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漱
石
先
生
が
帝
大
の
英
文
科
で
講
義
し
て
い
ら
れ
た
こ
ろ
常
に

口
癖
の
よ
う
に
お
用
い
に
な
っ
た
言
葉
の
中
に
﹁
か
く
か
く
の
こ

と
に
つ
い
て
ど
う
見
る
か
が
ま
ず
問
題
だ
が
﹂
と
い
う
の
が
あ
っ

た
こ
と
を
私
は
記
憶
し
て
い
る
︒
そ
の
こ
ろ
私
た
ち
の
ク
ラ
ス
の

上
級
生
で
あ
っ
た
森
巻
吉
君
は
お
り
お
り
こ
の
口
癖
を
上
手
に
ま

ね
て
英
文
科
の
学
生
た
ち
を
笑
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒
私
は
今
こ

の
親
し
み
の
あ
る
言
葉
を
藉
り
て
き
て
︑
夏
目
先
生
の
作
品
の
形

式
お
よ
び
内
容
の
う
え
か
ら
観
察
し
て
そ
の
全
体
と
し
て
の
特
異
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性
を
︑
ま
た
そ
の
作
品
の
価
値
を
﹁
ど
う
見
る
か
﹂
と
考
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
先
生
が
他
に
も
う
一
つ
口
癖
に
言
わ
れ
た

の
は
﹁
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
ー
と
い
う
男
は
⁝
⁝
﹂
で
あ
っ
て
︑
こ

の
い
わ
ゆ
る
﹁
い
う
男
は
﹂
が
問
題
と
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

先
生
の
自
尊
心
の
高
い
︑
気
位
の
高
い
︑
そ
し
て
ま
た
︑
西
洋
人

を
多
少
馬
鹿
に
し
た
意
味
が
た
ぶ
ん
に
含
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
特
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
ー
に

対
し
て
﹁
い
う
男
は
﹂
を
お
用
い
に
な
っ
た
の
は
︑
あ
る
い
は
一

種
の
親
し
み
の
意
を
含
ま
せ
て
の
お
心
持
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ

と
も
﹁
あ
の
得
体
の
知
れ
な
い
英
国
文
壇
の
謎
の
男
が
﹂
と
い
う
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意
味
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
︒
だ
が
私
は
十
中
八
九
ま
で
後

者
の
意
味
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
︒
そ
し
て
先
生
は
こ
の
意
味
で

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
ー
以
外
の
他
の
英
国
の
創
作
家
や
評
論
家
を
も

﹁
○
○
と
い
う
男
は
﹂
と
呼
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
い
な
︑

呼
ん
で
お
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
︑
そ
の
よ
う
な
見
方

で
彼
等
を
批
評
的
に
眺
め
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
想
像
す
る
︒
す
な

わ
ち
︑
こ
こ
に
夏
目
先
生
の
諷
譏
的
な
ま
た
皮
肉
な
観
察
の
態
度

が
窺
わ
れ
る
︒

夏
目
先
生
は
英
文
学
者
と
し
て
︑
小
説
家
と
し
て
︑
評
論
家
と

し
て
︑
随
筆
家
と
し
て
︑
漢
詩
お
よ
び
俳
句
の
詩
人
と
し
て
︑
ま
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た
前
半
生
は
教
壇
の
人
と
し
て
︑
い
わ
ば
︑
多
方
面
に
わ
た
っ
て

大
き
な
業
績
を
残
さ
れ
た
一
人
物
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
か
く
の
ご

と
く
多
方
面
に
わ
た
っ
て
︑
大
き
な
業
績
を
後
世
に
貽
さ
れ
た
の

の
こ

は
も
と
よ
り
先
生
の
叡
知
そ
の
も
の
の
齎
し
た
結
果
で
は
あ
る

が
︑
英
国
人
の
思
想
的
影
響
も
ま
た
︑
間
接
な
が
ら
も
︑
先
生
の

文
学
者
と
し
て
の
生
活
を
指
導
す
る
に
あ
る
種
の
役
割
を
為
し
た

も
の
だ
と
考
え
得
る
︒
英
国
に
は
古
来
こ
の
型
の
文
学
者
が
多
か

っ
た
︒
学
者
で
あ
っ
て
ま
た
文
壇
の
大
き
な
存
在
と
成
っ
た
実
例

は
英
国
に
枚
挙
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
多
い
︒
ま
た
大
文
豪

と
し
て
国
の
内
外
に
そ
の
名
を
識
ら
れ
た
人
で
国
内
で
第
一
流
の
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政
治
家
と
し
て
︑
あ
る
い
は
実
際
生
活
の
各
方
面
で
広
く
大
き
く

活
動
し
て
い
た
人
物
も
か
な
り
多
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
漱
石
先

生
の
ご
と
き
人
物
型
は
︑
英
国
文
学
者
の
場
合
に
あ
り
て
は
む
し

ろ
普
通
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
︒
新
井
白
石
は
日
本
建
国
以
来
唯

一
無
二
の
英
国
式
の
大
人
物
で
あ
っ
た
︒
漱
石
先
生
は
も
ち
ろ
ん

白
石
に
比
肩
し
得
べ
き
は
ず
も
な
い
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
日
本
の

小
説
家
と
し
て
は
珍
ら
し
い
ほ
ど
学
者
と
し
て
の
素
質
と
学
識
と

を
持
っ
て
お
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
先
生
に
は
英
国
の
著
述
家
の
ご

と
き
︑
ま
た
新
井
白
石
の
ご
と
き
︑
規
模
の
大
き
な
も
の
が
欠
け

て
い
た
の
み
な
ら
ず
︑
大
き
な
ま
た
健
全
な
常
識
が
欠
け
て
い
た
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こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒

由
来
英
国
人
の
長
所
の
一
と
し
て
世
界
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る

事
柄
は
︑
い
か
な
る
場
合
に
臨
ん
で
も
中
正
堅
実
の
常
識
道
を
固

く
守
っ
て
進
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
主
義
は
と
も
す
れ
ば

放
縦
に
流
れ
や
す
い
文
学
者
の
生
活
と
︑
ま
た
そ
の
作
品
の
内
容

形
式
が
無
秩
序
無
統
制
に
堕
す
る
の
は
英
国
以
外
の
文
学
国
に
お

い
て
あ
ま
り
に
も
多
く
見
ら
る
る
も
の
で
あ
る
が
英
国
の
文
学
者

に
こ
の
弊
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
英
国
の
代
表
的
な
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
は
古
来
己
が
伝
統
の
美
と
称
す
る
も
の
を
墨
守
し
︑
決
し

て
い
た
ず
ら
に
時
流
に
媚
び
て
売
文
の
非
を
犯
そ
う
と
す
る
も
の
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は
な
か
っ
た
︒
か
つ
て
文
豪
ウ
ェ
ル
ズ
が
た
だ
一
つ
の
新
し
い
単

語
を
﹁
タ
イ
ム
ス
﹂
の
社
説
欄
の
中
で
不
用
意
に
使
用
し
た
た
め

に
︑
読
者
の
詰
問
と
非
難
を
受
け
︑
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
︑
つ

い
に
天
下
第
一
の
大
新
聞
﹁
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ス
﹂
の
編
集
部

か
ら
︑
永
久
に
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
一
例
で
も
明
ら

か
で
あ
る
ご
と
く
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
措
辞
文
体
で
す
ら
伝
統

⁝
⁝
健
全
な
常
識
力
が
経
験
の
力
で
築
き
上
げ
た
伝
統
の
威
力
の

前
に
立
ち
て
は
作
者
の
自
分
か
っ
て
の
振
舞
は
決
し
て
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
︒
英
国
の
古
い
歴
史
を
持
っ
た
大
新
聞
や
文
学
評
論

雑
誌
は
︑
お
お
む
ね
こ
の
伝
統
に
よ
り
存
在
し
て
き
た
も
の
で
あ
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る
︒
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
ふ
う
を
学
ん
だ
新
聞
は
﹁
東
京
朝
日

新
聞
﹂﹁
国
民
新
聞
﹂﹁
万
朝
﹂︵
た
だ
し
社
説
欄
︶
等
で
あ
っ
た
︒

な
か
ん
ず
く
︑﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂
の
社
説
欄
は
英
国
型
の
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
手
堅
い
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
た
の
で
﹁
日
本
の
ロ

ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ス
﹂
の
名
を
も
っ
て
海
外
に
知
ら
れ
て
い
た
ほ

ど
で
あ
る
︒
文
章
の
ス
タ
イ
ル
す
な
わ
ち
執
筆
者
の
風
格
の
自
然

的
発
露
は
英
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
編
集
理
念
の
生
命
で
あ
っ

た
︒
夏
目
先
生
の
小
説
︑
評
論
︑
随
筆
類
︑
そ
の
他
の
い
ろ
い
ろ

の
種
類
の
小
品
は
皆
英
国
式
の
﹁
ス
タ
イ
ル
﹂
を
も
っ
て
一
貫
し

て
い
る
︒
日
本
文
学
の
発
達
史
上
に
先
生
の
貢
献
せ
ら
れ
た
大
き
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な
事
跡
は
英
国
文
学
の
風
格
移
植
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
称
し
得

ス
タ
イ
ル

る
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
昔
わ
が
国
文
学
が
支
那
の
文
学
に
学
ん

で
︑
新
た
に
一
つ
の
風
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
と
同
様
で
あ

る
︒﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂
の
英
国
型
の
ス
タ
イ
ル
が
年
を
経
る
に

つ
れ
て
し
だ
い
に
純
日
本
式
の
も
の
と
成
っ
た
の
に
比
し
︑
夏
目

先
生
に
よ
り
て
創
始
さ
れ
た
﹁
ス
タ
イ
ル
﹂
は
わ
が
国
文
学
に
︑

な
お
ま
だ
そ
の
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
は
事
実
で
あ
る

が
︑
こ
れ
も
﹁
時
﹂
そ
の
も
の
が
そ
の
最
後
の
結
論
を
与
え
て
く

れ
る
と
思
う
︒

漱
石
先
生
の
文
学
観
は
日
本
人
的
の
道
徳
を
た
ぶ
ん
に
取
り
入
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れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
こ
の
点
に
お
い
て
︑
先
生
の
作
品
は
そ
の

こ
ろ
の
写
実
派
と
称
す
る
も
の
の
文
学
的
作
品
と
甚
し
く
異
っ
て

い
る
︒
先
生
は
日
本
の
写
実
派
は
写
実
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
明

ら
か
に
認
識
す
る
こ
と
な
く
︑
い
た
ず
ら
に
醜
き
場
面
を
そ
の
ま

ま
に
描
き
出
す
の
が
写
実
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
事
実
を
﹁
文

学
論
﹂
の
中
に
お
い
て
指
摘
し
て
お
ら
る
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
︑
先

生
は
英
国
写
実
派
の
小
説
は
︑日
本
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
り
︑

人
生
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
面
に
お
い
て
︑
大
き
く
働
い
て
い
る
道
徳

そ
の
も
の
を
常
に
基
督
教
的
思
想
で
巧
み
に
彩
色
し
︑
か
つ
こ
れ

を
教
訓
的
に
取
扱
お
う
と
す
る
こ
と
を
で
き
得
る
限
り
避
け
ん
が
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た
め
に
︑
い
ろ
い
ろ
の
手
法
を
用
い
て
い
る
の
は
そ
の
筆
者
の
苦

心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
英
国
写
実
小
説
の
特
色
が

あ
る
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
︒
わ
が
国
の
勧
善
懲
悪
主
義
の
昔

の
小
説
は
英
国
第
十
八
世
紀
の
写
実
派
の
小
説
に
比
較
す
る
な
ら

ば
明
ら
か
に
儒
教
的
ま
た
は
仏
教
的
道
徳
の
鼓
吹
に
役
立
っ
た
も

の
で
あ
る
が
︑
英
国
の
場
合
の
ご
と
く
写
実
的
効
果
を
大
き
く
現

し
て
い
な
い
︒
夏
目
先
生
は
︑
英
国
写
実
主
義
小
説
家
の
手
法
を

巧
み
に
取
り
入
れ
て
御
自
身
の
小
説
を
書
か
れ
た
も
の
と
想
像
す

る
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
先
生
は
明
ら
か
に
日
本
小
説
界
に
純
英

国
型
の
写
実
主
義
小
説
の
長
所
を
活
用
し
て
新
ら
し
い
手
法
を
創
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始
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
先
生
の
写

実
主
義
手
法
は
常
に
先
生
の
理
知
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
︑
情
熱
の
炎
に
欠
け
て
い
る
︒
冷
た
い
批
判
の
メ
ス
が
あ

ま
り
に
も
多
く
心
理
的
解
剖
の
犠
牲
に
成
っ
て
い
る
︒
先
生
の
理

知
の
力
は
と
も
す
れ
ば
論
理
と
分
析
と
の
冗
漫
な
過
労
に
濫
費
さ

れ
ん
と
す
る
杞
憂
が
あ
る
︒
明
治
初
年
に
お
い
て
わ
が
国
の
写
実

主
義
小
説
に
初
め
て
︑
新
ら
し
い
意
味
に
お
い
て
の
写
実
主
義
を

創
始
し
た
坪
内
逍
遥
の
﹁
書
生
気
質
﹂
は
︑
そ
の
規
模
お
よ
び
構

想
に
お
い
て
き
わ
め
て
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
て
︑
と
う
て
い
こ
れ

を
漱
石
先
生
の
﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
や
﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
に
く
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ら
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
劣
っ
て
い
る
が
︑
し
か
も
逍
遥
は

