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絶
代
の
奇
才
と
言
う
べ
き
か
な
︑
大
学
を
出
で
て
︑
田
舎
の
中

学
教
員
と
な
り
お
り
し
間
は
︑
日
本
派
の
一
俳
人
と
し
て
︑
一
分

の
人
に
知
ら
れ
し
の
み
な
り
︑
さ
ま
で
奇
と
す
る
に
は
足
ら
ざ
り

し
な
り
︒
進
ん
で
高
等
学
校
の
教
員
と
な
り
し
も
︑
こ
れ
は
鰻
上

り
と
い
う
も
の
に
て
︑
さ
ま
で
奇
と
す
る
に
は
足
ら
ず
︒
留
学
を

命
ぜ
ら
れ
︑
帰
り
て
︑
大
学
の
教
員
と
な
り
し
は
︑
秀
才
に
は
相

違
な
け
れ
ど
も
︑
他
に
そ
の
類
も
少
な
か
ら
ざ
る
こ
と
な
れ
ば
︑

さ
ま
で
奇
と
す
る
に
は
足
ら
ず
︒
一
朝
﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
を

著
わ
す
に
至
り
て
︑
夏
目
漱
石
の
奇
才
︑
こ
こ
に
始
め
て
穎
脱
せ

え
い
だ
つ
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り
︒
当
に
そ
の
作
が
奇
抜
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
大
学
教
員
に
し
て
︑

し
か
も
四
十
歳
近
く
に
な
り
て
︑
始
め
て
小
説
を
草
し
︑
し
か
も

そ
の
小
説
が
文
壇
を
風
靡
す
る
と
い
う
事
実
が
奇
抜
な
り
︒
や
が

て
︑
大
学
教
員
の
職
を
な
げ
う
つ
こ
と
敝
履
の
ご
と
く
︑
甘
ん
じ

て
︑
一
生
を
一
枝
の
筆
に
托
す
る
に
至
り
て
は
︑
愈
奇
抜
な
り
︒

い
よ
い
よ

つ
ら
つ
ら
漱
石
の
学
や
文
や
人
格
や
を
察
す
る
に
︑
気
骨
あ
る

の
士
な
る
こ
と
︑
明
治
の
文
壇
︑
実
に
空
前
な
り
︒
日
本
派
の
俳

壇
に
あ
り
て
︑
正
岡
子
規
は
︑
趣
味
ひ
ろ
く
︑
才
大
な
る
点
に
於

い
て
︑
大
将
株
の
価
値
あ
り
︒
内
藤
鳴
雪
は
風
韻
高
き
点
に
於
い

て
︑
俳
壇
の
仙
な
り
︒
漱
石
は
︑
奇
抜
を
以
て
︑
一
頭
地
を
抜
く
︒
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他
の
諸
氏
は
︑
凡
骨
も
し
く
は
︑
小
才
子
の
徒
︑
多
く
言
う
に
足

ら
ず
︒
漱
石
は
︑
滑
稽
を
も
兼
ね
た
り
︒﹁
か
み
な
り
の
づ
に
乗

り
過
ぎ
て
落
ち
に
け
り
﹂
は
︑
ま
だ
月
並
み
の
痕
跡
あ
れ
ど
﹁
某

は
雀
に
て
候
案
山
子
殿
﹂
な
ど
に
至
り
て
は
︑
滑
稽
の
妙
を
き
わ

め
て
︑
よ
く
漱
石
一
家
の
特
色
を
発
揮
せ
る
も
の
な
り
︒

は
じ
め
︑
帝
国
文
学
に
︑﹁
倫
敦
塔
﹂
出
ず
る
や
︑
わ
れ
激
賞

し
て
曰
く
︑
帝
国
文
学
空
前
の
美
文
な
り
と
︒
そ
の
後
﹁
我
輩
は

猫
で
あ
る
﹂
の
上
巻
出
ず
る
や
︑
わ
れ
少
し
く
こ
れ
を
抑
え
た
り
︒

抑
え
た
る
は
︑
そ
の
大
成
を
期
し
た
る
な
り
︒
飲
酒
︑
道
楽
︑
社

交
︑
旅
行
等
の
注
文
も
︑
こ
の
意
に
外
な
ら
ず
︒
し
か
る
に
︑
中
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巻
に
至
り
て
は
︑
苦
沙
彌
先
生
︑
二
杯
の
晩
酌
の
と
こ
ろ
を
四
杯

ま
で
飲
み
過
ご
す
︒
細
君
苦
々
し
き
顔
を
な
す
︒
先
生
曰
く
﹁
桂

月
が
飲
め
と
勧
め
た
り
︒﹂﹁
桂
月
と
は
何
ぞ
﹂﹁
さ
す
が
の
桂
月

も
︑
細
君
に
逢
っ
て
は
︑
一
門
の
価
値
も
無
し
︒
桂
月
は
現
今
一

流
の
批
評
家
な
り
︒
そ
の
桂
月
の
言
う
事
故
︑
よ
き
事
な
り
﹂
と

い
え
ば
︑﹁
桂
月
だ
っ
て
︑
梅
月
だ
っ
て
︑
よ
け
い
な
お
世
話
な

り
﹂
と
い
う
︒﹁
酒
の
み
な
ら
ず
︑
交
際
を
し
て
︑
道
楽
を
し
て
︑

旅
行
を
し
ろ
と
す
す
め
た
り
︒﹂﹁
な
お
悪
き
に
あ
ら
ず
や
︒﹂
と
︑

細
君
柳
眉
を
さ
か
だ
つ
る
に
至
り
て
︑わ
れ
覚
え
ず
案
を
拍
ち
ぬ
︒

謭
劣
︑
余
の
如
き
も
の
の
愚
評
が
︑
作
家
に
対
し
て
︑
こ
こ
ま
で
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反
応
が
あ
る
か
と
思
え
ば
︑
大
い
に
張
合
が
あ
る
と
い
う
も
の
な

