づ
け
命
づ
け
る
の
で
な
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け
れ
ば
︑
作
品
が
成
立
し
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
︑
そ
れ

が
単
に
構
図
の
埓
内
に
流
れ
る
に
止
ま
ら
ず
︑
そ
れ
か
ら
溢
れ
出

で
︑
あ
る
場
合
に
は
こ
の
構
図
を
画
餅
の
ご
と
く
蔑
視
し
て
︑
そ

れ
自
身
の
生
命
に
よ
る
お
の
ず
か
ら
な
る
道
を
随
時
に
開
き
つ
つ

流
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
傑
れ
た
作
品
に
お
い
て
常
に

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
か
ら
ば
小
説
自
身
の
活
動
と
発
展

と
は
何
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
実
に
創
作
の
中
に
吸
収
さ
れ
︑
創

作
と
と
も
に
流
れ
る
作
者
の
生
命
で
あ
る
︒
そ
れ
は
作
家
化
さ
れ

た
創
作
で
あ
る
と
と
も
に
創
作
家
さ
れ
た
作
家
で
あ
る
︒
作
家
は

創
作
を
生
む
と
と
も
に
創
作
に
と
っ
つ
か
れ
る
︑
そ
れ
は
あ
た
か
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も
子
を
生
ま
ん
と
す
る
妊
婦
の
苦
み
に
似
た
も
の
で
あ
る
︒
生
ま

れ
る
子
が
妊
婦
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
最
も
多
く
妊
婦
の
自
由
に

な
ら
ず
︑
却
て
妊
婦
を
支
配
し
か
つ
苦
め
る
も
の
で
あ
る
の
と
同

じ
こ
と
が
︑
創
作
と
作
家
と
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
︒
多
く
の
作
家
と
い
う
作
家
は
程
度
こ
そ
異
な
れ
こ
の
苦
み
を

経
験
し
な
い
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
漱
石
先
生
に
お
い
て
は
こ

と
に
こ
れ
が
甚
し
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
先
生
の
精
神
病
的

傾
向
が
遺
伝
的
素
質
に
よ
る
の
か
ど
う
か
は
詳
か
に
し
な
い
が
︑

し
か
し
多
く
の
場
合
に
お
い
て
そ
れ
は
創
作
と
い
う
子
を
腹
に
持

て
る
妊
婦
の
激
し
い
易
感
性
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
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る
︒し

か
し
先
生
は
一
方
創
作
に
と
っ
つ
か
れ
る
程
度
が
烈
し
い
と

と
も
に
︑
他
方
に
そ
れ
に
堪
え
得
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
ま
た
ず
い
ぶ

ん
強
か
っ
た
︒
か
く
て
先
生
は
先
生
の
い
わ
ゆ
る
小
説
﹁
活
動
と

発
展
﹂
と
に
乗
っ
て
︑
初
め
は
短
編
の
積
り
の
が
長
編
に
な
っ
た

り
︑
百
回
で
済
む
積
り
が
百
二
十
回
に
も
三
十
回
に
も
な
る
と
い

う
よ
う
な
経
過
を
繰
返
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
明
か
に
先
生
の
長
編
作

家
た
る
素
質
が
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
︒
先
生
は
傑
出
し
た
短
編

作
家
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
短
編
も
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
作

者
の
創
作
的
活
動
の
流
れ
を
制
し
切
れ
ず
し
て
長
く
な
る
と
い
う
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傾
向
が
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
点
で
先
生
は
都
会
人
的
に
痩
せ
た
作

家
で
な
く
て
︑
む
し
ろ
原
始
的
に
ス
タ
ウ
ト
な
作
家
で
あ
っ
た
︒

こ
の
事
を
思
う
時
に
︑
先
生
の
胃
弱
に
悩
ま
さ
れ
た
肉
体
が
剣
客

の
よ
う
な
恰
好
を
有
し
︑
先
生
の
謡
を
う
た
う
声
の
量
が
︑
少
し

鼻
に
か
か
り
な
が
ら
実
に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
連
想
せ
ざ
る
を
得