決
し
て
冗
漫
な
論
理
と
解
剖
の
濫
費
に
堕
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
︒
鷗
外
も
ま
た
西
洋
式
の
写
実
主
義
を
日
本
文
学
の
う
え
に
徹

底
さ
せ
︑
ま
た
こ
れ
を
小
説
界
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
文
豪
で

あ
っ
た
が
︑
し
か
も
︑
鷗
外
は
漱
石
先
生
の
ご
と
き
冗
漫
な
論
理

を
弄
ば
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
分
析
解
剖
の
煩
瑣
な
外
科
的
手
法
を

鷗
外
は
繰
り
返
さ
な
か
っ
た
︒
鷗
外
は
も
と
も
と
医
学
の
本
場
ド

イ
ツ
に
お
い
て
う
ん
と
医
学
の
す
ぐ
れ
た
知
識
を
積
ん
で
き
た
大

家
で
あ
っ
た
︒
ま
た
彼
は
近
代
西
洋
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
知

識
に
も
通
暁
し
て
い
た
学
者
で
あ
っ
た
︒
精
神
科
学
と
医
学
と
の
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接
触
は
鷗
外
な
ら
で
は
わ
が
国
の
い
か
な
る
学
者
も
あ
え
て
為
し

得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
鷗
外
は
特
に
そ
の
メ
ス
を
一
度
用
い

よ
う
と
さ
え
す
る
な
ら
ば
漱
石
先
生
以
上
に
肉
体
の
う
え
に
も
精

神
の
う
え
に
も
正
確
に
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ

た
︒
し
か
る
に
鷗
外
は
か
く
の
ご
と
き
こ
と
を
彼
の
文
学
的
作
品

の
う
え
に
決
し
て
試
み
な
か
っ
た
︒
加

之
︑
鷗
外
は
漱
石
先

し
か
の
み
な
ら
ず

生
よ
り
は
は
る
か
に
深
い
ま
た
広
い
精
神
文
化
の
知
識
に
富
ん
で

い
た
︒
し
か
る
に
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
は
決
し
て
論
理
の

遊
戯
に
陥
る
が
ご
と
き
こ
と
を
あ
え
て
し
な
か
っ
た
︒

漱
石
先
生
の
叡
知
は
人
生
の
奥
を
徹
見
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
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ま
で
進
ん
で
い
た
︒
先
生
は
こ
の
驚
く
べ
き
叡
知
を
も
っ
て
︑
人

間
の
心
の
裏
面
を
す
ら
見
破
ろ
う
と
企
て
ら
れ
た
︒
し
か
も
︑
先

生
は
人
心
の
奥
に
隠
さ
れ
て
い
る
醜
き
正
体
を
で
き
得
る
限
り
芸

術
的
に
描
写
し
よ
う
と
苦
心
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
醜
き
姿
を
醜
き

ま
ま
に
写
し
出
そ
う
と
す
る
の
は
わ
が
国
の
写
実
主
義
派
の
一
般

的
手
法
で
あ
っ
た
︒
漱
石
先
生
の
構
想
と
ま
た
そ
の
手
法
は
ま
っ

た
く
こ
れ
と
異
っ
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
生
は
先
生
独
自

の
手
法
と
し
て
︑
常
に
学
者
的
態
度
を
も
っ
て
批
判
的
に
作
中
の

人
物
を
取
扱
お
う
と
企
て
ら
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
先
生
の
小
説
は

学
徒
の
間
に
普
及
性
を
持
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
吾
輩
は
猫
で
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あ
る
﹂
と
か
﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
と
か
い
う
一
見
き
わ
め
て
通
俗
的

な
軽
い
気
持
ち
を
与
え
る
作
品
は
︑
少
年
少
女
の
間
に
も
明
ら
か

に
歓
迎
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
場
合
に
お
け
る
先

生
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
す
な
わ
ち
読
者
か
ら
喜
ば
れ
る
理
由

は
︑
学
徒
対
象
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
︒

漱
石
先
生
の
学
究
的
思
想
の
根
本
組
織
は
︑
す
で
に
私
が
幾
度

も
繰
り
返
し
て
説
明
し
た
ご
と
く
︑
先
生
が
ロ
ン
ド
ン
で
日
夜
御

精
読
に
な
っ
た
そ
の
こ
ろ
の
西
洋
の
心
理
学
書
と
社
会
学
の
参
考

書
か
ら
学
ば
れ
た
知
識
を
も
と
と
し
て
︑
こ
れ
に
自
然
科
学
の
英



21

国
派
の
学
説
や
︑
医
学
を
も
と
と
し
て
精
神
科
学
を
解
説
し
よ
う

と
し
た
ド
イ
ツ
学
派
の
英
訳
書
等
の
中
か
ら
新
た
に
学
ば
れ
た
知

識
で
あ
っ
て
︑
先
生
は
︑
こ
れ
等
の
西
洋
人
の
学
説
を
総
合
し
て

学
究
的
に
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
創
始
し
よ
う
と
企
て
ら
れ
た
の
み

な
ら
ず
︑
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
自
己
の
小
説
に
お
い
て
実
現
し
よ
う

と
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
は
わ

ず
か
に
部
分
的
に
成
功
し
た
の
み
で
あ
っ
て
決
し
て
大
成
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
先
生
も
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
意

識
し
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
私
は
想
像
す
る
︒
思
う
に
先
生
が

も
う
一
年
間
か
二
年
問
御
存
命
で
あ
っ
た
な
ら
ば
﹁
明
暗
﹂
の
中
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に
こ
の
大
き
な
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
を
実
証
さ
れ
た
に
相
違
な
い
と
考

え
ら
れ
る
︒
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
テ
ー
ン
ヌ
が
﹃
英
国
文
学
史
﹄

に
お
い
て
民
衆
心
理
学
と
社
会
学
と
の
原
理
を
応
用
し
て
先
人
未

踏
の
大
規
模
な
著
述
を
書
い
た
が
︑
そ
れ
は
つ
い
に
失
敗
の
歴
史

を
残
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
彼
の
研
究
法
は
大
き
な

示
唆
を
彼
以
後
の
斯
道
の
学
者
に
与
え
た
︒
夏
目
先
生
も
ま
た
︑

お
そ
ら
く
彼
の
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
と
思
う
︒
し
か
も
︑
先
生
は
テ
ー
ン
ヌ
の
ご
と
く
心
理
学
と
社

会
学
に
造
詣
が
深
く
な
か
っ
た
︒
ゆ
え
に
そ
の
﹁
文
学
論
﹂
は
わ

ず
か
に
西
洋
人
の
書
い
た
あ
る
限
ら
れ
た
少
数
の
参
考
書
を
短
日
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月
の
間
に
急
い
で
お
読
み
に
な
っ
た
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

を
実
事
的
に
告
白
し
て
お
ら
る
る
に
す
ぎ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
先

生
が
﹁
文
学
論
﹂
の
中
で
い
わ
ゆ
る
先
生
の
文
学
観
な
る
も
の
を

御
説
明
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
御
所
見
が
実
証
的
に
大

き
く
現
わ
れ
た
小
説
は
一
つ
も
な
い
︒﹁
明
暗
﹂
以
外
の
多
く
の

小
説
な
い
し
小
品
物
は
決
し
て
先
生
が
﹁
文
学
論
﹂
で
詳
細
に
お

述
べ
に
な
っ
て
い
る
お
考
え
を
全
面
的
に
実
証
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
︒
こ
れ
等
は
要
す
る
に
﹁
明
暗
﹂
に
至
る
ま
で
の
小
手
し
ら

べ
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
︒
先
生
は
晩
年
に
お
い
て
よ
り
大
な
る

も
の
が
先
生
の
掌
中
か
ら
生
れ
て
く
る
こ
と
を
こ
れ
等
の
多
く
の
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作
品
で
先
触
れ
を
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
︒
私
た
ち
は
不
幸
に
し
て

先
生
の
文
豪
と
し
て
の
全
貌
を
つ
い
に
見
る
機
会
を
恵
ま
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
テ
ー
ン
ヌ
の
﹃
英
文

学
史
﹄
が
筆
者
の
精
神
の
受
難
の
跡
を
記
念
す
る
記
録
に
終
っ
た

の
と
類
似
し
て
い
る
︒
た
だ
漱
石
先
生
が
僥
倖
に
も
そ
の
小
手
し

ら
べ
の
作
品
で
︑
一
躍
し
て
日
本
文
壇
の
王
座
を
か
ち
得
ら
れ
た

こ
と
が
異
っ
た
点
で
あ
る
︒

先
生
の
英
文
学
の
御
造
詣
は
︑
少
く
と
も
第
十
八
世
紀
以
後
の

英
国
小
説
に
関
す
る
限
り
敬
服
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
︒し
か
も
︑

そ
れ
は
先
生
の
御
趣
味
に
適
す
る
も
の
の
み
に
関
し
て
の
正
確
な
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知
識
で
あ
っ
た
︒
先
生
は
決
し
て
濫
読
主
義
で
広
く
浅
く
読
書
す

る
軽
薄
な
読
書
家
で
は
な
か
っ
た
︒
先
生
の
英
文
学
の
知
識
は
実

に
驚
く
べ
き
正
確
さ
を
持
っ
て
で
き
て
い
た
と
私
は
考
え
る
︒﹁
狭

い
が
深
い
﹂
と
い
う
批
評
は
先
生
の
場
合
に
最
も
適
当
す
る
言
葉

で
あ
る
︒
そ
れ
ほ
ど
先
生
の
英
文
学
者
と
し
て
の
態
度
は
良
心
的

で
あ
っ
た
︒
し
か
れ
ど
も
こ
の
正
確
な
知
識
は
少
く
と
も
そ
の
特

殊
的
な
も
の
の
み
に
局
限
さ
れ
て
い
た
た
め
に
︑
つ
い
に
﹁
文
学

論
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
大
き
な
課
題
を
英
文
学
の
全
面
に
わ
た
っ

て
解
決
す
る
に
は
不
適
当
で
あ
っ
た
︒
む
し
ろ
こ
の
課
題
は
﹁
文

学
評
論
﹂︑
い
な
そ
れ
よ
り
は
﹁
英
文
学
評
論
﹂
と
で
も
銘
を
打
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っ
た
書
物
の
中
で
︑
解
説
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
り
適
当
で
あ
っ
た
と

考
え
得
る
で
あ
ろ
う
︒
私
は
こ
の
こ
と
を
考
え
る
毎
に
先
生
の
英

文
学
の
視
野
は
不
幸
に
し
て
あ
ま
り
に
狭
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と

す
る
︒
先
生
は
第
十
八
世
紀
以
前
の
英
文
学
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど

考
慮
を
払
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒
い
わ
ん
や
中

世
と
古
代
の
英
文
学
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
か
く
の
ご

と
き
視
野
の
狭
い
知
識
を
も
っ
て
英
国
人
の
文
学
観
を
全
体
的
に

批
判
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
決
し
て
妥
当
で
な
い
︒
先
生
の
英
文

学
観
は
も
ち
ろ
ん
先
生
の
優
逸
し
た
独
自
的
創
見
を
後
世
の
学
徒

に
与
え
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
は
少
く
と
も
﹁
文
学
評
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論
﹂
の
中
で
取
扱
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
︑
い
わ
ば
一
小
部
分
の
知

識
の
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
︒
私
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
先
生
の

こ
の
二
つ
の
教
壇
人
と
し
て
の
著
述
は
︑
英
文
学
研
究
に
志
す
も

の
の
中
の
︑
特
に
ひ
と
と
お
り
英
文
学
の
一
般
に
わ
た
り
て
の
常

識
⁝
⁝
も
ち
ろ
ん
専
門
の
知
識
を
指
さ
す
の
で
あ
る
が
⁝
⁝
を
高

等
程
度
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
も
の
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
得

る
も
の
で
あ
る
が
︑
初
歩
の
学
徒
に
は
あ
ま
り
役
立
た
な
い
書
だ

と
断
定
す
る
︒

次
に
私
は
先
生
の
英
文
で
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
考

察
し
よ
う
と
思
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
私
は
常
に
い
ろ
い
ろ
の
機
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会
で
幾
度
も
公
言
し
て
い
た
ご
と
く
︑
日
本
人
の
書
い
た
英
文
や

英
詩
を
︑
そ
の
表
現
技
術
の
う
え
か
ら
か
れ
こ
れ
批
評
す
る
の
は

決
し
て
ほ
む
べ
き
こ
と
で
は
な
く
︑
ま
た
か
く
の
ご
と
き
批
評
を

下
す
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
的
で
あ
る
か
ど
う
か
す
ら
疑
っ
て
い

る
く
ら
い
で
あ
る
︒
あ
の
大
文
章
家
の
頼
山
陽
の
漢
文
や
漢
詩
が

い
か
に
日
本
人
の
目
に
卓
越
し
た
も
の
と
映
じ
た
に
せ
よ
︑
支
那

の
文
章
家
は
一
言
の
下
に
﹁
あ
ん
な
も
の
は
ど
だ
い
な
っ
て
い
な

い
よ
﹂
と
嘲
笑
の
言
葉
で
葬
っ
て
い
た
の
を
見
て
も
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
お
り
︑
日
本
の
文
学
者
が
外
国
の
文
字
で
外
国
人

ら
し
く
己
が
思
想
を
組
み
立
て
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
至
難
で
あ
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る
ば
か
り
で
な
く
︑
た
と
い
︑
そ
れ
が
あ
る
程
度
ま
で
成
功
し
た