り
︒
漱
石
は
︑
な
お
余
の
言
を
気
に
せ
し
と
見
え
て
︑
他
の
処
に

於
い
て
︑﹁
桂
月
は
主
人
の
事
を
稺
気
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
﹂

と
記
せ
り
︒
問
う
に
落
ち
ず
し
て
︑
語
る
に
落
つ
︒
そ
ん
な
事
言

う
が
︑
即
ち
稺
気
な
り
︒
し
か
し
︑
冷
や
か
す
こ
と
は
︑
さ
て
措

き
︑
上
巻
の
三
四
倍
大
の
も
の
に
し
た
し
と
注
文
せ
し
に
︑
う
れ

し
や
︑
中
巻
出
で
た
り
︑
下
巻
出
で
た
り
︒
容
量
に
於
い
て
も
大

作
の
資
格
を
備
う
る
も
の
と
な
り
た
り
︒

こ
こ
に
︑
余
は
︑
さ
き
に
︑
上
巻
に
対
し
て
︑
頌
よ
り
も
︑
規

を
以
て
し
て
︑
抑
え
た
る
批
評
を
取
り
消
し
て
︑
言
わ
ん
と
す
︑
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一
九
の
﹁
膝
栗
毛
﹂
三
馬
の
﹁
浮
世
風
呂
﹂
が
傑
作
な
る
以
上
は
︑

﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
は
︑
あ
る
点
に
於
い
て
は
︑
た
し
か
に
︑

そ
れ
以
上
の
傑
作
品
︒
空
前
の
作
な
り
︒

写
生
文
は
︑
写
生
の
必
要
あ
り
︒
画
家
に
モ
デ
ル
の
必
要
あ
ら

ば
︑﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
も
︑
モ
デ
ル
あ
る
べ
し
︒
漱
石
の
人

と
な
り
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
な
る
べ
し
︒
さ
れ
ど
︑
そ
れ
よ
り
も
︑

直
接
世
に
あ
ら
わ
れ
た
る
事
実
に
つ
い
て
吟
味
す
る
方
が
︑
早
手

回
し
な
り
︒
漱
石
の
朝
日
新
聞
社
に
入
る
や
︑
入
社
の
辞
を
草
し

た
り
︒﹁
大
学
は
我
を
冷
遇
し
た
り
︒
年
俸
僅
々
八
百
円
︑
衣
食

に
も
事
欠
く
︒
故
に
我
を
優
遇
す
る
新
聞
社
に
入
り
た
り
︒﹂
と
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の
言
あ
り
︒
そ
の
学
ぶ
所
が
英
学
故
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
英
国
の
気

風
に
か
ぶ
れ
て
︑
そ
れ
を
当
然
の
事
と
思
う
か
も
知
れ
ず
︑
又
天

真
爛
漫
︑
己
を
佯
ら
ぬ
つ
も
り
か
も
知
れ
ね
ど
︑
余
を
以
て
み

い
つ
わ

れ
ば
︑
例
の
稺
気
む
し
ろ
愛
す
べ
き
点
も
あ
れ
ど
︑
立
つ
鳥
︑
水

を
濁
さ
ず
と
い
う
こ
と
を
解
せ
ざ
る
な
り
︒
大
学
の
諸
公
︑
多
く

は
み
な
駿
馬
な
り
︒し
か
も
槽
櫪
の
間
に
一
生
を
送
る
駿
馬
な
り
︒

即
ち
官
臭
を
喜
ぶ
人
な
り
︒
漱
石
は
︑
官
学
的
臭
気
を
帯
び
ず
︑

所
謂
天
馬
覇
す
べ
か
ら
ず
底
の
人
な
り
︒
冷
遇
に
腹
立
て
て
︑
去

る
な
ら
去
る
で
︑
大
い
に
好
し
︒
さ
れ
ど
︑
行
き
が
け
の
駄
賃
︑

大
学
の
悪
口
言
う
の
必
要
︑
い
ず
く
に
か
在
る
︒﹁
文
学
論
﹂
の
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梓
に
上
る
や
漱
石
大
い
に
怒
り
︑
校
正
者
を
し
て
謝
罪
状
を
新
聞

に
出
さ
し
め
た
り
︒
更
に
活
版
屋
と
争
そ
え
り
︒
そ
の
活
版
屋
と

争
い
し
は
︑
愚
の
よ
う
な
れ
ど
も
︑
活
版
屋
を
警
戒
し
て
︑
出
版

上
に
利
益
を
与
え
た
り
と
す
れ
ば
︑
大
愚
と
云
い
て
可
な
り
︒
さ

れ
ど
︑
校
正
者
の
謝
罪
広
告
に
至
り
て
は
︑
全
く
痴
愚
な
り
︒
公

私
の
区
別
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
校
正
者
粗
漏
な
ら
ば
︑
私
に
於
い