な
い
︒
先
生
の
作
品
が
拵
物
だ
と
い
う
批
難
を
受
け
た
一
つ
の

こ
し
ら
え
も
の

理
由
が
︑
先
生
の
創
作
に
お
け
る
頭
脳
の
参
加
の
多
量
と
い
う
こ

と
と
と
も
に
︑
先
生
の
小
説
自
身
の
発
展
と
活
動
と
の
線
が
太
く

強
く
︑
こ
こ
に
作
ら
れ
た
第
二
の
自
然
が
第
一
の
自
然
に
か
ま
わ

な
い
よ
う
な
感
じ
を
読
者
に
与
え
た
の
に
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
は
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い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
私
の
記
憶
に
よ
る
と
﹁
明
暗
﹂
の
ご
と

き
は
た
し
か
に
こ
う
い
う
感
じ
を
与
え
る
︒
し
か
も
こ
の
作
品
自

身
は
作
者
の
中
に
み
い
っ
て
︑
辰
野
隆
君
の
指
摘
し
た
よ
う
に
何

と
な
く
一
種
の
鬼
気
を
さ
え
感
ぜ
し
め
る
よ
う
な
所
が
あ
る
の
で

あ
る
︒

五

先
生
は
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
を
出
し
始
め
て
四
五
日
目
の
四
月
二
十
四

日
に
︑
兵
庫
県
の
一
少
年
松
尾
寛
一
に
与
え
て
︑
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﹁
あ
の
﹃
心
﹄
と
い
う
小
説
の
な
か
に
あ
る
先
生
と
い
う
人
は

も
う
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
︒
名
前
は
あ
り
ま
す
が
︑
あ
な
た

が
覚
え
て
も
役
に
立
た
な
い
人
で
す
︑
あ
な
た
は
小
学
の
六
年

で
よ
く
あ
ん
な
も
の
を
よ
み
ま
す
ね
︒
あ
れ
は
小
供
が
よ
ん
で

た
め
に
な
る
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
お
よ
し
な
さ
い
︒

⁝
⁝
﹂

と
書
い
て
お
ら
れ
る
︒
こ
の
手
紙
に
示
さ
れ
て
お
る
こ
と
は
私
が

今
初
め
て
気
づ
い
た
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
の
中
に

あ
る
﹁
赤
シ
ャ
ツ
﹂
だ
と
か
﹁
山
嵐
﹂
だ
と
か
﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂

自
身
だ
と
か
を
︑
し
い
て
実
在
の
一
つ
の
人
物
に
し
て
了
わ
ね
ば
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承
知
し
な
い
よ
う
な
読
者
は
︑
こ
の
手
紙
を
見
て
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
の

中
の
﹁
先
生
﹂
を
一
つ
の
モ
デ
ル
に
帰
し
て
し
ま
い
た
が
る
こ
と

で
あ
ろ
う
︒
こ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
の
中
の
﹁
先
生
﹂

に
似
た
経
歴
を
持
っ
た
人
が
先
生
の
知
人
の
中
に
か
つ
て
生
き
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
︑
ま
ず
確
か
だ
と
想
像
し
て
よ
か
ろ
う
︒
し

か
し
そ
れ
は
こ
の
小
説
に
出
て
来
た
こ
と
が
皆
事
実
で
あ
る
こ
と

を
必
要
と
し
な
い
し
︑
況
ん
や
﹁
先
生
﹂
な
る
主
人
公
の
考
え
方

い
わ

や
感
じ
方
や
人
生
観
が
︑
そ
の
あ
る
実
在
の
人
物
の
考
え
方
や
感

じ
方
や
人
生
観
で
あ
る
の
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
︒

創
作
は
た
と
え
い
か
な
る
実
在
の
人
間
を
モ
デ
ル
に
し
て
も
︑
結
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局
は
創
作
家
自
身
の
表
現
で
あ
る
が
︑﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
こ
そ
は
そ
の

意
味
に
お
い
て
︑
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
意
味
に
お
い
て
︑
最
も
多

く
作
家
自
身
の
出
て
お
る
小
説
で
あ
る
︒
い
っ
た
い
先
生
は
事
件

や
人
物
の
性
格
や
を
芸
術
的
に
把
握
す
る
力
が
非
常
に
優
れ
て
お

ら
れ
る
︒
こ
れ
は
例
え
ば
﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
の
中
の
自
分
の
知
っ