と
し
て
も
︑
ど
こ
か
に
日
本
人
臭
い
点
が
残
っ
て
い
る
の
は
当
然

で
あ
る
︒
特
に
日
本
人
と
し
て
の
性
格
を
た
ぶ
ん
に
所
有
し
て
い

る
文
学
の
場
合
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
︒
夏
目
先
生
は
特
に
日
本

人
の
中
で
も
強
靫
な
日
本
的
特
性
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
か

ら
︑
そ
の
英
文
や
英
詩
を
英
国
人
の
作
品
と
比
較
し
て
論
じ
る
こ

と
は
無
理
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
い
や
し
く
も
英
語
の
先
生
で
あ
り
︑

英
文
学
の
講
義
を
日
本
最
高
の
学
府
で
堂
々
と
講
じ
ら
れ
た
以

上
︑
そ
の
英
文
や
英
詩
の
出
来
栄
え
に
つ
い
て
後
世
批
評
さ
れ
て

も
致
し
方
は
な
い
︒
私
は
今
︑
先
生
の
こ
れ
等
の
英
語
で
書
か
れ
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た
も
の
を
鷗
外
の
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
も
の
に
比
較
し
て
み
た

い
︒
さ
す
が
は
鷗
外
で
あ
る
と
思
う
の
は
そ
の
ド
イ
ツ
文
が
実
に

あ
か
ぬ
け
が
し
て
い
る
︒
鷗
外
が
ド
イ
ツ
留
学
中
に
発
表
し
た
ド

イ
ツ
の
論
文
ま
た
は
文
学
的
小
品
は
ド
イ
ツ
人
で
す
ら
こ
れ
を
称

賛
し
て
い
た
︒
あ
る
ド
イ
ツ
の
文
学
者
は
こ
れ
が
日
本
人
の
書
い

た
も
の
だ
と
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
と
伝
え
言
わ
れ
て
い
る
︒
し

か
も
︑
そ
れ
は
鷗
外
の
二
十
歳
代
の
筆
で
あ
っ
た
か
ら
驚
く
︒
も

ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
語
の
文
章
は
英
語
の
ご
と
く
そ
の
措
辞
に
せ
よ
︑

ス
タ
イ
ル
に
せ
よ
︑
英
語
の
ご
と
く
複
雑
で
な
く
︑
ま
た
文
章
技

術
の
う
え
に
言
外
の
風
格
ま
た
は
伝
統
的
習
慣
法
が
必
ず
し
も
要
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求
さ
れ
て
い
な
い
︒
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
語
で
文
章
を
綴
る
こ
と
は
英

語
に
比
し
て
は
る
か
に
容
易
で
あ
る
︒
英
語
は
英
国
の
古
い
国
民

的
伝
統
に
よ
り
て
︑
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
う
え

に
な
お
︑
ラ
テ
ン
文
化
の
感
化
を
た
ぶ
ん
に
受
け
て
発
達
し
た
言

葉
で
あ
る
か
ら
︑
そ
し
て
ま
た
︑
昔
か
ら
文
章
の
巧
拙
を
口
や
か

ま
し
く
論
じ
て
き
た
国
民
で
あ
る
か
ら
︑
英
国
第
一
流
の
文
章
家

で
も
︑
批
評
家
の
口
か
ら
あ
げ
足
を
と
ら
れ
た
例
は
多
い
く
ら
い

で
あ
っ
て
︑
現
在
に
お
い
て
も
英
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
そ
の

所
論
の
中
で
︑
あ
る
い
は
ま
た
国
会
議
員
が
議
場
で
話
し
た
演
説

の
中
で
︑
そ
の
意
見
の
内
容
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
用
語
な
り
︑
発
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表
の
技
術
に
つ
い
て
か
れ
こ
れ
批
評
さ
れ
︑
場
合
に
よ
り
て
は
か

の
文
豪
ウ
ェ
ル
ズ
が
か
つ
て
﹁
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ス
﹂
紙
上
で

不
用
意
に
使
用
し
た
た
っ
た
一
つ
の
単
語
の
こ
と
か
ら
自
己
の
文

学
者
と
し
て
の
責
任
と
︑
ま
た
︑
天
下
の
大
新
聞
﹁
ロ
ン
ド
ン
・

タ
イ
ム
ス
﹂
の
権
威
を
汚
し
た
と
い
う
責
任
感
か
ら
そ
の
職
を
去

っ
た
の
で
も
わ
か
る
が
ご
と
く
︑
英
国
の
読
書
界
は
自
己
の
国
語

の
伝
統
的
自
負
を
ど
こ
ま
で
も
支
持
し
よ
う
と
す
る
国
民
で
あ

る
︒
ゆ
え
に
か
か
る
国
民
の
国
語
を
使
用
し
て
彼
等
と
同
等
の
成

績
を
上
げ
よ
う
と
考
え
る
だ
け
が
大
き
な
思
い
違
い
で
あ
る
︒
ド

イ
ツ
の
国
語
に
は
こ
の
よ
う
な
や
か
ま
し
い
制
約
は
な
い
︒
ゆ
え
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に
わ
が
日
本
の
学
徒
は
ド
イ
ツ
文
で
己
が
研
究
を
書
く
こ
と
は
決

し
て
困
難
な
仕
事
で
な
い
︒
こ
れ
に
反
し
て
英
文
で
英
国
人
並
に

書
く
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
︒
高
等
学
校
で
僅
々
二
三
年
学

ん
だ
ド
イ
ツ
語
の
知
識
が
あ
る
程
度
ま
で
直
ぐ
役
立
つ
の
に
反
し

て
︑
英
語
は
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
を
通
じ
て
七
八
年
の
長
日
月

を
通
じ
て
学
ん
で
も
な
お
ひ
と
と
お
り
の
知
識
を
掴
み
︑
こ
れ
を

実
際
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
は
︑
英
語
そ
の
も
の

の
持
つ
如
上
の
事
情
に
因
る
も
の
で
あ
る
︒
漱
石
先
生
の
英
文
ま

た
英
詩
は
こ
の
理
由
か
ら
鷗
外
の
ド
イ
ツ
文
に
比
し
て
甚
し
く
劣

っ
て
い
る
と
し
て
も
止
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
鷗
外
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は
た
と
い
大
文
豪
で
あ
っ
た
に
し
て
も
︑
漱
石
の
ご
と
く
外
国
文

学
を
専
攻
し
︑
ま
た
そ
れ
で
生
活
上
の
職
を
得
て
い
た
も
の
で
は

な
い
︒
ゆ
え
に
看
板
の
上
だ
け
で
は
漱
石
先
生
は
鷗
外
先
生
以
上

に
立
派
な
外
国
語
の
先
生
で
あ
っ
た
の
だ
︒
私
は
こ
の
看
板
を
理

由
と
し
て
漱
石
先
生
の
英
文
と
英
詩
を
一
瞥
す
る
︒

漱
石
先
生
の
英
文
は
決
し
て
拙
劣
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑

そ
れ
は
決
し
て
純
粋
の
垢
抜
け
の
し
た
英
文
で
は
な
か
っ
た
︒
先

生
の
理
屈
好
み
の
癖
は
英
文
の
う
え
に
も
現
わ
れ
て
い
る
︒
そ
し

て
特
に
そ
の
欠
点
は
と
か
く
日
本
の
学
者
に
有
り
が
ち
な
学
者
的

用
語
と
︑
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
法
で
あ
る
︒﹁
文
学
論
﹂
の
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中
に
使
用
し
て
お
ら
る
る
先
生
独
自
の
学
術
用
語
に
も
︑
こ
の
欠

点
が
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
︑
も
っ
と
平
易
な
も
っ
と

英
国
人
的
な
普
通
用
語
を
御
使
用
に
な
っ
た
な
ら
ば
と
思
わ
れ
る

く
ら
い
︑
小
む
つ
か
し
い
語
彙
と
言
い
ま
わ
し
方
が
あ
ま
り
に
も

多
く
先
生
の
英
文
に
現
わ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
目
を
転
じ
て
先
生
の
作
ら
れ
た
英
詩
を
通
覧
す
る
に
︑

そ
の
思
想
は
︑
先
生
独
自
の
日
本
詩
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
だ
と

想
像
し
得
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
が
い
っ
た
ん
英
語
で
書
か
れ
る
と

な
る
と
純
粋
の
英
詩
で
も
な
く
︑
ま
た
純
粋
の
日
本
詩
の
思
想
で

も
な
く
な
る
︒
野
口
米
次
郎
氏
の
小
詩
編
﹁
フ
ロ
ム
・
ジ
・
イ
ー
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ス
タ
ー
ン
・
シ
ー
﹂"

F
rom

the
E
astern

Sea
"

は
二
十
代
の
日

本
青
年
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
が
︑
そ
の
は
つ
ら
つ
た
る
思
想
を
な
ん
ら

の
誇
張
も
な
ん
ら
の
拘
束
も
な
く
自
由
自
在
に
歌
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
︑
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
大
き
な
思
想
も
な
く
︑
大
き
な
芸
術

的
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
も
な
い
が
︑
し
か
も
そ
れ
だ
け
率
直
で
︑
ま
た

そ
れ
だ
け
単
純
で
あ
る
︒
特
に
そ
の
英
語
は
リ
ズ
ム
を
生
命
と
し

て
い
る
以
外
に
別
に
語
彙
の
選
択
や
︑
古
語
新
語
の
差
別
上
の
研

究
的
考
慮
を
払
っ
た
痕
跡
も
な
い
︒
そ
れ
だ
け
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
の

英
文
は
ナ
イ
ー
ブ
で
あ
る
︒
漱
石
先
生
の
英
語
に
は
自
責
と
自
我

が
︑
そ
し
て
ま
た
︑
英
文
学
者
と
し
て
の
高
度
の
教
養
が
か
え
っ
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て
邪
魔
立
て
を
し
て
英
語
が
い
や
に
技
巧
的
に
な
っ
て
い
る
︒
た

と
え
ば
先
生
の
英
詩
に
次
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
︒

Silence

"I
hailfrom

the
K
ingdom

of
Silence,

W
here

I
knew

no
sun,no

m
oon,

N
o
m
an,no

w
om

an,nor
G
od

even.

I
lived

in
Silence

and
Silence

reigned
all.

W
hat

a
difference

to
m
e
now

!
O
h
m
y
life!
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O
nce

I
had

a
m
other,

A
fond

and
tender

m
other

had
I,

W
ho

gave
m
e
joy

and
hope

and
everything

bright,

B
ut
she

is
gone

now
!
O
h
m
y
life!

O
nce

I
w
as

young:
I
saw

a
stream

of
gold,

B
ursting

open
the

G
ate

of
H
eaven

F
looding

allthe
earth

w
ith

am
ber

light,

A
llw

as
m
ellow

,w
arm

and
beautiful.

W
here

is
sunshine

now
?
O
h
m
y
life!
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I
seek

w
ithin

and
there

are
voices,

I
seek

w
ithout

and
there

are
rushes,

In
vain

I
seek

w
ithin

and
w
ithout;

Silence
is
not

there
!
O
h
m
y
life!

Silence!

A
sk

m
e
w
hy

he
is
so

dear?

B
ecause

Silence
is
bliss.

A
sk

m
e
w
hy

Silence
is
bliss?
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B
ecause

he
is
perfect.O

h
m
y
life!

B
etter

than
the

best
things

are
w
e
possess,

Sw
eeter

than
love

w
e
calldivine,

D
earer

than
F
am

e,P
ow

er
and

R
iches,

I
w
eep

for
him

that
is
no

m
ore.O

h
m
y
life!

I
look

back
and

I
look

forw
ard,

I
stand

on
tiptoe

on
this

planet

F
orever

pendent,and
trem

ble
︱
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A
sigh

for
Silence

that
is
gone,

A
tear

for
Silence

that
is
to
com

e,O
h
m
y
life!