て
は
︑
大
い
に
校
正
者
を
叱
る
べ
し
︒
さ
れ
ど
︑
公
に
於
い
て
は
︑

責
を
引
き
て
︑
自
ら
謝
罪
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
元
来
︑
自
著
を
自

ら
校
正
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
︑
読
者
に
対
し
て
︑
不
忠
実
き
わ
ま

る
こ
と
な
り
︒
さ
れ
ど
︑
自
ら
信
用
す
る
人
な
ら
ば
︑
こ
れ
に
托
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す
る
も
︑
止
む
を
得
ざ
る
場
合
も
あ
る
べ
し
︒
そ
の
場
合
に
は
︑

校
正
の
誤
謬
は
︑
校
正
者
の
罪
に
あ
ら
ず
し
て
︑
漱
石
の
罪
な
り
︒

そ
の
罪
を
校
正
者
に
の
み
嫁
し
て
︑
己
ひ
と
り
︑
い
い
子
と
な
ら

ん
と
す
る
は
︑
余
り
に
得
手
勝
手
な
る
我
儘
者
な
り
︑
一
寸
気
が

利
い
て
︑
大
い
に
間
が
抜
け
た
り
︒
所
謂
頭
か
く
し
て
︑
尻
隠
さ

ざ
る
の
類
な
り
︒
腹
に
悪
意
あ
る
に
あ
ら
ず
︑
罪
な
し
︑
無
邪
気

な
り
︒
稺
気
︑
む
し
ろ
愛
す
べ
き
な
り
︒

事
実
上
の
漱
石
︑
既
に
斯
く
滑
稽
を
帯
び
た
り
︒
こ
れ
を
﹁
我

輩
は
猫
で
あ
る
﹂
に
凝
す
る
に
︑
ハ
ハ
ア
︑
出
て
い
る
は
︑
で
て

い
る
は
︒
そ
の
為
に
︑﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
に
︑
一
種
の
滑
稽
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を
添
え
た
り
︒
大
学
の
薄
遇
を
怒
り
︑
校
正
者
の
粗
漏
を
怒
り
︑

活
版
屋
の
不
埒
を
怒
る
の
漱
石
は
︑
苦
沙
彌
と
な
り
て
︑
金
田
夫

人
の
鼻
の
大
な
る
が
︑
癪
に
さ
わ
り
て
怒
り
た
り
︒
墻
外
で
︑
サ

ベ
ー
ジ
︑
チ
ー
と
悪
口
言
わ
れ
て
︑
怒
り
て
飛
び
出
し
た
り
︒
湯

屋
に
て
学
生
と
喧
嘩
し
た
り
︒
野
球
の
丸
を
投
げ
込
ま
れ
て
︑

ボ
ー
ル

怒
り
て
学
生
を
捕
え
た
り
︒
校
長
を
呼
び
た
り
︑
そ
の
結
果
︑
始

め
の
怒
り
も
何
処
へ
や
ら
︑
竜
頭
蛇
尾
に
収
ま
り
て
︑
門
が
鳴
る
︒

御
免
︑
丸
を
拾
わ
し
て
下
さ
い
と
︑
頻
煩
に
学
生
の
入
り
来
る

ボ
ー
ル

と
が
増
し
た
る
だ
け
に
て
︑
丸
の
飛
来
は
︑
依
然
と
し
て
も
と

ボ
ー
ル

の
如
き
な
り
︒
苦
沙
彌
先
生
癇
癪
を
起
こ
し
し
は
︑
右
に
あ
げ
た
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る
場
合
の
み
に
て
︑
そ
れ
も
至
っ
て
無
邪
気
な
る
︑
罪
の
無
き
怒

り
な
り
︒
平
生
は
︑
洒
落
な
り
︑
飄
逸
な
り
︒
白
き
鼻
毛
を
抜
き
︑

珍
し
が
り
て
︑
う
え
た
て
て
︑
面
白
が
る
な
り
︒
細
君
来
て
︑
家

計
の
不
足
を
訴
う
れ
ば
︑
そ
の
鼻
毛
に
て
︑
追
っ
払
い
て
︑
う
れ

し
が
る
な
り
︒
気
が
利
い
た
よ
う
に
て
間
が
抜
け
︑
間
抜
け
た
よ

う
に
て
︑
気
が
き
き
︑
機
知
に
と
み
︑
想
像
力
に
も
富
め
り
︒
盗

賊
に
も
の
を
取
ら
れ
て
も
︑
く
や
し
が
ら
ず
︒
そ
の
盗
ま
れ
た
る

品
物
が
戻
る
と
聞
き
て
も
︑
さ
ま
で
︑
う
れ
し
が
り
も
せ
ず
︒
友

に
対
し
て
も
︑
来
る
者
は
拒
ま
ず
︑
去
る
者
は
追
わ
ず
︒
細
君
の

言
う
が
如
く
︑
巡
査
を
恐
れ
敬
う
は
︑
内
気
に
し
て
︑
真
面
目
に
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し
て
︑
臆
病
な
れ
ば
な
り
︒
我
家
に
入
り
た
る
盗
賊
を
︑
そ
れ
と