て
お
る
光
景
や
︑
自
分
の
知
っ
て
お
る
人
物
の
特
徴
の
描
写
な
ど

か
ら
も
︑
具
体
的
に
も
証
拠
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か

し
こ
う
し
た
事
件
や
人
物
か
ら
示
唆
を
受
け
た
り
︑
そ
れ
を
材
料

に
使
っ
て
も
︑
そ
れ
も
全
体
的
に
そ
の
ま
ま
描
写
し
︑
そ
う
い
う

モ
デ
ル
や
事
件
に
引
き
ず
ら
れ
た
よ
う
な
作
品
は
︑
先
生
の
作
品
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の
中
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

︱
自
叙
伝
的
な
﹁
道
草
﹂
だ

け
は
別
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が

︱
︒
こ
う
い
う
作
風
が
︑
現
実

の
描
写
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
自
然
主
義
的
作
品
の
時
代
に
︑
真
実

に
遠
い
も
の
と
見
ら
れ
た
こ
と
は
︑
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
︒
け
っ
き
ょ
く
先
生
の
志
す
と
こ
ろ
は
事
件
や
人
物
を
外
か
ら

全
面
的
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
て
︑
こ
う
い
う
も
の
か

ら
示
唆
を
受
け
︑
そ
れ
を
使
っ
て
︑
内
か
ら
そ
れ
を
組
織
し
命
づ

け
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
な
く
て
︑
こ
う
い
う
も
の
か
ら
示
唆
を

受
け
︑
そ
れ
を
使
っ
て
︑
内
か
ら
そ
れ
を
組
織
し
命
づ
け
て
行
こ

う
と
す
る
に
あ
る
︒
先
生
自
身
の
把
み
得
た
る
内
的
生
命
を
以
て

つ
か



39

そ
れ
ら
を
有
機
化
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
︒
作
品
の
中
心
生
命
を

な
す
も
の
が
︑
作
者
自
身
だ
と
い
う
こ
と
が
︑
技
術
の
上
ば
か
り

で
な
く
内
容
か
ら
も
最
も
多
く
い
い
得
ら
れ
る
の
は
︑
実
に
先
生

の
作
品
で
あ
る
︒
先
生
は
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
を
描
写
す
る
の
で
は

な
く
て
︑
先
生
自
身
を
内
か
ら
外
へ
押
し
出
し
た
︒
し
か
も
そ
れ

は
芸
術
的
手
段
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
し
て
︑
そ
こ
に
様
々
の
人

物
や
事
件
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
先
生
の
小

説
は
初
か
ら
こ
の
傾
向
を
た
ぶ
ん
に
有
し
て
い
た
が
︑大
患
以
後
︑

こ
と
に
﹁
行
人
﹂
と
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
と
に
お
い
て
そ
れ
が
最
も
著
し

い
︒
小
宮
が
﹁
漱
石
襍
記
﹂
中
で
︑﹁
比
喩
的
に
物
言
う
事
が
許
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さ
れ
る
な
ら
ば
︑﹃
行
人
﹄
を
書
い
て
先
生
は
一
度
狂
気
に
な
り
︑

﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
を
書
い
て
先
生
は
一
度
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
﹂
と
い

っ
た
の
は
確
か
に
中
っ
て
い
る
︑
動
も
す
れ
ば
拵
物
と
い
わ
れ
る

あ
た

や
や

に
か
か
わ
ら
ず
︑
先
生
の
作
の
ご
と
く
作
家
自
身
の
体
験
を
豊
富

に
濃
厚
に
盛
っ
た
作
品
が
人
生
と
人
心
と
を
教
え
る
こ
と
の
多
い

理
由
︑
ま
た
先
生
の
作
品
が
長
く
読
者
の
心
を
引
き
つ
け
る
理
由

を
主
と
し
て
こ
こ
に
見
出
し
た
い
︒
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六

以
下
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
に
対
す
る
私
の
覚
書
の
よ
う
な
も
の
を
書
き