﹇A
ugust

1903

﹈

﹇
直
訳
︒﹁
沈
黙
﹂
に
寄
す
る
の
詩
︒
私
は
﹁
沈
黙
の
国
﹂
か
ら

敬
意
を
表
す
る
︒
そ
こ
で
は
私
は
太
陽
も
知
ら
な
か
っ
た
し
︑
月

も
知
ら
な
か
っ
た
︑
男
と
女
も
︑
い
な
︑
上
帝
を
す
ら
知
ら
な
か

っ
た
国
だ
︒
私
は
﹁
沈
黙
﹂
の
中
に
住
ん
で
い
た
の
だ
︒
そ
し
て

﹁
沈
黙
﹂
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
し
て
い
た
の
だ
︒
し
か
る
に
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今
私
は
な
ん
と
い
う
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
︒あ
あ
︑

私
の
人
生
は
！
⁝
⁝
⁝
か
つ
て
私
に
は
母
親
と
い
う
も
の
が
あ
っ

た
の
だ
︒
私
に
は
ば
か
に
か
わ
い
が
っ
て
︑
そ
し
て
や
さ
し
く
親

切
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
母
で
あ
っ
た
が
︑
私
は
こ
の
母
親
よ
り
歓

楽
と
希
望
と
ま
た
あ
ら
ゆ
る
か
が
や
か
し
き
も
の
を
恵
ま
れ
て
い

た
の
だ
︒
し
か
る
に
今
こ
の
母
親
は
お
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
︒
あ

あ
︑
私
の
人
生
は
！
⁝
⁝
⁝
か
つ
て
私
は
若
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
の
だ
︒
そ
の
こ
ろ
私
は
黄
金
の
流
れ
て
い
る
河
を
見
た
︒
そ
の

河
は
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
﹁
天
国
の
門
﹂
を
打
破
り
︑
全
世
界
に

琥
珀
の
光
り
を
隈
な
く
溢
れ
さ
せ
た
の
で
︒
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
清
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く
澄
み
わ
た
り
︑
暖
か
く
ま
た
美
し
き
も
の
と
な
っ
た
︒
し
か
る

に
今
そ
の
日
光
は
ど
こ
へ
消
え
う
せ
た
の
だ
ろ
う
︒
あ
あ
︑
私
の

人
生
は
！
⁝
⁝
⁝
私
は
内
の
方
を
さ
が
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
は

声
の
み
が
聞
え
て
来
る
だ
け
だ
︒
私
は
次
に
外
の
方
を
さ
が
し
て

み
る
と
︑
そ
こ
に
は
さ
わ
が
し
い
突
進
の
ひ
び
き
が
聞
こ
え
て
く

る
ば
か
り
だ
︒
内
を
さ
が
し
て
も
外
を
さ
が
し
て
も
無
駄
だ
︒﹁
沈

黙
﹂
は
そ
こ
に
は
い
ら
な
い
︒
あ
あ
︑
私
の
人
生
は
！
⁝
⁝
⁝
﹁
沈

黙
﹂
よ
︑﹁
沈
黙
﹂
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
私
に
な
つ
か
し
い
も
の

で
あ
る
の
だ
か
と
お
問
い
に
な
り
ま
す
か
︒
そ
の
訳
は
﹁
沈
黙
﹂

は
幸
福
だ
か
ら
で
す
︒
し
か
ら
ば
ど
う
し
て
そ
れ
は
幸
福
な
の
で



44

す
か
︒
そ
の
訳
は
﹁
沈
黙
﹂
は
完
全
無
欠
だ
か
ら
で
す
︒
あ
あ
︑

私
の
人
生
は
⁝
⁝
私
た
ち
が
所
有
し
て
い
る
最
善
の
も
の
に
も
ま

さ
っ
た
も
の
︑
ま
た
私
た
ち
が
神
聖
な
も
の
だ
と
呼
ん
で
い
る
愛

そ
の
も
の
に
も
ま
さ
っ
て
甘
き
も
の
︑
名
誉
よ
り
も
︑
権
力
よ
り

も
︑
富
貴
よ
り
も
貴
き
も
の
は
﹁
沈
黙
﹂
で
あ
る
︒
し
か
る
に
﹁
沈

黙
﹂
は
い
ま
や
私
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
を
慕
っ

て
私
は
泣
い
て
い
る
︒
あ
あ
︑
私
の
人
生
は
⁝
⁝
私
は
後
を
眺
め

前
を
眺
め
る
︒
私
は
こ
の
惑
星
の
上
に
趾
頭
で
立
っ
て
い
る
︒
永

つ
ま
さ
き

久
に
宙
ぶ
ら
り
ん
で
︑
ま
た
ぶ
る
ぶ
る
と
体
を
震
わ
せ
な
が
ら

⁝
⁝
も
う
居
ら
な
く
な
っ
た
﹁
沈
黙
﹂
を
慕
っ
て
嘆
息
を
吹
き
な

た
め
い
き
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が
ら
︑
ま
た
再
び
来
る
べ
き
は
ず
の
﹁
沈
黙
﹂
に
涙
を
さ
さ
げ
な

が
ら
⁝
⁝
︑
あ
あ
︑
私
の
人
生
は
⁝
⁝
﹈

︵
一
九
〇
三
年
八
月
作
︑
明
治
三
十
六
年
夏
︑
東
大
英
文
科
の
教
壇
に

初
め
て
立
た
れ
た
年
に
し
て
す
な
わ
ち
英
国
か
ら
帰
朝
さ
れ
た
ホ
ヤ
ホ

ヤ
の
時
で
あ
っ
た
︒
私
が
英
文
科
の
一
年
生
の
時
な
り
︶

私
が
今
こ
の
詩
を
読
ん
で
す
ぐ
感
じ
た
こ
と
は
イ
ン
ド
の
詩
聖

タ
ゴ
ー
ル
の
詩
と
す
こ
ぶ
る
善
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な

わ
ち
そ
の
思
想
が
ど
こ
ま
で
も
東
洋
人
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑

そ
の
詩
形
が
甚
し
く
二
者
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
も
ち
ろ

ん
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
の
魅
惑
的
で
あ
る
の
は
主
と
し
て
そ
の
音
楽
的
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な
音
律
そ
の
も
の
に
大
き
な
原
因
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
こ

れ
は
英
国
生
れ
の
詩
人
の
中
で
も
容
易
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
な

い
長
所
で
あ
る
︒
も
し
仮
り
に
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
の
詩
が
リ
ズ
ム

の
極
美
を
つ
く
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
得
る
な
ら
ば
︑
タ
ゴ
ー

ル
の
詩
は
内
容
と
形
式
を
極
度
に
リ
ズ
ム
化
し
た
も
の
で
あ
る
と

評
し
得
る
で
あ
ろ
う
︵
拙
著
﹃
印
度
視
察
記
ガ
ン
ジ
ー
さ
ん
の
糸
車
﹄

の
中
の
﹁
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
翁
﹂
の
章
お
よ
び
﹃
印
度
﹄
の
中
の
﹁
タ
ゴ

ー
ル
翁
の
人
生
観
﹂
並
に
﹁
学
苑
﹂
所
載
﹁
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
翁
の
死
を

哀
悼
し
て
﹂
等
々
参
照
︶︒
⁝
⁝
漱
石
先
生
の
﹁
沈
黙
﹂
は
そ
の
基

調
に
お
い
て
英
国
等
十
八
世
紀
の
冥
想
的
ま
た
哲
学
的
抒
情
詩
人
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ヤ
ン
グ
︵
拙
著
﹃
英
国
自
然
美
文
学
研
究
﹄
の
第
十
八
世
紀
の
条
に

評
論
し
て
あ
り
︶
の
﹁
夜
の
思
い
﹂
に
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
漱
石
先
生
の
﹁
沈
黙
﹂
は
ヤ
ン
グ
の
﹁
生
﹂
と
﹁
死
﹂

と
﹁
永
遠
不
滅
の
霊
﹂
に
対
す
る
そ
の
哲
学
的
考
察
の
深
み
と
宗

教
的
信
仰
の
敬
虔
な
情
熱
的
聖
火
に
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
︒
特

に
先
生
の
文
学
観
は
宗
教
的
信
仰
を
ま
っ
た
く
考
慮
の
中
に
入
れ

て
お
ら
れ
な
い
た
め
に
︑
こ
の
﹁
沈
黙
﹂
の
一
編
は
強
く
読
者
の

心
を
刺
激
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
︒
タ
ゴ
ー
ル

の
詩
に
は
大
き
な
哲
学
と
宗
教
が
あ
る
︒
漱
石
先
生
に
は
た
い
し

た
哲
学
も
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
が
特
に
宗
教
は
ま
っ
た
く
欠
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け
て
い
る
︒
先
生
の
英
詩
は
タ
ゴ
ー
ル
式
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
す
な

わ
ち
対
句
式
の
手
法
に
偶
然
的
一
致
を
見
る
の
み
で
あ
っ
て
︑
タ

ゴ
ー
ル
の
詩
の
リ
ズ
ム
が
先
生
の
詩
に
欠
け
て
い
る
︒

次
に
私
は
も
う
一
つ
先
生
の
英
詩
を
取
り
上
げ
て
批
評
す
る
こ

と
に
す
る
︒
そ
れ
は
前
者
と
同
様
に
先
生
の
瞑
想
詩
編
の
一
つ
で

あ
る
︒

"
I
rested

m
y
head

against
her

heaving
bosom

.

lcooled
m
y
burning

forehead
on

her
snow

y
breast

:

She
bathed

m
y
burning

forehead
w
ith

the
am

ber
light
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O
f
her

flow
ing

hair,flow
ing

liked
ream

s
forlorn

:

She
supported

m
y
feverish

head
on

the
dow

ny
pillow

O
f
her

soft
arm

s,soft
alabaster

of
serenest

hue.

T
hen

cam
e
the

T
w
ilight

;
gliding

from
afar

w
ith

love
:

Soothing
it
cam

e
and

w
ooingly

it
w
rapped

us
up

In
her

thickening
light,thinner

than
the

m
oon.

T
hat

etenalT
w
ilight

!
T
hat

enchantres
w
ho

lends

E
nchantm

ent
to

everything
w
e
see

and
m
akes

it
all

violet.
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T
hen

cam
e
the

stars:
they

seem
ed

to
light

on
her

golden
head.

T
hey

seem
ed

to
m
ove

on
her

golden
head

︱one

︱

tw
o

︱and
three.

T
he

three
stars

m
oved

and
glittered

there
on

her

golden
head

A
nd

lit
her

dream
y
hair,

dream
ily

fiow
ing

in
the

darkness.
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T
he

T
w
ilight

is
violet

still;
the

stars
are

alw
ays

three,

H
er

bosom
is
heaving,

her
breast

is
w
hite

even
now

,

H
er

hair
forever

golden;
forever

flow
ing

like
dream

s

︱

A
nd

I?
A
sk

m
e
not

w
ho

I
am

;
for

I
am

not

W
hat

w
as

once
thought

to
be,nor

could
ever

be!"

﹇N
ovem

ber
29,1903

﹈

︹
直
訳
︒
私
は
私
の
頭
を
彼
女
の
し
だ
い
に
高
ま
っ
て
く
る
胸
に

く
っ
つ
け
て
休
め
た
︒
私
は
私
の
だ
ん
だ
ん
熱
く
な
っ
て
く
る
額
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を
︑
彼
女
の
雪
の
よ
う
な
胸
に
く
っ
つ
け
て
冷
や
し
た
︒
彼
女
は

私
の
だ
ん
だ
ん
熱
く
な
っ
て
く
る
額
を
彼
女
の
流
る
る
が
ご
と
き

頭
髪
⁝
⁝
う
ら
淋
し
き
夢
の
ご
と
く
に
流
れ
て
い
る
そ
の
頭
髪

⁝
⁝
の
︑
そ
の
琥
珀
色
の
光
り
で
ひ
た
し
て
く
れ
た
︒
彼
女
は
私

の
熱
病
に
で
も
か
か
っ
た
よ
う
な
頭
を
彼
女
の
軟
か
な
両
腕
⁝
⁝

澄
み
き
っ
た
軟
か
な
雪
花
石
膏
の
よ
う
な
色
を
し
た
そ
の
腕
の
︑

う
ぶ
毛
の
ご
と
き
軟
か
な
枕
の
上
に
支
え
て
く
れ
た
︒
⁝
⁝
そ
の

時
﹁
夕
暮
﹂
が
迫
っ
て
き
た
︒
遠
く
か
ら
や
さ
し
く
も
静
か
に
す

べ
る
が
ご
と
き
足
ど
り
で
迫
っ
て
き
た
︒﹁
夕
暮
﹂
は
な
ぐ
さ
め

る
も
の
の
ご
と
く
に
来
て
く
れ
た
︒
そ
し
て
媚
び
る
が
ご
と
く
私
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た
ち
二
人
を
掩
い
か
く
し
て
く
れ
た
⁝
⁝
彼
女
の
だ
ん
だ
ん
濃
く

な
っ
て
来
る
光
り
の
中
に
⁝
⁝
月
光
よ
り
も
薄
い
そ
の
光
り
⁝
⁝

あ
の
永
劫
の
﹁
夕
暮
﹂
⁝
⁝
私
た
ち
が
目
で
見
る
限
り
の
も
の
に

皆
こ
と
ご
と
く
魅
惑
の
力
を
貸
し
て
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
こ
と
ご

と
く
菫
色
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
あ
の
巫
女
の
﹁
夕
暮
﹂
が
来

た
の
だ
︒
⁝
⁝
そ
の
次
に
星
が
現
わ
れ
て
き
た
︒
星
は
彼
女
の
黄

金
色
し
た
頭
の
上
に
︑
光
り
を
放
と
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

た
︒
そ
し
て
彼
女
の
黄
金
色
し
た
頭
の
上
で
動
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
た
⁝
⁝
一
つ
︑
二
つ
︑
そ
し
て
三
つ
の
星
が
⁝
⁝
三
つ
の
星

は
彼
女
の
黄
金
色
し
た
頭
の
上
に
動
き
ま
た
ぴ
か
り
ぴ
か
り
と
輝
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い
た
︒
そ
し
て
彼
女
の
夢
の
よ
う
な
頭
髪
⁝
⁝
夢
の
よ
う
な
闇
の

中
に
流
れ
て
い
る
彼
女
の
そ
の
頭
髪
を
て
ら
し
た
︒
⁝
⁝
﹁
夕
暮
﹂

の
色
は
な
お
依
然
と
し
て
董
色
で
あ
る
︒
れ
い
の
星
も
依
然
と
し

て
三
つ
だ
け
で
あ
る
︒
⁝
⁝
彼
女
の
胸
は
だ
ん
だ
ん
た
か
ま
る
ば

か
り
で
あ
る
︒
彼
女
の
胸
は
今
で
も
依
然
と
し
て
白
い
︑
ま
た
彼

女
の
頭
髪
も
永
久
に
黄
金
色
で
あ
る
︒
そ
し
て
永
久
に
夢
の
よ
う

に
流
れ
て
い
る
⁝
⁝
で
は
私
は
ど
う
か
？
⁝
⁝
私
が
誰
で
あ
る
か

と
私
に
問
う
こ
と
を
止
め
て
も
ら
い
た
い
︒
な
ぜ
と
い
っ
て
私
は

今
は
か
つ
て
そ
の
昔
︑
か
く
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
た
も
の
で
も