は
知
ら
ず
に
︑
刑
事
巡
査
と
思
い
あ
や
ま
り
て
︑
慇
懃
に
こ
れ
に

頭
を
下
げ
た
る
は
頗
る
滑
稽
な
り
︒
迷
亭
に
注
意
せ
ら
れ
て
も
︑

な
お
悟
ら
ず
に
︑
そ
の
非
を
通
す
は
︑
ま
す
ま
す
滑
稽
な
り
︒
内

気
に
し
て
臆
病
な
る
は
︑
天
才
者
の
一
の
資
格
な
り
︒
し
ゃ
あ
し

ゃ
あ
と
蛙
の
画
を
す
る
も
の
に
︑
到
底
大
な
る
発
達
な
し
︒
姪
の

少
女
︑
小
慧
な
り
︒
苦
沙
彌
先
生
の
あ
ま
の
じ
ゃ
く
な
る
と
を
看

破
せ
り
︒
買
っ
て
く
れ
と
云
え
ば
︑
買
っ
て
く
れ
ず
︑
い
ら
な
い

と
云
え
ば
︑
買
っ
て
く
れ
る
と
い
う
秘
訣
を
知
り
て
︑
い
ら
な
い

と
云
い
て
︑
蝙
蝠
傘
を
買
っ
て
も
ら
え
り
︒
得
々
と
し
て
︑
こ
れ
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を
叔
母
に
語
る
︒
そ
ん
な
ら
返
せ
と
︑
苦
沙
彌
先
生
に
言
わ
れ
て
︑

忽
ち
泣
き
出
す
な
ど
︑
目
の
前
に
見
る
よ
う
な
り
︒
迷
亭
も
︑
寒

月
も
︑
越
智
東
風
も
︑
多
々
良
三
平
も
︑
い
ず
れ
も
み
な
苦
沙
彌

先
生
の
変
形
に
過
ぎ
ず
︒
迷
亭
は
洒
落
の
よ
う
な
れ
ど
︑
小
心
な

り
︑
う
そ
を
つ
け
ど
︑
悪
意
は
無
し
︑
パ
ナ
マ
帽
の
説
明
を
な
し
︑

蕎
麦
の
食
い
方
を
説
明
す
る
な
ど
︑
馬
鹿
の
よ
う
な
れ
ど
︑
馬
鹿

に
は
あ
ら
ず
︑
寒
月
は
金
田
令
嬢
に
ほ
れ
て
︑
吾
妻
橋
よ
り
身
を

投
ず
る
ま
で
の
馬
鹿
者
な
れ
ど
︑
橋
の
下
に
は
あ
ら
で
︑
橋
の
上

に
身
を
な
げ
た
る
利
口
者
な
り
︒
蛙
の
目
玉
を
研
究
し
︑
博
士
論

文
を
草
し
︑
博
士
と
な
り
て
︑
金
田
の
女
婿
と
な
ら
ん
と
思
う
ま
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で
の
馬
鹿
者
か
と
思
え
ば
︑
い
つ
の
間
に
や
ら
︑
国
よ
り
細
君
を

つ
れ
て
来
た
る
利
口
者
な
り
︒
越
智
東
風
は
我
が
愛
す
る
美
人
が

他
に
嫁
す
る
と
聞
き
て
も
︑
や
き
も
ち
を
焼
か
ず
︑
失
恋
し
て
︑

華
厳
滝
に
赴
き
も
せ
ず
︑
喜
ん
で
祝
い
の
歌
を
つ
く
る
ま
で
に

酒
々
落
々
た
り
︒
徹
頭
徹
尾
︑
滑
稽
に
富
み
て
︑
そ
の
滑
稽
に
は
︑

機
智
あ
り
︑
警
句
あ
り
︑
い
や
み
無
く
︑
く
す
ぐ
り
無
し
︒
諷
刺

は
少
な
し
︒
諷
刺
の
出
来
る
ほ
ど
の
度
量
な
き
人
な
り
︒
否
︑
諷

刺
の
出
来
る
ほ
ど
の
悪
人
に
非
ら
ざ
る
な
り
︒
直
裁
に
し
て
︑
天

真
爛
漫
︑
い
つ
わ
ら
ず
︑
ぶ
ら
ず
︑
衒
わ
ず
し
て
︑
気
品
自
ら
高

し
︒
終
に
猫
が
ビ
ー
ル
に
酔
い
て
︑
甕
中
に
落
ち
︑
脱
す
る
に
路
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な
き
を
知
り
て
︑
未
練
も
言
わ
ず
︑
愚
痴
も
こ
ぼ
さ
ず
︑
泰
然
と

し
て
死
す
る
に
至
り
て
︑
漱
石
の
面
目
︑
所
謂
画
龍
に
睛
を
点
ず

る
の
趣
あ
り
︒
漱
石
の
作
︑
冷
や
や
か
な
る
よ
う
な
れ
ど
︑
真
に

冷
や
や
か
な
る
に
非
ず
︒
腹
に
は
︑
万
斛
の
涙
あ
る
人
な
り
︒
さ

ば
ん
こ
く

れ
ど
︑
自
ら
修
養
す
る
所
ふ
か
く
︑
理
性
も
発
達
せ
り
︒
生
死
得

喪
の
上
に
超
脱
す
︑
こ
の
猫
の
最
期
と
中
巻
の
序
と
を
対
照
す
れ

ば
︑
面
白
か
る
べ
し
︒
留
学
中
︑
正
岡
子
規
が
重
病
の
苦
状
を
書

き
た
る
手
紙
を
送
り
け
れ
ば
︑
長
々
と
返
書
を
お
く
れ
り
︒
子
規

そ
れ
を
面
白
が
り
て
︑
今
一
度
お
こ
し
て
く
れ
と
︑
あ
わ
れ
な
事

を
言
い
来
た
れ
り
︒
さ
れ
ど
︑
我
は
我
の
仕
事
あ
る
を
以
て
︑
返
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書
を
お
く
ら
ざ
り
き
︒
子
規
む
な
し
く
死
せ
り
︒
一
寸
︑
こ
の
事