並
べ
て
見
る
︒

一
︑
こ
の
小
説
は
全
体
に
亘
っ
て
︑﹁
先
生
﹂
と
い
う
主
人
公

に
対
す
る
純
真
な
一
青
年
の
側
か
ら
見
た
観
察
と
︑﹁
先
生
﹂
の

そ
の
青
年
に
対
す
る
告
白
と
か
ら
で
き
て
い
る
︒
自
己
を
否
定
す

る
心
持
か
ら
世
間
と
の
交
渉
を
断
ち
︑世
間
的
活
動
に
堪
え
得
ず
︑

世
間
に
向
っ
て
自
分
を
閉
じ
︑
孤
独
を
守
っ
て
い
る
﹁
先
生
﹂
が
︑

青
年
の
求
め
る
と
こ
ろ
の
な
い
︑
た
だ
真
実
を
知
ろ
う
と
し
て
無
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技
巧
に
肉
薄
し
て
来
る
純
真
に
対
す
る
尊
敬
と
好
意
と
に
よ
っ

て
︑
そ
の
固
い
心
を
打
開
き
︑
そ
の
誰
に
も
語
ら
な
か
っ
た
過
去

の
秘
密
を
語
る
に
至
る
美
し
い
内
的
経
過
は
︑
す
こ
ぶ
る
鮮
か
に

ま
た
し
み
じ
み
と
語
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
﹁
先
生
﹂
が
叔
父
に
対
す
る
道
徳
的
信
頼
を
失
っ
た
後
︑

偶
然
後
に
恋
人
と
な
る
娘
母
の
所
に
下
宿
す
る
︒
初
は
こ
の
母
子

を
も
信
じ
切
れ
ず
し
て
︑
色
々
な
功
利
的
目
的
の
存
在
を
疑
っ
た

﹁
先
生
﹂
の
神
経
が
︑﹁
相
手
か
ら
照
り
返
し
て
来
る
反
射
の
な

い
た
め
に
だ
ん

く
静
ま
っ
た
﹂
と
と
も
に
︑
孤
独
に
堪
え
得
ぬ
︑

人
間
か
ら
暖
み
を
求
め
て
止
ま
ぬ
心
は
︑
や
が
て
そ
の
娘
に
対
す
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る
恋
と
な
っ
て
来
る
道
行
の
中
に
︑﹁
先
生
﹂
の
﹁
精
神
的
に
癇

性
﹂
で
あ
り
な
が
ら
︑
否
︑
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
相
手
の
求
め
る
と

こ
ろ
の
な
い
︑素
直
な
誠
実
に
感
じ
易
い
敏
感
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

私
は
﹁
先
生
﹂
の
中
に
表
現
さ
れ
た
こ
う
い
う
心
境
を
思
う
時
︑

漱
石
先
生
自
身
の
裏
に
動
い
て
い
た
心
境
を
も
思
わ
ざ
る
を
得
な

い
︑
す
な
わ
ち
私
は
︑
そ
の
当
時
に
対
し
て
か
つ
て
没
批
評
的
な

傾
倒
を
も
っ
て
近
づ
い
て
来
た
青
年
が
︑
年
よ
う
や
く
長
じ
て
生

意
気
に
批
評
的
に
な
り
︑
動
も
す
れ
ば
先
生
の
細
か
な
神
経
を
刺

や
や

激
し
て
︑
あ
る
場
合
に
は
︑
先
生
の
孤
独
感
を
刺
激
す
る
一
方
に
︑

そ
の
後
に
つ
づ
く
ヤ
ン
ガ
ー
・
ゼ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
青
年
ら
し
い
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傾
倒
が
︑
ま
た
先
生
の
心
の
固
ま
り
を
和
げ
︑
塞
が
り
を
打
開
こ

う
と
し
た
と
い
う
先
生
の
経
験
を
︑
そ
の
背
後
に
想
像
す
る
の
で

あ
る
︒

二
︑﹁
先
生
﹂
の
徹
頭
徹
尾
道
徳
的
な
性
格
は
︑
ま
た
先
生
の

そ
う
い
う
性
格
を
語
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
先
生
﹂
は
い
っ
て
い
る
︒