な
く
︑
ま
た
い
つ
か
は
そ
う
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
も
の
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で
も
な
い
の
だ
か
ら
⁝
⁝
︺︵
一
九
〇
三
年
十
一
月
二
十
九
日
作
︶

こ
の
詩
も
ま
た
漱
石
先
生
が
大
学
の
教
壇
に
初
め
て
立
た
れ
た

年
す
な
わ
ち
明
治
三
十
六
年
の
作
で
あ
る
︒
こ
の
外
に
も
な
お
︑

同
じ
年
に
お
書
き
に
な
っ
た
英
詩
が
数
種
あ
る
︒
い
ず
れ
も
短
い

も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
先
生
は
こ
の
こ
ろ
英
詩
を
作
る
こ
と
に
こ

り
出
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
︒

何
か
の
動
機
か
ら
こ
の
方
面
へ
の
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
が
起
き
て
き
た

の
だ
ろ
う
︒﹁
夕
暮
﹂
す
な
わ
ち
﹁
薄
明
﹂
の
詩
は
﹁
沈
黙
﹂
の

詩
に
比
較
す
る
な
ら
ば
西
洋
臭
く
な
っ
て
い
る
︒
冥
想
的
の
印
象

派
の
詩
人
の
作
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
口
吻
に
満
ち
て
い
る
︒
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し
か
し
こ
の
詩
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
主
観
的
の
︑
そ
し
て
特
に

抽
象
的
の
思
想
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
に
も
漱

石
先
生
の
理
知
の
力
と
理
屈
好
き
の
習
癖
が
明
ら
か
に
現
わ
れ
て

い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
内
容
は
整
然
と
し
て
い
て
︑
な
ん
ら
の
矛

盾
も
な
ん
ら
の
晦
渋
も
な
く
︑
理
路
一
貫
し
意
義
明
確
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
せ
っ
か
く
の
﹁
愛
﹂

の
詩
が
情
熱
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
い
る
︒
ロ
ゼ
ッ
テ
ィ
や
ブ
レ
ー

ク
の
主
情
主
義
な
い
し
印
象
主
義
の
﹁
愛
﹂
の
詩
に
︑
一
見
似
た

と
こ
ろ
の
多
い
こ
の
﹁
夕
暮
﹂
の
一
編
は
︑
そ
の
全
休
の
調
子
が

す
こ
ぶ
る
気
品
が
高
く
︑か
つ
印
象
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
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若
き
男
女
の
美
し
き
﹁
愛
﹂
を
取
扱
っ
た
詩
と
し
て
は
﹁
熱
﹂
に

不
足
し
て
い
る
︒
ロ
ゼ
ッ
テ
ィ
ー
や
ブ
レ
ー
ク
や
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー

ン
に
も
こ
の
種
の
詩
は
か
な
り
多
い
が
︑
こ
れ
等
の
英
国
詩
人
は

決
し
て
漱
石
先
生
の
ご
と
く
理
知
の
目
で
﹁
愛
﹂
を
歌
っ
て
お
ら

な
い
︒
先
生
の
﹁
愛
﹂
は
と
も
す
れ
ば
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
に

傾
こ
う
と
し
て
い
る
︒
先
生
は
こ
の
詩
の
中
で
﹁
三
つ
の
星
﹂
だ

と
か
︑﹁
夢
の
よ
う
な
頭
髪
﹂
だ
と
か
︑﹁
夢
の
ご
と
く
流
る
る
﹂

と
か
︑﹁
琥
珀
の
光
り
﹂
だ
と
か
︑﹁
軟
か
な
雪
花
石
膏
﹂
だ
と

か
︑
美
し
い
言
葉
を
巧
み
に
使
用
し
て
お
ら
れ
る
︒
先
生
の
文
学

創
作
技
術
は
常
に
先
生
の
非
常
な
鋭
敏
な
理
知
の
判
断
を
も
と
と
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し
て
行
わ
れ
る
︒
ゆ
え
に
一
般
に
詩
人
が
為
す
よ
う
な
主
情
的
な

態
度
で
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
的
に
情
緒
を
発
露
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
っ

た
こ
と
は
︑
少
く
と
も
漱
石
先
生
の
い
か
な
る
作
品
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
先
生
が
抒
情
詩
人
と
成
り

得
な
か
っ
た
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
︒
先
生
は
主
観
の
貴
き
理
由

を
﹁
文
学
論
﹂
そ
の
外
の
短
か
な
論
文
や
随
筆
文
学
の
中
で
︑
繰

り
返
し
て
説
い
て
お
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
先
生
自
身
は
つ

い
に
主
観
の
人
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

漱
石
先
生
は
お
若
い
時
か
ら
理
財
の
道
に
長
け
て
お
ら
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
そ
の
性
格
が
悪
い
意
味
に
お
い
て
で
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な
く
︑
む
し
ろ
生
活
道
に
当
然
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
常
識
の
一

つ
と
し
て
︑
先
生
は
経
済
と
い
う
こ
と
に
重
心
を
措
い
て
世
を
お

渡
り
に
な
っ
た
の
だ
と
私
は
想
像
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
お
考
え
は

英
国
の
紳
士
道
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
日
本
式
に

い
や
し
い
人
生
観
と
し
て
排
斥
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
︒

私
か
大
学
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
︑
教
室
で
し
ば
し
ば
先
生
の
口
か
ら

直
接
聴
い
て
い
た
言
葉
の
中
に
﹁
学
者
で
も
︑
教
員
で
も
︑
文
学

創
作
家
で
も
︑
食
べ
な
い
で
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
︒
昔
の
人

が
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
だ
と
か
︑
学
者
は
物
質
欲
か
ら
離
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
か
言
う
た
が
︑
そ
れ
は
や
せ
が
ま
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ん
と
い
う
も
の
だ
よ
﹂
と
お
話
し
に
な
っ
た
こ
と
を
今
で
も
記
憶

し
て
い
る
︒
そ
し
こ
の
お
考
え
が
今
で
こ
そ
な
ん
で
も
な
い
こ
と

と
世
人
は
考
え
る
の
み
か
︑
そ
れ
は
正
直
な
ま
た
真
実
な
人
生
観

だ
と
誰
で
も
考
え
る
で
あ
ろ
う
が
︑
今
か
ら
四
十
数
年
の
昔
に
あ

り
て
は
︑
特
に
理
想
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
若
い
学
徒
の
耳
に

は
︑
な
ん
と
い
う
物
質
主
義
の
下
等
な
人
の
言
葉
だ
と
思
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
︒
夏
目
先
生
が
小
説
界
に
新
た
に
踏
み
出
さ
れ
る
前

に
︑
日
本
の
最
高
学
府
で
こ
の
大
胆
な
言
葉
を
繰
り
返
さ
れ
た
こ

と
は
︑
そ
の
結
果
に
お
い
て
︑
決
し
て
先
生
の
た
め
に
有
利
で
な

か
っ
た
︒
私
た
ち
は
ヘ
ル
ン
先
生
を
理
想
的
詩
人
と
し
て
尊
敬
し
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て
い
た
矢
先
き
︑
す
な
わ
ち
﹁
お
金
の
ほ
し
い
も
の
は
文
科
に
入

ら
な
い
で
法
科
か
工
科
か
医
科
へ
入
学
す
る
が
い
い
﹂
と
入
学
の

当
時
忠
告
さ
れ
た
の
を
絶
対
的
信
条
と
し
て
守
っ
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
︑そ
の
後
任
者
と
し
て
来
ら
れ
た
夏
目
先
生
の
口
か
ら﹁
お

金
が
な
く
て
ど
う
し
て
食
べ
ら
れ
る
か
︒
学
者
も
教
員
も
文
学
創

作
家
も
己
が
職
業
と
し
て
好
む
道
を
選
ぶ
の
が
当
然
な
こ
と
だ
︒

や
せ
が
ま
ん
は
一
種
の
虚
偽
だ
よ
﹂
と
聴
か
さ
れ
て
は
心
私
か
に

ひ
そ

公
憤
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
先
生
は
こ
の
正
直
な
告
白
を

学
習
院
生
徒
の
前
で
も
率
直
に
な
さ
っ
た
の
で
あ
る
︵
前
記
︶︒

ま
た
︑
先
生
は
こ
れ
よ
り
先
﹁
英
国
の
文
人
と
新
聞
雑
誌
﹂
と
題
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し
た
論
説
文
を
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
誌
上
で
発
表
さ
れ
た
時
に
も
同

様
の
お
考
え
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
こ
の
論
文
は
明
治
三
十
二
年

四
月
の
号
で
あ
っ
た
か
ら
︑
先
生
が
ま
だ
三
十
一
二
歳
の
︑
い
わ

ば
︑﹁
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
﹂
の
理
想
主
義
で
も
標
榜
し
て

お
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
若
き
学
徒
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

事
実
は
ま
っ
た
く
こ
れ
と
は
反
し
て
︑
理
財
の
方
面
に
常
識
を
持

っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
先
生
は
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒

﹁
文
人
詩
人
の
資
格
を
具
え
て
お
っ
て
も
眼
丁
字
な
し
と
い
う
よ

う
な
も
の
は
詩
想
を
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
ら
論
外
で
あ
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る
︒
文
章
を
綴
り
句
を
成
す
力
量
が
あ
っ
て
も
陶
淵
明
や
寒
山
拾

得
の
よ
う
な
人
々
は
自
分
の
作
を
天
下
後
世
に
伝
え
た
い
と
い
う

考
が
な
い
か
ら
こ
れ
も
特
別
で
あ
る
︒
し
か
し
一
般
に
文
学
者
と

呼
ば
れ
ま
た
み
ず
か
ら
文
学
者
と
名
乗
る
も
の
は
独
り
で
︑
述
作

を
し
て
独
り
で
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
は
き
わ
め
て
鮮
い
︒

す
く
な

い
わ
ん
や
文
を
売
っ
て
口
を
糊
す
る
と
い
う
場
合
に
至
れ
ば
必
ず

な
に
か
の
手
段
を
も
っ
て
世
の
人
に
自
作
を
紹
介
し
よ
う
と
企
て

る
︒
新
聞
雑
誌
は
こ
の
紹
介
物
と
し
て
す
こ
ぶ
る
便
利
な
も
の
で

あ
る
か
ら
そ
こ
で
文
人
と
新
聞
雑
誌
と
の
関
係
が
生
じ
て
く
る
︒

こ
の
関
係
を
不
秩
序
な
が
ら
少
し
述
べ
よ
う
と
思
う
﹂
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こ
の
前
置
き
で
先
生
は
英
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
の
歴

史
を
解
説
し
て
お
ら
れ
る
︒
そ
し
て
最
後
の
結
び
と
し
て
次
の
ご

と
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒

﹁
一
括
し
て
ぃ
え
ば
初
め
の
新
聞
紙
は
皆
政
治
的
の
も
の
で
あ

る
︒
政
治
的
で
な
い
も
の
も
文
学
的
趣
味
に
乏
し
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
発
達
し
て
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
学
が
新

聞
雑
誌
の
厄
介
に
な
る
と
い
う
時
代
に
な
っ
た
︒
こ
れ
に
連
れ
て

文
学
者
と
新
聞
雑
誌
と
の
関
係
が
よ
う
や
く
密
接
に
な
っ
て
き
て

現
今
で
は
文
学
者
で
新
聞
か
雑
誌
に
関
係
を
持
た
な
い
も
の
は
な

い
よ
う
に
な
っ
た
︒
と
い
う
の
が
一
編
の
主
義
で
あ
る
﹂
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以
上
は
先
生
が
英
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
文
学
者
と
の
関
係

を
実
例
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
目
的
と
す

る
と
こ
ろ
は
世
界
第
一
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
国
た
る
こ
の
英
国

が
︑
い
か
に
し
て
民
衆
本
位
の
大
文
学
の
国
と
な
っ
た
か
を
日
本

の
読
書
人
に
教
え
よ
う
と
お
考
え
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ

し
て
こ
の
事
実
は
先
生
が
何
が
ゆ
え
に
大
学
の
教
壇
を
棄
て
て
朝

日
新
聞
に
お
入
り
に
な
っ
た
か
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
︒
私
は

こ
こ
に
漱
石
先
生
の
先
見
の
明
と
︑
ま
た
そ
の
所
信
に
向
っ
て
勇

進
さ
れ
た
決
断
力
と
に
衷
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
︒

日
本
の
学
者
の
中
に
は
今
で
も
な
お
︑
帝
国
大
学
の
教
授
の
職
を
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最
高
の
名
誉
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
が
相
当
に
多
い
︒
し
か
る

に
夏
目
先
生
は
今
か
ら
半
世
紀
前
に
お
い
て
か
く
の
ご
と
き
ば
か

ば
か
し
い
迷
信
を
棄
て
て
す
っ
ぱ
だ
か
で
新
聞
社
に
飛
び
こ
ま
れ

た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
帝
大
の
ス
タ
ッ
フ
を
尻
目
に
か
け
て
先
生

独
創
の
小
説
に
永
遠
の
光
栄
を
獲
得
さ
れ
た
︒

漱
石
先
生
は
﹁
文
学
論
﹂
の
中
で
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
ご
と
く
︑

文
学
の
内
容
と
し
て
道
徳
素
材
の
重
要
な
る
所
以
を
明
ら
か
に
承

認
し
て
お
ら
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
生
は
道
徳
そ
の
も
の
の

伝
統
的
ま
た
虚
偽
的
仮
面
の
根
本
的
過
誤
を
指
摘
す
る
こ
と
に
毫

末
も
仮
借
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
︒
先
生
が
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
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ル
ド
の
名
句
を
借
用
し
て
﹁
炎
天
の
下
︑
重
き
甲
冑
を
身
に
つ
け

て
苦
し
そ
う
に
坐
し
て
い
る
者
﹂
の
愚
を
嘲
笑
し
︑
あ
る
い
は
ま

た
︑﹃
サ
ロ
メ
﹄
の
中
の
辛
辣
な
句
に

"T
hey

are
the

Stoics.
T
he

Stoics
are

people
of

no

cultivation.
T
hey

are
ridiculous

people.
I
m
yself

regard

them
as

being
perfectly

ridiculous"

︹O
sear

W
ilde

:
Salom

e.