を
聞
か
ば
︑
人
或
い
は
不
人
情
と
思
う
べ
し
︒
然
れ
ど
も
不
人
情

に
は
非
ず
︒
漱
石
の
所
謂
非
人
情
な
り
︒
漱
石
は
善
人
な
り
︒
涙

あ
る
人
な
り
︒
さ
れ
ど
︑
自
ら
生
死
得
喪
の
上
に
超
脱
す
︒
子
規

の
病
苦
を
気
の
毒
と
は
云
え
ど
︑
達
人
に
あ
り
て
は
︑
一
死
も
と

よ
り
大
事
件
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
一
般
の
俗
人
な
ら
︑
い
ざ
知

ら
ず
︒
正
岡
子
規
と
も
あ
る
べ
き
人
な
ら
︑
亦
然
る
べ
き
筈
な
り
︒

根
慸
に
こ
の
悟
脱
あ
り
︑
故
に
猫
の
最
期
も
見
事
な
り
︒
漱
石
自

こ
ん
た
い

身
の
最
後
も
︑
亦
同
じ
く
見
事
な
る
べ
き
な
り
︒
明
治
の
文
壇
︑

わ
れ
漱
石
に
於
い
て
︑
高
士
の
俤
を
見
る
︒
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滑
稽
も
涙
あ
る
人
の
滑
稽
に
て
︑
は
じ
め
て
軽
薄
の
気
紛
々
と

し
て
近
づ
く
べ
か
ら
ず
︑﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
一
篇
︑
一
寸
冷

か
な
よ
う
な
れ
ど
も
︑
徹
頭
徹
尾
︑
面
白
可
笑
し
く
読
ま
る
る
は
︑

作
者
そ
の
人
の
腹
に
涙
あ
る
が
故
な
り
︑
又
漱
石
の
人
格
の
高
き

が
故
な
り
︒
唯
漱
石
は
︑
事
実
上
に
も
︑
下
ら
ぬ
事
に
癇
癪
を
起

こ
し
︑
そ
れ
が
作
に
あ
ら
わ
れ
て
︑
自
然
の
滑
稽
と
な
る
︒
稺
気

と
云
え
ば
︑
稺
気
な
れ
ど
も
︑
む
し
ろ
愛
す
べ
き
な
り
︒
世
も
し

単
に
漱
石
の
滑
稽
の
み
を
味
わ
い
︑
警
句
の
み
を
味
わ
う
も
の
あ

ら
ば
︑
こ
れ
よ
く
漱
石
の
作
を
読
む
者
と
云
う
べ
か
ら
ず
︒
草
枕

の
主
人
公
が
陶
淵
明
の
﹁
採
菊
東
籬
下
︑
悠

然
見
南
山
﹂

き
く
を
と
る
と
う
り
の
も
と

ゆ
う
ぜ
ん
と
し
て
な
ん
ざ
ん
を
み
る



22

を
激
賞
し
た
る
は
︑
や
が
て
こ
れ
漱
石
の
趣
味
な
り
︒
漱
石
は
英

文
学
に
精
通
し
︑
哲
学
的
頭
脳
を
有
し
︑
西
洋
の
新
知
識
に
富
め

ど
も
︑
根
本
は
︑
漢
詩
︑
俳
句
︑
禅
︑
武
士
道
な
ど
に
ふ
く
ま
れ

た
る
気
品
を
身
解
し
た
る
人
な
る
べ
し
︑
淵
明
も
し
小
説
を
作
ら

ば
︑
漱
石
に
似
た
も
の
が
出
来
る
べ
し
︒
雪
舟
も
し
小
説
を
作
ら

ば
︑
や
は
り
漱
石
に
似
た
も
の
が
出
来
る
べ
し
︒
社
会
の
趣
味
堕

落
し
︑
浮
薄
に
し
て
︑
唯
︑
新
を
追
い
︑
芸
術
の
徒
に
西
洋
の
糟

粕
を
嘗
め
て
得
々
た
る
世
の
中
は
︑
雪
舟
︑
探
幽
な
ど
の
名
画
は
︑

ど
し
ど
し
西
洋
に
飛
び
出
し
つ
つ
あ
る
な
り
︒
気
品
と
い
う
こ
と

を
解
せ
ざ
る
者
は
︑
去
っ
て
自
然
派
の
小
説
を
読
め
︑
自
然
派
の
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小
説
は
︑
ま
た
独
特
の
別
趣
味
あ
る
な
り
︒
気
品
を
解
す
る
も
の
︑