﹁
私
の
暗
い
と
い
う
の
は
も
と
よ
り
倫
理
的
に
暗
い
の
で
す
︑
私

は
倫
理
的
に
生
れ
た
男
で
す
︒
ま
た
倫
理
的
に
育
て
ら
れ
た
男
で

す
︒
そ
の
倫
理
上
の
考
に
今
の
若
い
人
と
だ
い
ぶ
違
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
ど
う
間
違
っ
て
も
︑
私
自
身

の
も
の
で
す
︒
間
に
合
せ
に
借
り
た
損
料
着
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
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ま
た
﹁
先
生
﹂
は
自
分
が
義
務
に
冷
淡
だ
か
ら
世
間
的
交
渉
を

し
な
い
の
で
な
い
︒﹁
む
し
ろ
鋭
敏
す
ぎ
て
刺
激
に
堪
え
る
だ
け

の
精
力
が
な
い
か
ら
﹂
消
極
的
な
月
日
を
送
る
の
だ
と
い
う
て
い

る
︒
そ
う
い
う
﹁
先
生
﹂
が
自
分
の
道
徳
的
信
頼
を
破
っ
た
叔
父

に
対
し
執
拗
な
復
讐
心
を
抱
き
︑
そ
の
復
讐
心
が
転
じ
て
人
間
を

信
じ
て
や
ら
な
い
と
い
う
心
持
に
な
り
︑
し
か
も
人
間
の
虚
偽
に

敏
感
で
あ
る
と
と
も
に
︑
人
間
の
誠
実
を
無
視
し
得
な
い
︒
よ
き

意
味
で
﹁
お
人
好
し
﹂
の
﹁
先
生
﹂
が
︑
人
か
ら
離
れ
よ
う
と
す

る
心
と
人
と
和
ご
う
と
す
る
心
と
の
矛
盾
に
苦
ん
で
い
る
時
︑
そ

の
矛
盾
を
無
造
作
に
青
年
時
代
の
恋
愛
の
情
熱
に
溶
か
さ
れ
︑
し
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か
も
そ
の
燃
え
る
恋
愛
の
欲
求
の
た
め
に
︑
い
つ
の
間
に
か
そ
の