︺

︹
彼
等
は
禁
欲
主
義
者
だ
︑
禁
欲
主
義
者
は
教
養
の
な
い
人
間

だ
︑
彼
等
は
嘲
笑
す
べ
き
へ
ん
な
人
間
ど
も
だ
よ
︑
私
は
こ
う
い

っ
た
人
間
ど
も
を
徹
頭
徹
尾
嘲
笑
的
人
物
だ
と
見
て
い
る
︺
⁝
⁝
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﹃
サ
ロ
メ
﹄
よ
り
︒

こ
う
い
っ
た
考
え
方
が
︑
必
ず
し
も
夏
目
先
生
が
古
い
人
生
観

の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
持
っ
て
お
ら
れ
た
思
想
傾
向
だ
と
は

称
し
が
た
い
が
︑
し
か
も
私
は
先
生
が
か
つ
て
私
に
お
話
し
に
な

っ
た
こ
ろ
︑
し
き
り
に
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
作
品
を
推
賞
し

て
お
ら
れ
た
事
実
か
ら
推
定
し
て
︑
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
率

直
な
表
現
手
法
に
あ
る
程
度
の
示
唆
を
見
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
さ
え
想
像
す
る
︒
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
が
﹃
つ
ま
ら

ぬ
女
﹄︵"A

w
om

an
of

no
im
portance"

︶
と
題
す
る
劇
文
学
の

中
で
﹁
叡
知
以
外
に
人
間
を
上
品
に
す
る
も
の
は
な
い
﹂
⁝
⁝
す
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な
わ
ち

"N
othing

refines
but

the
intellect"

︹"
A
w
om

an
of
no

im
portance,"

A
ct
III.

︺

と
書
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
ま
た
漱
石
先
生
の
﹁
男
女
間
の
恋
愛

は
叡
知
と
理
知
を
背
景
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
芸
術
的
価
値
に

乏
し
﹂
と
い
う
お
考
に
一
致
し
た
も
の
が
あ
る
︒
漱
石
先
生
の

﹁
愛
﹂
の
観
念
は
情
炎
を
含
ん
で
い
な
い
︒
理
知
に
よ
り
て
冷
却

さ
れ
た
﹁
愛
﹂
で
あ
る
︒

漱
石
先
生
は
明
治
年
間
に
日
本
が
生
ん
だ
文
学
創
作
家
の
一
人

と
し
て
異
色
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
露
伴
︑
紅
葉
︑
美
妙
︑
逍
遥
︑
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鷗
外
︑
藤
村
等
々
は
皆
大
き
な
業
績
を
後
世
に
貽
し
た
︒
そ
し
て

こ
れ
等
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
多
く
の
作
品
を
残
し

た
︒
漱
石
先
生
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
漱
石
先
生

と
鷗
外
と
は
こ
れ
等
の
文
学
者
の
中
で
︑
最
も
多
く
西
洋
思
想
を

研
究
し
た
文
豪
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
二
人
の
文
豪
は
西
洋
の

文
学
者
の
思
想
に
つ
い
て
深
い
知
識
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
こ
れ
等
の
思
想
を
鵜
呑
み
に
し
て
こ
れ
を
日
本
の
文
学
に

直
訳
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
︑
巧
み
に
こ
れ
を
消
化
し
て
己
が

作
品
中
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
後
世
漱
石
と
鷗
外
を

詳
細
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
学
徒
が
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
両
者
の
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西
洋
思
想
を
一
応
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
用
意
な
く
し
て

こ
の
二
人
の
文
豪
を
か
れ
こ
れ
批
評
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
︒

小
説
家
と
し
て
漱
石
先
生
の
傑
出
し
て
い
る
点
は
心
理
的
描
写

に
あ
る
︒
お
そ
ら
く
わ
が
国
に
お
い
て
近
代
人
の
持
つ
精
神
作
用

の
そ
の
複
雑
多
様
の
心
理
的
推
移
の
跡
を
詳
細
に
考
察
し
て
こ
れ

を
小
説
の
構
想
理
念
と
し
た
そ
の
そ
も
そ
も
の
創
始
者
は
漱
石
先

生
で
あ
っ
た
と
思
う
︒
も
ち
ろ
ん
古
い
時
代
に
あ
り
て
は
す
で
に

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
作
者
は
西
洋
に
も
珍
し
い
心
理
的
描
写
を
試
み
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て
い
る
︒
特
に
か
か
る
古
い
時
代
に
複
雑
し
た
日
本
女
性
の
心
理

を
詳
細
に
把
握
し
て
精
緻
巧
妙
な
写
実
的
描
写
を
試
み
た
こ
と

は
︑
実
に
日
本
文
学
の
た
め
に
誇
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
︒
西

洋
で
は
こ
の
時
代
は
文
学
が
な
お
幼
稚
で
あ
っ
て
︑
心
理
的
描
写

を
恣
に
し
た
大
文
学
の
ご
と
き
は
一
つ
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
れ
ど
も
﹃
源
氏
﹄
の
心
理
描
写
は
上
流
社
会
の
女
性
を
対
象

と
し
て
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
い
わ
ば
日
本
女
性

の
全
体
的
心
理
の
共
通
性
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
こ

れ
に
反
し
て
漱
石
先
生
の
心
理
的
描
写
は
近
代
人
の
持
つ
共
通
心

理
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
漱
石
先
生
の
場
合
は
日
本
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女
性
よ
り
は
む
し
ろ
日
本
育
年
層
︑
特
に
イ
ン
テ
リ
階
級
を
代
表

す
る
と
こ
ろ
の
学
徒
な
い
し
学
徒
的
性
情
を
持
っ
て
い
る
青
壮
年

層
の
共
通
心
理
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
結
果
︑﹃
源
氏
﹄
に
比

し
て
は
る
か
に
将
来
性
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

漱
石
先
生
の
こ
の
心
理
小
説
は
も
ち
ろ
ん
先
生
の
独
創
に
あ
っ

た
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
し
か
も
先
生
に
こ
の
新
ら
し
い
創
作
意
図

を
与
え
た
間
接
的
示
唆
は
英
国
女
流
作
家
エ
リ
オ
ッ
ト
と
ジ
ェ
ー

ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
で
あ
っ
た
︒
ま
た
そ
の
客
観
的
見
地
に
立
ち

人
性
を
批
判
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
先
生
の
態
度
は
疑
い
も
な

く
デ
・
ク
イ
ン
シ
ー
で
あ
っ
た
︒
私
は
こ
の
三
人
の
第
十
九
世
紀
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英
文
学
界
の
作
家
は
︑
漱
石
先
生
に
最
も
大
き
な
思
想
的
影
響
を

与
え
た
人
々
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
事
実
は
先
生

が
﹁
文
学
論
﹂
の
中
や
︑
ま
た
私
た
ち
の
ク
ラ
ス
で
し
ば
し
ば
お

話
し
に
な
っ
た
言
葉
の
中
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ

る
︒
な
か
ん
ず
く
先
生
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
作
風
に
非
常
に
感
心
し

て
お
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
︒エ
リ
オ
ッ
ト
は﹃
サ

イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
﹄
や
﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
等
の
小
説
に
お
い
て
心

理
小
説
の
最
初
の
試
み
を
や
り
︑
特
に
﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
に
お
い
て
︑

大
成
功
を
成
し
た
巾
幗
作
家
で
あ
っ
た
︒
エ
リ
オ
ッ
ト
の
心
理
小

き
ん
か
く

説
は
英
国
文
壇
に
お
け
る
前
後
に
比
類
な
き
大
成
功
を
博
し
た
も
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の
で
あ
っ
て
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
以
前
に
﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
は
な
く
︑
エ

リ
オ
ッ
ト
以
後
今
日
に
至
る
も
﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
が
な
い
と
さ
え
言

わ
れ
て
い
る
︒
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
女
史
も
ま
た
エ
リ
オ

ッ
卜
に
劣
ら
ざ
る
心
理
小
説
の
大
家
で
あ
っ
た
︒し
か
し
な
が
ら
︑

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
取
扱
っ
た
作
中
の
人
物
は
英
国
中
流
社
会
の
女

性
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
手
法
は
英
国
中
堅
階

級
の
家
庭
に
流
れ
て
い
る
常
識
道
の
批
判
に
重
点
を
措
き
︑
か
つ

綿
密
精
細
に
中
堅
女
性
の
心
理
状
態
を
写
実
的
に
描
き
出
そ
う
と

し
た
と
こ
ろ
に
特
色
を
持
っ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
エ
リ
オ
ッ
ト

に
比
す
れ
ば
そ
の
取
材
の
範
囲
は
非
常
に
狭
か
っ
た
︒
デ
・
ク
イ
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ン
シ
ー
は
洗
練
暢
達
の
麗
わ
し
き
文
章
と
ま
た
犀
利
な
洞
察
力
を

も
っ
て
人
生
の
秘
奥
を
徹
見
し
た
と
こ
ろ
に
驚
く
べ
き
長
所
を
持

っ
て
い
た
︒
漱
石
先
生
は
デ
・
ク
イ
ン
シ
ー
の
霊
筆
か
ら
大
き
な

示
唆
を
行
文
の
う
え
に
得
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て

こ
れ
等
の
示
唆
を
日
本
化
す
る
た
め
に
先
生
の
豊
富
な
漢
籍
の
造

詣
が
役
立
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
る
︒

エ
リ
オ
ッ
ト
は
先
生
の
最
も
愛
読
さ
れ
た
作
家
で
あ
る
︒
先
生

が
明
治
三
十
六
年
初
夏
︑
初
め
て
東
大
で
英
語
の
テ
キ
ス
ト
を
お

用
い
に
な
っ
た
時
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
の
﹃
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
﹄

を
お
撰
び
に
な
っ
た
の
も
こ
の
間
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
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る
︒
エ
リ
オ
ッ
ト
は
す
で
に
ハ
ッ
ト
ン
が
批
評
し
た
ご
と
く
﹁
単

に
小
説
家
と
い
わ
ん
よ
り
は
小
説
家
以
上
の
資
格
を
持
っ
た
も
の

⁝
⁝
す
な
わ
ち
小
説
家
兼
詩
人
﹂
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち

"T
he

great
authoress

w
ho

calls
herself

G
eorge

E
liot

is

chiefly
know

n,
and

no
doubt

deserves
to

be
chiefly

know
n,

as
a
novelist,

but
she

si
certainly

m
uch

m
ore

than
a
nevelist

in
the

sense
in

w
hich

that
w
ord

applies

even
to

w
riters

of
great

genius

︱to
M
iss

A
usten

or

M
r.
T
rollope;

m
ay,

m
uch

m
ore

than
a
novelist

in
the

sense
in
w
hich

that
w
ord

applies
to
M
iss

B
roné,or

even
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to
T
hackeray;

though
it
is
of
course

true,
in

relation
to

all
these

w
riters,

that,
besides

being
m
uch

m
ore,

she
is

also
and

necessarily
not

so
m
uch."