漱
石
の
小
説
を
読
ま
ば
︑
塵
外
の
仙
境
に
遊
び
た
る
心
地
す
べ
き

な
り
︒
こ
の
点
に
於
い
て
︑
明
治
の
軽
文
学
上
︑
漱
石
が
独
歩
な

り
︒さ

ら
ば
︑
漱
石
は
︑
気
品
の
極
に
達
し
居
る
か
と
云
う
に
︑
余

は
︑
否
と
答
ふ
べ
し
︒
味
噌
の
味
噌
く
さ
さ
は
︑
真
の
味
噌
に
非

ず
と
云
い
け
ん
︑
気
品
の
気
く
さ
さ
も
︑
ま
だ
上
乗
の
気
品
に
は

あ
ら
ざ
る
な
り
︒
写
生
文
と
題
す
る
論
文
の
中
に
︑
漱
石
は
︑
写

生
文
の
要
を
説
き
て
︑
写
生
文
家
の
社
会
人
生
に
対
す
る
は
︑
親

の
子
に
対
す
る
が
如
し
と
云
え
り
︒こ
れ
だ
け
な
ら
大
い
に
好
し
︒
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然
る
に
︑
そ
の
理
由
を
問
え
ば
︑
子
が
犬
に
吠
え
ら
れ
て
︑
あ
わ

て
て
に
げ
て
︑
菓
子
を
落
と
し
て
︑
泣
い
た
か
ら
と
て
︑
親
は
そ

の
子
と
同
じ
く
泣
く
能
わ
ざ
る
な
り
と
云
う
︒
漱
石
の
ま
だ
気
品

く
さ
さ
も
︑
こ
こ
な
り
︒
そ
の
作
の
冷
や
や
か
に
見
ゆ
る
も
︑
こ

こ
な
り
︒
子
と
同
じ
心
に
な
り
て
︑
子
と
共
に
遊
び
︑
子
と
共
に

鬼
戯
も
な
し
︑
子
と
共
に
笑
い
︑
子
と
共
に
泣
き
︑
し
ば
ら
く
︑

小
我
を
没
し
て
こ
そ
︑
ま
こ
と
の
親
な
れ
︒
気
品
も
︑
こ
こ
に
至

り
て
︑
渾
然
た
る
大
気
品
な
り
︒
潔
癖
に
し
て
理
智
の
す
ぐ
れ
た

る
漱
石
に
は
︑
無
理
な
る
注
文
か
も
知
れ
ざ
れ
ど
も
︑
漱
石
も
し

そ
の
大
を
望
ま
ば
︑
自
ら
力
め
て
そ
の
理
智
を
く
ら
ま
す
べ
し
︑
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愚
に
な
る
の
趣
を
解
す
べ
し
︒
西
園
寺
候
が
聡
明
純
潔
の
資
を
以

て
︑
豺
狼
の
よ
り
あ
い
の
よ
う
な
政
界
に
立
ち
︑
政
友
党
の
総
理

と
な
り
︑
内
閣
総
理
大
臣
と
な
れ
る
は
︑
こ
れ
を
能
く
せ
る
に
よ

る
な
り
︒
書
を
読
み
お
り
て
は
︑
漱
石
の
理
智
は
︑
益
長
ず
べ
し
︒

し
ば
ら
く
書
巻
を
擲
ち
︑
世
の
愚
物
︑
俗
物
に
伍
し
て
︑
外
部
の

圭
角
を
去
れ
ば
︑
そ
れ
で
よ
き
事
な
り
︒
余
の
飲
酒
︑
道
楽
︑
社

交
︑
旅
行
云
々
は
︑
要
す
る
に
︑
愚
に
な
れ
と
の
事
な
り
︒
必
ず

し
も
小
説
に
酒
を
描
け
︑
道
楽
を
描
け
と
の
事
に
は
あ
ら
ざ
る
な

り
︒単

に
気
品
の
み
な
ら
ば
︑
明
治
の
世
と
い
え
ど
も
︑
仏
に
名
僧
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あ
る
べ
く
︑
野
に
高
士
あ
る
べ
し
︒
漱
石
の
み
に
限
ら
ざ
る
な
り
︒

芸
術
上
の
手
腕
と
し
て
︑
漱
石
に
多
と
す
べ
き
は
︑
そ
の
独
創
力

な
り
︒
独
創
力
な
き
気
品
は
︑
気
品
な
れ
ど
も
︑
陳
腐
と
な
る
べ

し
︒
漱
石
は
奇
才
な
り
︒
月
並
み
を
嫌
い
︑
常
套
を
忌
む
︒
杜
甫

は
︑﹁
語
不
レ
驚
レ
人
死
不
レ
体
﹂
と
云
い
た
る
が
︑
漱
石
に
も
︑

こ
の
概
あ
り
︒
何
事
も
古
人
︑
も
し
く
は
西
人
の
糟
粕
を
嘗
め
ず
︒

今
の
自
然
派
の
作
家
が
︑
西
洋
の
自
然
派
の
糟
粕
を
嘗
む
る
が
如

き
は
︑
漱
石
の
蛇
蝎
視
す
る
所
な
る
べ
し
︒
漱
石
は
そ
の
小
説
の

み
な
ら
ず
︑
そ
の
文
章
に
ま
で
︑
自
家
の
新
機
軸
を
出
し
て
︑
す

べ
て
所
謂
夏
目
式
な
り
︒
こ
れ
芸
術
上
の
一
大
用
件
な
り
︒
こ
れ
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を
欠
ぎ
て
は
︑
大
家
と
云
う
べ
か
ら
ず
︒
大
家
と
云
う
べ
か
ら
ざ

る
の
み
な
ら
ず
︑
芸
術
上
の
生
命
な
き
な
り
︒
ト
ル
ス
ト
イ
を
真

似
て
︑
ト
ル
ス
ト
イ
ま
で
に
至
り
︑
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
を
真
似
て
︑