競
争
者
を
待
ち
伏
せ
て
陥
れ
る
猾
策
を
犯
し
︑
そ
の
競
争
者
の
人

格
の
善
良
に
敬
意
を
払
わ
ず
し
て
︑
そ
れ
に
つ
け
こ
む
と
い
う
卑

劣
を
敢
て
し
︑﹁
策
略
と
し
て
勝
っ
て
も
人
間
と
し
て
負
け
た
﹂

と
い
う
痛
ま
し
い
自
覚
の
烙
印
を
︑
一
生
そ
の
額
に
印
せ
ざ
る
を

得
ざ
る
運
命
を
負
い
︑
人
間
が
性
来
悪
い
と
い
う
よ
り
も
︑﹁
い

ざ
と
い
う
間
際
に
皆
悪
人
に
変
る
ん
だ
﹂
と
い
う
恐
ろ
し
い
事
実

を
︑
仇
敵
視
し
た
叔
父
と
自
分
と
の
間
に
共
通
に
︑
否
︑
人
間
の

す
べ
て
に
見
︑
し
か
も
自
分
を
罪
人
だ
と
断
ず
る
心
持
は
︑
そ
の

懺
悔
の
心
持
を
積
極
的
な
人
間
愛
に
持
っ
て
行
く
と
こ
ろ
の
︑
一



47

面
に
は
強
さ
︑
他
面
に
は
鈍
感
を
持
ち
得
ず
︑
不
測
な
悲
劇
的
運

命
の
下
に
︑
こ
の
運
命
を
明
か
に
知
る
こ
と
も
な
く
︑
し
か
も
そ

の
暗
さ
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
一
生
の
伴
侶
た
る

妻
に
︑
つ
つ
ま
し
い
︑
寂
し
い
︑
人
間
の
罪
を
背
景
に
持
っ
た
愛

を
贈
る
﹁
先
生
﹂
の
生
涯
は
︑
実
際
宗
教
の
敷
居
に
ほ
と
ん
ど
接

触
せ
ん
と
す
る
道
徳
的
生
涯
で
あ
っ
た
︒

﹁
先
生
﹂
は
頭
を
働
か
せ
て
判
断
す
る
癖
を
持
つ
と
と
も
に
︑
そ

れ
を
ハ
ー
ト
に
持
っ
て
行
か
ね
ば
承
知
が
で
き
な
か
っ
た
︒﹁
冷

か
な
頭
で
新
し
い
事
を
口
に
す
る
よ
り
も
熱
し
た
舌
で
平
凡
な
説

を
述
べ
る
ほ
う
が
生
き
て
い
る
と
信
﹂
ず
る
人
で
あ
る
︒
そ
こ
に
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や
は
り
﹁
先
生
﹂
を
通
じ
て
の
先
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
要

す
る
に
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
は
わ
が
国
の
小
説
に
ほ
と
ん
ど
多
く
を
見
な

い
道
徳
的
な
小
説
で
あ
る
︒
否
こ
れ
く
ら
い
純
粋
に
道
徳
的
な
セ

ン
チ
メ
ン
ト
を
取
扱
っ
た
も
の
は
︑
西
洋
の
小
説
に
も
お
そ
ら
く

は
た
く
さ
ん
あ
る
ま
い
︒
し
か
も
そ
れ
は
断
じ
て
抽
象
的
な
道
徳

的
説
教
で
は
な
い
︒
人
生
の
道
徳
的
真
実
の
描
写
で
あ
り
︑
表
現

で
あ
る
︒

な
お
つ
け
加
え
て
い
い
た
い
こ
と
は
︑
先
生
の
小
説
に
現
わ
れ

た
﹁
道
徳
﹂
は
︑
人
間
の
純
真
な
る
心
と
そ
の
心
か
ら
発
し
た
行

為
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
人
為
的
な
世
間
的
な
方
便
的
な
約
束
︑
す
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な
わ
ち
人
為
に
対
し
て
︑
よ
く
自
然
と
い
う
詞
で
い
い
現
わ
さ
れ

て
い
る
︒
こ
う
い
う
考
え
方
は
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
に
も
出
て
い
る
し
︑

﹁
行
人
﹂
に
も
著
し
く
現
わ
れ
て
い
る
︒

今
一
つ
い
い
た
い
の
は
︑
先
生
の
小
説
の
中
に
は
︑
こ
う
い
う

道
徳
的
癇
性
者
に
対
し
て
︑
人
生
の
一
大
事
な
る
道
徳
的
誠
実
を

あ
ま
り
気
に
せ
ず
︑
し
か
も
そ
の
人
間
は
好
人
物
で
快
活
で
よ
く

世
間
と
睽
離
し
な
い
よ
う
な
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

け
い
り

る
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
こ
の
作
で
は
青
年
の
父
で
あ
る
︒﹁
行
人
﹂

で
は
一
郎
の
弟
二
郎
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
先
生
に
は
天
真
を
傷
け

ぬ
︑
こ
う
し
た
暢
気
な
︑
い
わ
ば
お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
一
面
も
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た
し
か
に
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
意
味
で
一
郎
と
二
郎
と
は
先
生
の

分
身
で
あ
っ
た
︒
先
生
を
一
郎
の
ご
と
く
狂
せ
し
め
ず
︑﹁
先
生
﹂

の
ご
と
く
自
殺
せ
し
め
な
か
っ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
先
生
の
有
す

る
こ
の
楽
天
的
一
面
の
力
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

三
︑
私
は
﹁
先
生
﹂
の
恋
の
ラ
イ
バ
ル
の
Ｋ
が
非
常
に
よ
く
書

け
て
い
る
と
思
う
︒
一
面
に
は
周
囲
に
鈍
感
で
あ
っ
て
︑
強
い
意

志
で
自
分
の
志
す
と
こ
ろ
に
精
進
す
る
道
徳
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
︑
し

か
も
そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
作
為
な
く
虚
偽
な
き
純
真
︑
同
時
に
一