﹇
み
ず
か
ら
称
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
と
呼
ん
で
い
る
大

閏
秀
作
家
は
一
人
の
小
説
家
と
し
て
主
と
し
て
識
ら
れ
て
い
る
の

み
な
ら
ず
︑
疑
い
も
な
く
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
値
打

ち
が
あ
る
︒
し
か
れ
ど
も
彼
女
は
か
の
非
凡
の
作
家
た
る
オ
ー
ス

テ
ィ
ン
女
史
や
ト
ロ
ロ
ー
プ
氏
に
す
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
小
説
家

と
い
う
言
葉
の
意
味
に
お
け
る
も
の
よ
り
は
明
ら
か
に
よ
り
以
上

の
も
の
を
持
っ
て
い
る
︒
い
な
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
ブ
ロ
ン
テ
女
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史
も
し
く
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
︑
サ
ッ
カ
レ
ー
に
す
ら
適
用

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
小
説
家
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
に

お
け
る
場
合
よ
り
は
︑
さ
ら
に
よ
り
以
上
の
も
の
を
持
っ
た
作
家

で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
作
家
と
の
関
係
に
お

い
て
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
は
よ
り
以
上
で
あ
る
以
外
に
こ
れ
等
の
作
家

と
同
様
の
も
の
を
彼
女
も
ま
た
持
ち
︑
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
必
然

的
に
彼
等
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
︑
も
ち
ろ
ん
の
事
実
で
は
あ
る
が
⁝
⁝
︺

す
な
わ
ち
エ
リ
オ
ッ
ト
は
小
説
家
に
し
て
ま
た
詩
人
の
性
格
を

た
ぶ
ん
に
有
し
て
い
た
が
⁝
⁝
換
言
す
れ
ば
彼
女
は
小
説
家
以
外
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に
詩
人
と
し
て
の
豊
富
な
想
像
や
情
熱
や
特
に
ま
た
崇
高
な
性
情

を
有
し
て
い
た
か
ら
︑
い
わ
ば
︑
彼
女
の
精
神
は
単
な
る
小
説
家

と
は
甚
し
く
異
な
っ
て
い
た
が
︑
し
か
し
︑
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ

て
彼
女
は
ブ
ロ
ン
テ
女
史
や
サ
ッ
カ
レ
ー
に
比
し
て
よ
り
大
な
る

小
説
家
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
エ
リ

オ
ッ
ト
は
文
学
者
と
し
て
の
大
き
な
精
神
を
持
っ
て
い
た
が
︑
小

説
家
と
し
て
は
ブ
ロ
ン
テ
女
史
や
サ
ッ
カ
レ
ー
に
劣
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
︒

夏
目
先
生
が
エ
リ
オ
ッ
ト
を
激
賞
し
て
お
ら
れ
た
の
は
︑
エ
リ

オ
ッ
ト
の
文
学
者
と
し
て
の
詩
人
的
性
情
で
は
な
く
む
し
ろ
心
理
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的
描
写
に
巧
妙
な
点
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
エ
リ
オ
ッ

ト
の
小
説
家
と
し
て
の
長
所
は
漱
石
先
生
に
言
わ
せ
る
な
ら
ば
ブ

ロ
ン
テ
女
史
や
サ
ッ
カ
レ
ー
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒
先
生
に
と
り
て
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
人
と
し
て
の
貴
き
性
情

は
必
ず
し
も
重
き
を
な
し
て
は
お
ら
な
か
っ
た
︒
先
生
の
お
認
め

に
な
っ
た
の
は
次
の
批
評
の
妥
当
性
で
あ
っ
た
と
思
う
︒

"W
hat

is
rem

arkable
in

G
eorge

E
liot

is
the

striking

com
bination

in
her

of
very

deep
speculative

pow
er

w
ith

a
very

great
and

realistic
im
aginatiot.It

is
rare

to
find

an

intellect
so

skilled
in

the
analysis

of
the

deepest
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psychological
problem

s,
so

com
pletely

at
hom

e
in

the

conception
and

delineation
of

real
characters.

G
eorge

E
liot

discusses
the

practical
influences

acting
on

m
en

and
w
om

en.
I
do

not
say

w
ith

the
ease

of
F
ielding

︱for
there

is
a
touch

of
carefulnes,

often
of
over-carefulness,

in
all

she
does
︱but

w
ith

m
uch

of
his

breadth
and

spaciousness;
the

breadth
and

spaciousness,
one

m
ust

rem
em

ber,
of

a
m
an

w
ho

had
seen

L
ondon

life
in

the

capacity
of
a
L
ondon

police
m
agistrate."

︹
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
に
お
い
て
顕
著
な
点
は
深
遠
な
る
思
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索
力
と
非
常
に
大
き
な
ま
た
写
実
的
想
像
力
⁝
⁝
夢
想
的
あ
る
い

は
抽
象
的
想
像
力
と
は
異
な
っ
た
も
の
⁝
⁝
と
を
巧
妙
に
結
び
つ

け
る
と
い
う
点
に
あ
る
︒
心
理
上
の
い
か
か
る
深
遠
玄
妙
の
問
題

で
も
こ
れ
を
分
析
解
剖
す
る
に
当
っ
て
か
く
ま
で
老
練
熟
達
し
た

叡
知
を
有
し
︑
ま
た
実
在
人
物
の
真
相
に
精
通
し
︑
か
つ
こ
れ
を

描
写
す
る
に
当
っ
て
か
く
の
ご
と
く
正
確
を
期
し
得
る
作
家
は
古

来
希
れ
で
あ
る
︒
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
男
女
に
及
ぼ
す
実

際
的
感
化
の
力
を
論
議
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
私
は
彼
女
は
フ

ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
暢
達
軽
快
の
筆
致
を
も
っ
て
こ
れ
を
論
述
す

る
も
の
だ
と
は
言
わ
な
い
⁝
⁝
何
ゆ
え
と
い
う
な
ら
︑
エ
リ
オ
ッ
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ト
は
作
中
の
人
物
を
描
く
に
当
っ
て
用
意
周
到
に
も
す
こ
ぶ
る
慎

重
の
態
度
を
も
っ
て
こ
れ
に
臨
み
︑
時
と
し
て
は
あ
ま
り
に
慎
重

に
す
ぎ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
て
︑
こ
れ
は
彼
女
の
常
套
手
段

で
あ
る
か
ら
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
は
フ
ィ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
の
観
察
の
広
汎
濶
大
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
︒
し
か
も
彼

女
の
持
つ
広
汎
濶
大
な
観
察
的
視
野
は
ち
ょ
う
ど
ロ
ン
ド
ン
の
警

察
官
の
資
格
で
も
与
え
ら
れ
て
︑
ロ
ン
ド
ン
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
視

察
し
た
人
の
持
つ
そ
の
大
き
な
広
い
観
察
力
で
あ
る
こ
と
を
我
々

は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
︒︺

エ
リ
オ
ッ
ト
の
﹃
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
﹄
は
心
理
的
に
発
展
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し
て
ゆ
く
無
知
の
人
間
が
幾
度
か
悪
人
に
欺
か
れ
て
︑
己
が
多
年

苦
労
し
て
貯
え
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
金
を
こ
と
ご
と
く
失
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
忍
耐
に
忍
耐
を
重
ね
て
︑
そ
の
た
び
ご
と
に
自

己
本
位
の
志
を
固
め
て
︑
勤
労
に
よ
り
て
再
び
貯
え
た
金
の
累
積

を
眺
め
つ
つ
︑
い
っ
さ
い
の
苦
し
み
を
忘
れ
て
い
た
が
︑
最
後
に
︑

雪
の
夜
一
人
の
可
憐
な
孤
児
が
よ
ち
よ
ち
と
彼
の
墓
穴
の
ご
と
き

冷
た
き
茅
屋
に
迷
っ
て
来
た
の
を
見
る
や
︑
こ
こ
に
人
間
的
本
性

の
復
活
を
見
︑
つ
い
に
こ
の
幼
き
女
児
の
た
め
に
み
ず
か
ら
生
み

の
親
た
ら
ん
こ
と
を
期
し
︑
そ
れ
よ
り
後
の
彼
の
人
生
観
は
︑
ま

っ
た
く
基
督
の
愛
の
心
に
よ
り
て
生
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
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小
説
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
こ
の
作
は
そ
の
描
写
の
手
法
は
︑
作
中
の

主
人
公
の
心
理
描
写
に
あ
る
の
は
明
ら
か
で
は
あ
る
が
︑し
か
も
︑

そ
れ
は
必
ず
し
も
主
人
公
の
複
雑
な
心
理
の
解
剖
で
は
な
く
︑
そ

れ
は
単
な
る
基
督
教
精
神
へ
の
復
帰
を
目
差
し
て
の
単
純
な
記
録

に
外
な
ら
な
い
︒

﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
は
前
者
に
比
し
て
き
わ
め
て
複
雑
な
心
理
現
象
を

取
扱
っ
た
作
で
あ
る
︒
作
中
に
現
わ
れ
て
く
る
人
物
は
こ
と
ご
と

く
異
っ
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
︑
し
か
も
︑
こ
れ
等
の
人
物

は
外
界
の
事
情
に
刺
激
さ
れ
る
ご
と
に
︑
そ
の
心
理
が
異
な
っ
て

く
る
の
で
あ
る
か
ら
実
に
複
雑
多
岐
の
性
格
描
写
が
こ
こ
に
展
開
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さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
エ
リ
オ
ッ
ト
は
こ
れ
等
の
性
格
を
き
わ
め

て
巧
み
に
発
展
伸
長
せ
し
め
︑
実
に
快
刀
乱
麻
を
断
つ
と
い
っ
た

あ
ざ
や
か
さ
で
一
つ
一
つ
解
決
を
つ
け
て
い
る
︒
か
ん
ご
う
に
エ

リ
オ
ッ
ト
ほ
ど
人
間
の
各
種
類
の
性
格
を
つ
ぶ
さ
に
知
り
︑
ま
た

こ
れ
を
心
理
的
に
解
説
し
得
た
小
説
家
は
世
界
に
多
く
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
彼
女
の
非
凡
な
叡
知
と
ま
た
科
学
的
分
析
力

と
は
彼
女
を
し
て
﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
を
大
成
せ
し
め
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
︒
漱
石
先
生
が
﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
う
︒

エ
リ
オ
ッ
ト
は
か
く
の
ご
と
く
分
析
的
手
法
に
長
じ
て
い
た
︒
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し
た
が
っ
て
エ
リ
オ
ッ
ト
の
一
つ
の
大
き
な
癖
は
理
知
の
目
を
も

っ
て
い
っ
さ
い
を
眺
め
︑ま
た
精
緻
明
細
を
期
せ
ん
と
す
る
余
り
︑

往
々
に
し
て
小
さ
な
こ
と
に
も
理
屈
を
つ
け
︑
一
つ
一
つ
に
説
明

を
加
え
︑
し
か
も
︑
そ
れ
が
あ
ま
り
に
く
ど
く
ま
た
あ
ま
り
に
長

く
な
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
弊
は
漱
石
先
生
と
類

似
し
て
い
る
︒

﹃
ロ
モ
ー
ラ
﹄
の
中
に
出
て
く
る
少
年
タ
イ
ト
ー
と
称
す
る
も
の

が
己
が
父
の
行
方
を
尋
ね
に
行
く
べ
き
か
︑
そ
れ
と
も
自
己
の
利

欲
愛
欲
の
念
に
従
っ
て
︑
一
身
の
利
益
を
計
る
べ
き
か
に
つ
い
て

自
問
自
答
し
て
い
る
有
様
が
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
な
ら
で
は
容
易
に
描
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写
し
得
ざ
る
も
の
が
あ
る
が
︑
か
か
る
場
合
に
も
エ
リ
オ
ッ
ト
は

幾
度
も
同
様
の
こ
と
を
繰
返
し
て
述
べ
て
い
る
︒
曰
く

"D
o

I
not

ow
e

som
ething

to
m
yself?"

said
T
ito,

inw
ardly,

w
ith

a
slight

m
ovem

ent
of

his
shoulders,

the

first
he

had
m
ade

since
he

had
turned

to
look

dow
n
at

the
fiorins.

"B
efore

I
quit

everything,
and

incur
again

all

the
risks

of
w
hich

I
am

even
now

w
eary,

I
m
ust

at
least

have
a
reasonable

hope.
A
m

I
to

spend
m
y
life

in
a

w
andering

search?
I
believe

he
is

dead.
C
ennin

w
as

right
about

m
y
florins:

I
w
ill

place
them

in
his

hands
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to-m
orrow

."
︹
タ
イ
ト
ー
は
内
心
に
自
問
し
た
⁝
⁝
両
肩
を
少
し
動
か
し
な
が

ら
⁝
⁝
﹁
私
は
何
に
か
自
分
自
身
と
い
う
も
の
に
対
し
て
尽
す
べ

き
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
⁝
⁝
こ
れ
こ
そ
は
彼
が
目

を
下
向
き
に
し
て
︑
金
貨
を
見
て
以
来
は
じ
め
て
や
っ
た
動
作
で

あ
っ
た
︒﹁
私
は
今
で
す
ら
自
分
な
が
ら
︑
も
う
倦
み
飽
き
て
い

る
あ
ら
ゆ
る
危
険
を
︑ま
た
再
び
冒
か
そ
う
と
す
る
に
先
だ
っ
て
︑

少
く
と
も
︑
そ
れ
相
当
の
希
望
と
い
う
も
の
を
持
た
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
だ
︒
そ
こ
で
そ
れ
な
ら
ば
︑
私
は
ど
こ
と
い
う
あ
て
も

な
く
流
浪
の
旅
に
出
て
︑
一
生
涯
父
を
探
し
歩
く
べ
き
だ
か
︑
し
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か
し
︑
私
は
父
親
が
も
う
死
ん
で
る
こ
と
と
思
う
︒
セ
ン
ニ
イ
が

例
の
金
貨
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
私
に
助
言
し
た
こ
と
が
理
由
の
あ

る
こ
と
だ
と
思
う
︒
だ
か
ら
私
は
明
日
こ
の
金
貨
を
セ
ン
ニ
イ
の

手
に
渡
そ
う
と
思
う
⁝
⁝
セ
ン
ニ
イ
の
忠
告
に
従
っ
て
︑
こ
の
金

貨
を
利
殖
の
た
め
に
預
金
す
る
こ
と
と
し
︑
父
の
行
方
に
出
立
す

る
こ
と
は
止
め
よ
う
︒︺

タ
イ
ト
ー
の
良
心
が
し
だ
い
に
鈍
っ
て
ゆ
き
︑
一
歩
一
歩
と
利

欲
の
ほ
う
へ
と
陥
っ
て
ゆ
く
径
路
を
心
理
的
に
描
写
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
エ
リ
オ
ッ
ト
の
非
凡
の
才
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し

か
る
に
エ
リ
オ
ッ
ト
は
こ
れ
だ
け
の
描
写
で
は
と
う
て
い
満
足
が
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で
き
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
︑
さ
ら
に
次
の
ご
と
き
理
屈
を
加
え

て
い
る
︒
漱
石
先
生
の
書
き
振
り
と
よ
く
似
て
い
る
︒

"U
nder

every
guilty

secret
there

is
hidden

a
brood

of

guilty
w
ishes,

w
hose

unw
holesom

e
infecting

life
is

cherished
by

the
darkness.