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
ま
で
に
至
り
た
れ
ば
と
て
︑
一
時
の
愛
嬌
に
は
な

れ
︑
こ
け
お
ど
し
に
は
な
れ
︑
芸
術
史
上
︑
何
等
存
在
の
価
値
な

き
な
り
︒﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
は
︑
た
し
か
に
一
種
の
夏
目
式

な
り
︒
所
謂
非
人
情
小
説
の
﹁
草
枕
﹂
は
︑
猫
と
は
︑
と
び
は
な

れ
て
︑
亦
一
種
の
夏
目
式
な
り
︒﹁
二
百
十
日
﹂
も
﹁
坊
ち
や
ん
﹂

も
︑
み
な
夏
目
式
な
り
︒
短
篇
に
い
た
る
ま
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
特
色

あ
り
︒﹁
一
夜
﹂
は
︑
漱
石
が
自
ら
﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
の
中
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に
︑﹁
先
達
て
も
︑
私
の
友
人
で
送
籍
と
い
う
男
が
︑
一
夜
と
い

う
短
篇
を
書
き
ま
し
た
が
︑
誰
が
読
ん
で
も
朦
朧
と
し
て
︑
取
り

留
め
が
つ
か
な
い
の
で
︑
当
人
に
逢
っ
て
︑
篤
と
主
意
の
あ
る
所

を
糺
し
て
見
た
の
で
す
が
︑
当
人
も
そ
ん
な
事
は
知
ら
な
い
よ
と

云
っ
て
︑
取
り
合
わ
な
い
の
で
す
︒
全
く
そ
の
辺
が
詩
人
の
特
色

か
と
思
い
ま
す
﹂
と
云
え
る
が
如
く
︑
ま
こ
と
に
禅
問
答
み
た
よ

う
に
て
︑
と
ん
と
分
か
り
か
ね
る
も
の
な
る
が
︑
と
に
か
く
︑
一

種
の
特
色
あ
り
︒
そ
の
他
︑
幻
影
の
盾
︑
薤
露
行
︑
趣
味
の
遺
伝
︑

琴
の
空
音
な
ど
︑
い
ず
れ
も
夏
目
式
な
る
が
︑
一
篇
は
一
篇
の
特

色
あ
り
て
︑
似
寄
っ
た
も
の
な
く
︑
い
よ
い
よ
出
で
て
︑
い
よ
い
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よ
新
︑
い
よ
い
よ
奇
︑
以
て
才
の
大
な
る
を
知
る
べ
し
︒

か
く
小
説
そ
の
物
が
世
に
夏
目
式
と
云
わ
る
る
が
︑
交
章
も
亦

夏
目
式
と
云
わ
る
︒
形
容
︑
譬
喩
な
ど
︑
あ
り
ふ
れ
た
成
句
は
︑

一
つ
も
用
い
ず
︒
皆
自
ら
新
に
工
夫
し
て
︑
し
か
も
妥
帖
な
り
︒

毫
も
生
硬
な
ら
ず
︒
警
句
続
出
︑
応
接
に
遑
あ
ら
ず
︒
文
才
に
も

長
け
た
る
人
な
る
か
な
︒
文
は
長
け
れ
ど
も
︑
句
は
短
く
︑
従
っ

て
力
あ
り
︒
断
岸
絶
壁
相
連
な
り
て
︑
は
き
は
き
し
て
お
り
て
︑

し
か
も
委
曲
を
つ
く
し
︑複
雑
な
る
こ
と
を
明
白
に
描
き
出
し
て
︑

所
謂
痒
い
と
こ
ろ
に
手
の
届
く
と
は
︑
漱
石
の
文
章
の
事
な
り
︒

対
話
の
う
け
具
合
も
︑
今
の
小
説
家
の
中
に
手
は
︑
上
出
来
の
方
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な
り
︒
西
洋
の
新
知
識
を
加
え
て
︑
漢
文
︑
漢
詩
︑
俳
句
の
素
養

も
深
か
る
べ
し
︒
和
歌
和
文
の
素
養
は
あ
ま
り
見
え
ざ
る
よ
う
な

れ
ど
も
︑
文
法
語
格
な
ど
の
間
違
い
は
︑
ほ
と
ん
ど
無
く
し
て
︑

文
章
家
と
し
て
も
︑
一
種
の
異
彩
を
放
て
る
名
文
家
た
る
を
失
わ

ず
︒
漱
石
は
新
を
好
み
︑
奇
を
愛
す
れ
ど
も
︑
妄
り
に
小
才
を
恃

み
て
格
を
破
り
た
る
に
非
ず
︒
十
分
古
文
学
の
素
養
あ
り
て
︑
一

旦
格
に
入
り
て
︑
そ
し
て
後
︑
格
を
出
で
た
る
な
り
︒
故
に
前
人

を
襲
蹈
せ
ず
し
て
︑
自
ら
法
度
あ
る
な
り
︒

今
︑
朝
日
新
聞
に
出
し
つ
つ
あ
る
﹁
虞
美
人
草
﹂
は
︑
未
完
な

れ
ば
︑
し
ば
ら
く
言
わ
ざ
る
べ
し
︒
在
来
の
作
は
︑﹁
我
輩
は
猫
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で
あ
る
﹂
の
外
は
︑﹁
野
分
﹂
一
篇
を
除
き
て
は
︑
漾
虚
集
と
鶉

籠
と
に
ま
と
ま
れ
り
︒﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
は
︑
漱
石
の
名
を