切
の
責
を
自
分
に
負
っ
て
人
を
累
わ
さ
な
い
孤
独
的
な
強
さ
︑
そ

れ
も
努
め
て
や
っ
た
の
で
な
い
自
然
的
な
強
さ
は
﹁
先
生
﹂
の
遺
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書
の
中
に
実
に
簡
勁
に
︑
具
体
的
に
描
出
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え

ば
﹁
先
生
﹂
か
ら
恋
愛
の
こ
と
を
問
い
詰
め
ら
れ
て
︑﹁
覚
悟
︑

︱
覚
悟
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
﹂
と
︑
独
言
の
よ
う
に
ま
た
夢

の
中
の
言
葉
の
よ
う
に
い
っ
た
と
い
う
一
節
︑
自
殺
し
た
時
の
遺

書
の
中
に
多
く
を
い
わ
ず
︑﹁
も
っ
と
早
く
死
ぬ
べ
き
で
あ
っ
た
﹂

と
洩
ら
し
た
詞
の
ご
と
き
︑
実
に
リ
ア
ル
に
読
者
に
迫
る
も
の
が

あ
る
︒
そ
れ
と
私
の
好
む
の
は
︑﹁
先
生
﹂
の
奥
さ
ん
に
現
わ
れ

た
女
性
で
あ
る
︒
理
解
を
持
ち
な
が
ら
︑
そ
れ
を
頭
に
持
っ
て
来

る
こ
と
を
欲
せ
ず
︑
心
臓
の
世
界
に
つ
つ
ま
し
く
止
め
て
い
る
よ

う
な
︑
静
か
な
︑
暖
か
な
︑
寡
欲
な
女
性
で
あ
る
︒
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四
︑﹁
先
生
の
遺
書
﹂
の
中
で
な
お
問
題
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑

﹁
Ｋ
が
何
故
に
自
殺
し
た
か
﹂﹁
先
生
は
何
故
に
Ｋ
の
自
殺
に
つ

い
て
︑
妻
の
前
に
自
己
を
告
白
し
な
か
っ
た
か
﹂﹁
先
生
は
何
故

に
そ
の
愛
す
る
寂
し
い
妻
を
残
し
て
自
殺
し
て
い
っ
た
か
﹂
等
が

あ
る
で
あ
ろ
う
︒
私
は
今
小
説
の
描
写
を
す
る
よ
り
以
外
に
︑
こ

れ
ら
の
こ
と
を
説
明
す
る
興
味
を
多
く
持
た
な
い
︒
こ
れ
ら
が
読

者
と
し
て
の
私
に
は
不
自
然
な
く
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
に
止

め
て
お
く
︒

ま
た
﹁
先
生
﹂
は
そ
の
遺
書
の
中
に
︑
明
治
天
皇
の
崩
御
に
説

き
及
ぼ
し
︑﹁
私
は
明
治
の
精
神
が
天
皇
に
始
ま
っ
て
天
皇
に
終
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っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
︒
最
も
強
く
明
治
の
影
響
を
受
け
た

私
共
が
︑
そ
の
後
に
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
必
竟
時
勢
遅
れ
だ
と

い
う
感
じ
が
胸
を
打
ち
ま
し
た
﹂
と
い
い
︑﹁
自
分
が
殉
死
す
る

な
ら
ば
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
つ
も
り
だ
﹂
と
い
い
︑
同
時
に

乃
木
大
将
の
明
治
十
年
の
西
南
役
以
来
死
の
う
と
思
い
つ
つ
︑
生

き
な
が
ら
え
た
三
十
五
年
の
苦
衷
に
深
い
同
情
を
払
っ
て
い
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
も
今
論
議
す
る
余
裕
を
欠
く
が
︑
た
だ
こ
の
﹁
先

生
﹂
の
告
白
が
ま
た
先
生
の
胸
臆
の
一
隅
に
あ
っ
た
実
感
で
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
は
︑
想
像
す
る
に
難
く
な
い
こ
と
を
一
言
す
る
に
止

め
よ
う
︒

︵
昭
和
一
〇
・
一
一
﹁
思
想
﹂
漱
石
記
念
号
︶
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