T
he

contam
inating

effect
of

deeds
often

lies
less

in
the

com
m
ission

than
in

the

consequent
adjustm

ent
of

our
desires

︱the
enlistm

ent

of
our

self-interest
on

the
side

of
falsity;

as
on

the
other

hand,the
purifying

influence
of
public

confession
springs

from
the

fact
that

by
it
the

hope
in
lies

is
forever

sw
ept
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aw
ay,

and
the

soul
recovers

the
noble

attitude
of

sim
plicity."

︹
凡
ゆ
る
罪
悪
を
秘
密
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
必
ず
や
そ
の
下
に

罪
悪
的
希
望
が
隠
れ
て
い
る
も
の
で
︑
そ
の
不
健
全
な
伝
染
的
生

涯
は
闇
に
よ
り
て
し
だ
い
に
養
わ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
︒
悪
事

の
及
ぼ
す
害
毒
の
結
果
は
︑
そ
の
犯
し
た
悪
事
そ
の
も
の
で
は
な

く
て
む
し
ろ
い
っ
た
ん
悪
事
を
行
え
ば
︑
こ
れ
を
隠
そ
う
と
す
る

希
望
を
不
断
に
工
夫
按
排
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
私
利
を
図
る
に

嘘
言
を
も
っ
て
す
る
に
あ
る
︒
こ
れ
に
反
し
て
公
然
罪
悪
を
白
状

す
る
こ
と
が
心
を
純
潔
に
す
る
力
が
あ
る
の
は
︑
け
っ
き
ょ
く
︑
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こ
れ
に
よ
り
て
嘘
言
に
お
け
る
希
望
が
永
久
に
一
掃
さ
れ
る
と
い

う
事
実
か
ら
生
じ
る
も
の
に
似
て
い
る
︒
そ
し
て
霊
魂
は
虚
飾
な

き
貴
ぶ
べ
き
態
度
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
︒︺

エ
リ
オ
ッ
ト
の
小
説
は
皆
こ
の
口
吻
に
満
た
さ
れ
て
い
る
︒
夏

目
先
生
の
小
説
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
作
品
と
同
様
に
説
明
が
長
く
か

つ
理
知
の
言
葉
が
多
い
︒
し
か
し
︑
先
生
は
宗
教
的
信
念
と
倫
理

観
と
を
一
元
的
に
取
扱
お
う
と
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
読

者
は
先
生
か
ら
開
き
直
っ
た
態
度
で
叱
ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
な

く
て
す
む
︒
そ
の
代
わ
り
︑
先
生
の
作
品
の
奥
に
大
き
な
宗
教
的

良
心
の
ひ
ら
め
き
は
欠
け
て
い
る
︒
エ
リ
オ
ッ
ト
の
心
理
的
描
写
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は
︑
常
に
そ
の
最
後
の
目
標
を
道
徳
と
宗
教
と
の
大
き
な
力
へ
の

発
展
を
期
待
し
た
と
こ
ろ
に
置
い
て
い
る
漱
石
先
生
の
心
理
描
写

は
﹁
自
我
﹂
の
発
展
を
期
せ
ん
と
す
る
も
の
の
心
理
的
推
移
に
重

点
を
措
い
て
い
る
︒
エ
リ
オ
ッ
ト
は
前
記
タ
イ
ト
ー
の
良
心
が
し

だ
い
に
鈍
り
ゆ
く
有
様
を
︑
き
わ
め
て
心
理
的
に
解
説
す
る
と
同

時
に
︑
タ
イ
ト
ー
が
宗
教
的
ま
た
道
徳
的
観
念
の
潜
在
意
識
に
促

さ
れ
て
︑
内
心
私
か
に
羞
恥
の
念
に
脅
か
さ
れ
︑
ま
た
目
に
見
え

ぬ
神
の
叱
責
に
︑
私
か
に
恐
怖
を
抱
い
て
い
る
有
様
を
巧
み
に
︑

ま
た
用
意
周
到
に
書
き
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
︒
日
く

"B
esides,

in
thifs

irst
disfinct

colloquy,
w
ith

him
self
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the
ideas

w
hich

had
previously

been
scattered

and

interrupted
had

now
concentrated

them
selves:

the
little

rills
of
selfishness

had
united

and
m
ade

channel
so

that

they
could

never
again

m
eet

w
ith

the
sam

e
resistance.

H
itherto

T
ito

had
left

in
vague

indecision
the

question

w
hether,

w
ith

the
m
eans

in
his

pow
er,

he
w
ould

not

return,
and

ascertain
his

father's
fate;

he
had

now
a

definite
excuse

to
him

self
for

not
taking

that
course;

he

had
avow

ed
to

him
self

a
choice

w
hich

he
w
ould

have

been
asham

ed
to

avow
to

others
and

w
ould

have
m
ade
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him
asham

ed
in

the
resurgent

presence
of

his
father.

B
ut

the
inw

ard
sham

e,
the

reflex
of

that
outw

ard
law

w
hich

the
great

heart
of

m
ankind

m
akes

for
every

individual
m
an

︱a
reflex

w
hich

w
ill

exist
even

in
the

absence
of

the
sym

pathetic
im
pulses

tnat
need

no
law

,

but
rush

to
the

deed
of
fidelity

and
pity

as
inevitably

as

the
brute

m
other

shields
her

young
from

the
attack

of

the
hereditary

enem
y

︱that
inw

ard
sham

e
w
as

show
ing

its
blushes

in
T
ito's

determ
ined

assertion
to
him

self
that

his
father

dead,or
that

at
least

search
w
as

hopeless."
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︹
な
お
そ
の
ほ
か
に
︑
彼
が
今
初
め
て
は
っ
き
り
と
為
し
た
独
語

の
中
に
は
︑
今
ま
で
彼
が
抱
い
て
い
た
あ
の
散
乱
し
て
い
た
と
こ

ろ
の
︑
そ
し
て
ま
た
︑
断
絶
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
考
え
が
︑
今
や

こ
と
ご
と
く
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
集
中
し
た
の
で
あ
る
︒
す
な

わ
ち
あ
た
か
も
私
欲
の
細
流
が
こ
と
ご
と
く
合
流
し
て
一
つ
の
流

と
成
っ
て
き
た
よ
う
な
も
の
で
︑
今
ま
で
と
同
じ
抵
抗
力
を
も
っ

て
こ
れ
を
防
ご
う
と
し
て
も
と
う
て
い
防
ぎ
き
れ
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
タ
イ
ト
ー
は
自
分
に
は
資
力
が
あ
る
の
だ
か

ら
︑
そ
の
お
金
を
持
っ
て
︑
い
っ
た
ん
ギ
リ
シ
ア
に
帰
っ
て
養
父

の
運
命
を
確
め
よ
う
か
と
い
う
よ
う
な
間
題
は
︑
未
決
の
ま
ま
に
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漠
然
と
放
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
い
ま
や
︑
彼
は
そ
の
ギ
リ

シ
ア
行
き
の
考
え
は
実
行
し
か
い
こ
と
に
決
め
︑
し
か
も
︑
そ
れ

に
対
し
て
自
分
独
り
で
断
乎
た
る
弁
䟽
を
す
ら
為
し
た
の
で
あ

べ
ん
そ

る
︒
彼
は
い
ま
や
他
人
に
こ
の
よ
う
な
考
え
を
公
然
と
告
白
し
た

な
ら
ば
︑
自
分
な
が
ら
恥
じ
る
よ
う
な
選
択
を
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
も
︑
か
く
の
ご
と
き
選
択
な
る
や
万
一
将
来
父
が
再
生
し
て

そ
の
身
を
現
わ
し
た
な
ら
ば
︑
タ
イ
ト
ー
に
と
り
て
は
大
い
に
赤

面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
選
択
で
あ
っ
た
の
だ
︒
し
か
し
彼
の
内

心
の
廉
恥
す
な
わ
ち
人
類
に
備
わ
り
て
い
る
大
き
な
性
情
が
各
個

人
の
た
め
に
作
っ
て
い
る
あ
の
外
部
的
法
則
の
反
射
⁝
⁝
そ
れ
は



100

あ
の
獣
類
の
母
が
そ
の
世
襲
的
敵
の
攻
撃
に
対
し
て
︑
必
ず
し
も

こ
の
法
則
の
命
令
が
な
く
て
も
︑
我
が
仔
を
保
護
す
る
が
ご
と
き

信
実
憐
憫
の
行
為
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
来
る
同
情
的
刺
激
か
ら
で

は
な
い
に
し
て
も
︑
必
然
的
に
人
間
の
心
の
奥
に
宿
っ
て
い
る
良

心
の
反
射
作
用
︑
換
言
す
れ
ば
廉
恥
心
と
称
す
る
も
の
が
︑
い
ま

や
タ
イ
ト
ー
に
生
じ
て
き
た
︒
彼
は
己
が
父
が
す
で
に
死
ん
だ
︑

い
な
︑
死
ん
で
お
ら
な
い
に
し
て
も
︑
そ
の
行
方
詮
索
は
無
用
だ

か
ら
中
止
し
よ
う
と
ま
で
心
の
中
で
言
い
張
っ
た
そ
の
態
度
に
対

し
て
こ
の
人
間
と
し
て
の
真
実
の
同
情
心
に
富
ん
だ
心
⁝
⁝
す
な

わ
ち
悪
を
避
け
善
に
就
こ
う
と
す
る
廉
恥
心
が
︑
い
か
に
も
恥
か
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し
そ
う
に
顔
を
赤
く
し
て
タ
イ
ト
ー
の
心
の
中
に
現
わ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
︒︺

人
間
の
道
徳
的
良
心
︑
人
間
の
上
帝
に
対
す
る
信
仰
の
念
︑
こ

の
二
つ
の
大
精
神
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
心
理
的
小
説
の
生
命
で
あ
っ

た
︒タ
イ
ト
ー
の
私
欲
が
い
か
に
は
ば
を
き
か
せ
よ
う
と
し
て
も
︑

常
に
こ
の
二
つ
の
人
間
的
良
心
の
煩
悶
が
︑
そ
の
実
現
を
妨
げ
よ

う
と
す
る
︒
エ
リ
オ
ッ
ト
は
こ
の
煩
悶
を
詳
細
に
描
き
出
そ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
努
力
を
払
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
彼
女
は

成
功
し
た
︒
英
国
心
理
小
説
家
の
中
で
︑
い
ま
だ
か
つ
て
エ
リ
オ

ッ
ト
の
ご
と
き
綿
密
正
確
な
心
理
的
考
察
を
作
品
の
中
で
試
み
た
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も
の
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
の
理
知
は
己

が
叡
知
に
捉
え
ら
れ
て
︑
往
々
に
し
て
あ
ま
り
に
分
析
的
で
か
つ

く
ど
く
ど
し
い
描
写
を
す
ら
為
し
た
︒
漱
石
先
生
は
エ
リ
オ
ッ
ト

の
作
風
に
学
ば
れ
た
点
が
非
常
に
多
か
っ
た
と
私
は
想
像
す
る
︒

作
中
の
人
物
の
取
扱
い
方
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
筆
致
に
よ
く
似
て
い

る
︒
理
屈
好
き
で
︑
く
ど
く
ど
し
く
説
明
す
る
あ
た
り
に
も
二
者

共
通
の
欠
点
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
漱
石
先
生
は
宗
教
と
道

徳
と
に
つ
い
て
決
し
て
説
教
じ
み
た
こ
と
を
お
述
べ
に
な
ら
な
か

っ
た
︒
先
生
の
理
屈
は
常
に
学
者
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
で
あ

っ
た
︒
大
学
の
教
壇
の
講
義
の
延
長
そ
の
も
の
が
先
生
の
小
説
に
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反
映
し
て
い
る
︒
先
生
は
小
説
︑
随
筆
︑
評
論
に
お
い
て
こ
の
理

知
の
表
現
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
︑
英
詩
の
小

編
に
お
い
て
も
︑
新
体
詩
に
お
い
て
も
︑
漢
詩
に
お
い
て
も
︑
い

な
︑
俳
句
の
ご
と
き
短
詩
形
の
も
の
の
中
に
お
い
て
す
ら
理
屈
癖

を
現
し
て
お
ら
れ
る
︒

叡
知
と
感
覚
の
鋭
利
な
メ
ス
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
漱
石
先
生

は
︑
日
本
小
説
界
に
高
級
文
学
を
創
始
さ
れ
た
文
壇
の
功
労
者
で

あ
る
︒
わ
が
国
の
知
識
界
は
永
久
に
先
生
の
業
跡
に
対
し
て
︑
感

謝
の
念
を
さ
さ
げ
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒
実
に
漱
石
先
生
に
よ
り
て

本
邦
の
小
説
は
︑
英
国
型
の
上
品
な
︑
理
知
的
な
︑
そ
し
て
批
判



104

的
な
写
実
文
学
を
初
め
て
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
︒
先
生
の
小

説
が
永
遠
に
本
邦
の
知
識
層
に
愛
読
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明

ら
か
だ
と
思
う
︒

︵
昭
和
二
十
三
年
刊
︑﹃
人
間
漱
石
﹄︶
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