成
さ
し
め
た
る
だ
け
あ
り
て
︑
ど
う
し
て
も
︑
第
一
の
傑
作
な
り
︒

こ
れ
に
次
ぎ
て
︑﹁
草
枕
﹂
と
﹁
坊
ち
や
ん
﹂
と
が
見
る
べ
し
︒

人
或
い
は
漱
石
が
小
説
の
伎
倆
を
疑
う
も
の
あ
り
︒
さ
れ
ど
︑
坊

ち
や
ん
が
書
け
れ
ば
︑
諸
説
の
伎
倆
は
︑
十
分
な
り
︒
坊
ち
や
ん

は
︑
よ
く
躍
動
す
︒
所
謂
小
説
の
格
に
は
ま
り
た
る
も
の
な
り
︒

こ
う
ま
で
坊
ち
や
ん
を
躍
動
さ
せ
る
に
は
︑
作
者
自
身
を
描
け
る

に
あ
ら
ず
ん
ば
︑
出
来
ざ
る
こ
と
な
り
︒
当
年
︑﹁
油
地
獄
﹂
は
︑

斎
藤
緑
雨
の
傑
作
と
称
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
︑
極
め
て
内
気
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な
る
︑
恥
ず
か
し
が
り
の
︑
初
心
な
る
主
人
公
は
︑
緑
雨
自
身
な

り
と
す
れ
ば
︑
我
儘
で
︑
気
が
勝
ち
て
︑
負
嫌
い
で
︑
し
か
も
無

邪
気
な
る
坊
ち
や
ん
は
︑
漱
石
自
身
な
る
べ
し
︒﹁
草
枕
﹂
は
こ

れ
と
異
な
り
て
︑
格
を
出
で
た
る
︑
所
謂
非
人
情
小
説
な
り
︒
文

最
も
美
な
り
︒
警
句
最
も
多
し
︒
漱
石
自
身
か
ら
も
説
明
せ
る
如

く
︑
美
を
美
と
し
て
描
け
る
小
説
な
り
︒
非
人
情
の
一
画
家
︑
温

泉
場
に
赴
き
て
︑
非
人
情
の
美
人
に
遭
い
︑
こ
れ
を
描
か
ん
と
す

れ
ど
︑
何
処
か
足
ら
ぬ
処
あ
り
︒
さ
れ
ど
︑
こ
こ
ぞ
と
つ
き
と
め

る
こ
と
出
来
ざ
り
し
に
︑
停
車
場
裡
︑
人
を
送
り
し
時
︑
そ
の
美

人
の
顔
に
︑﹁
憐
れ
﹂
が
浮
か
び
出
で
し
を
見
て
︑
こ
れ
だ
こ
れ
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だ
︑
こ
れ
で
画
に
な
る
と
喜
び
た
り
と
云
う
だ
け
に
て
︑
筋
を
云

え
ば
︑
極
簡
単
な
れ
ど
も
︑
筆
底
花
を
生
じ
︑
描
写
神
に
入
り
︑

美
を
き
わ
め
︑
妍
を
つ
く
し
︑
人
を
し
て
画
裡
に
逍
遙
す
る
の
思

い
あ
ら
し
む
︒
そ
の
美
人
の
面
に
﹁
憐
れ
﹂
を
欠
き
て
︑
画
に
な

ら
ざ
る
を
知
る
の
漱
石
は
︑
我
が
作
に
も
︑
同
じ
く
﹁
憐
れ
﹂
を

欠
く
の
不
可
な
る
を
知
ら
ざ
る
だ
け
の
明
あ
る
べ
し
︒
こ
れ
﹁
我

輩
は
猫
で
あ
る
﹂
の
成
れ
る
所
以
な
り
︒
さ
れ
ど
︑
人
も
み
な
下

ら
ぬ
も
の
と
思
う
な
る
べ
し
︒
こ
れ
﹁
憐
れ
﹂
を
欠
け
る
所
以
な

り
︒余

は
お
も
に
芸
術
家
と
し
て
の
漱
石
を
見
た
り
︒
即
ち
漱
石
の
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軽
文
学
の
み
を
見
た
り
︒
漱
石
に
は
﹁
文
学
論
﹂
の
大
著
あ
り
︒

﹁
文
芸
の
哲
学
的
価
値
﹂
と
い
う
長
論
文
も
あ
り
︒
そ
の
他
に
も

論
文
あ
り
て
︑
硬
文
学
に
於
い
て
も
︑
亦
有
力
の
士
な
り
︒
漱
石

の
如
き
作
家
が
︑
新
聞
小
説
の
中
に
あ
る
は
︑
は
き
だ
め
の
鶴
と

は
言
わ
ば
︑
或
い
は
誇
張
に
失
す
る
か
も
知
れ
ず
︒
安
普
請
の
小

借
家
の
金
屏
風
と
で
も
言
わ
ん
か
︒
新
聞
に
小
説
を
草
し
て
よ
り

未
だ
久
し
か
ら
ざ
る
に
︑
読
者
の
評
判
︑
は
や
︑
は
じ
め
の
よ
う

に
も
な
く
︑
毀
誉
相
半
せ
る
が
如
し
︒﹁
我
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
に
︑

軽
快
な
る
滑
稽
の
み
を
味
わ
い
て
︑
漱
石
が
新
機
軸
の
気
品
を
味

わ
ざ
る
の
致
す
所
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
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