
「
白
痴
」

た
ち
の

「夢
j

」

|
|
中
原
中
也
「
詩
友
に
」
、
「
索
、
い
夜
の
自
我
像
」
を
め
ぐ
っ
て
i
i
i

は
じ
め
に

中
原
中
也
「
詩
友
に
」
、
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
は
、
「
白
痴
群
」
創
刊
号
(
昭

4
・
4
)
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
詩
篇
で
あ
る
。
掲
載
誌
の
「
白
痴
群
」
は
、

昭
和
3
年
5
丹
創
刊
の
「
戦
旗
」
、
昭
和
3
年
9
月
創
刊
の
「
詩
と
詩
論
」
、
昭

和
4
年
間
月
創
刊
の
「
文
型
」
な
ど
と
同
時
期
に
、
中
原
と
河
上
徹
太
郎
の
主

導
に
よ
り
六
号
(
昭
5
・
4
)
ま
で
刊
行
さ
れ
た
同
人
誌
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
既
成
文
壇
・
詩
壇
が
解
体
し
「
あ
ら
あ
ら
し
い
改
革
の
機
運
に

痘
面
し
て
い
た
」
当
時
の
状
況
を
背
景
と
し
て
、
「
詩
友
に
」
は
「
「
白
痴
群
」

、
、
、
、
、

創
刊
号
の
巻
頭
詩
と
し
て
、
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
と
と
も
に
中
原
の
詩
的
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
」
な
詩
篇
と
解
さ
れ
、
「
寒
い
夜
の
自
我

像
」
は
「
詩
人
と
し
て
の
自
己
の
生
の
あ
り
か
た
(
い
か
に
生
き
続
け
て
ゆ
く

か
、
又
は
い
か
な
る
死
を
迎
え
る
べ
き
か
)
に
つ
い
て
の
詩
中
で
の
独
自
」
た

る
「
述
志
」
に
よ
り
「
自
ら
の
詩
法
を
擁
立
し
た
」
詩
篇
と
評
さ
れ
て
き
た
。

本
来
は
特
定
の
偶
人
に
語
り
か
け
た
恋
愛
詩
と
し
て
歌
わ
れ
た
と
さ
れ
る
一
両

詩
篇
が
、
初
出
の
「
白
痴
群
」
で
は
、
不
特
定
多
数
に
向
け
ら
れ
た
「
自
弓
の

信
念
の
独
自
」
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
「
白
痴
群
」
に
対
す
る

意
気
込
み
の
表
白
、
あ
る
い
は
当
時
の
詩
壇
に
対
す
る
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
と
い
っ

佐

アじ

コい
'ぷ小

藤

た
側
面
が
強
く
な
る
」
よ
う
に
、
中
原
に
よ
っ
て
意
図
的
に
再
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
加
藤
邦
彦
は
指
摘
す
る
。
発
表
に
際
し
て
詩
篇
の
主
題
が
変
更
さ
れ

た
と
い
う
指
摘
は
、
「
白
痴
群
」
に
お
い
て
中
原
が
何
を
意
識
し
て
創
作
し
て

い
た
か
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。

ま
た
、
波
法
浩
史
は
同
時
代
の
詩
壇
に
対
す
る
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
と
い
う
側
面

に
焦
点
を
当
て
、
「
自
身
の
芸
術
H
詩
に
対
す
る
考
え
を
表
明
す
る
た
め
」
の

詩
篇
と
し
て
「
詩
友
に
」
を
意
味
付
け
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
漠
然
と
し
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
を
同
時
代
の
詩
壇
に
対
す
る
明
硲
な
中
原
の
態
度
表
明
と
捉
え
直
し

た
点
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

詩
篇
を
読
解
し
て
い
る
点
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
か
か
る
準
拠
枠
は
、
却
っ
て

詩
篇
の
主
題
を
見
え
難
く
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
す
れ
ば
表

現
さ
れ
た
内
容
を
削
ぎ
落
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
強
固
な
枠
組
み
は
、
詩
篇
の

読
解
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
主
題
の
理
解
に
歪
み
を
生
じ
る
。
故
に
、
マ
ニ
ブ
エ

ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
一
度
外
し
た
と
こ
ろ
で
詩
篇
を
読
み
解
き
、
中
原
が
何
を

眼
差
し
な
が
ら
詩
作
し
た
の
か
を
問
う
こ
と
へ
と
問
題
の
力
点
を
差
し
戻
す
必

要
が
あ
る
。

そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
「
自
痴
群
」
に
お
け
る
中
原
の
詩
篇
の
印
象
を
町
一
服
し

た
神
保
光
太
郎
の
一
言
葉
は
注
自
に
値
す
る
。
口
語
自
由
詩
を
「
ほ
と
ん
ど
無
視

し
て
い
る
」
か
の
よ
う
に
、
「
い
と
も
古
風
に
、
当
代
の
き
ら
び
や
か
な
口
語
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自
由
詩
風
景
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
世
界
の
韻
律
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
う
ち
で

呼
吸
づ
」
い
て
い
た
中
原
の
詩
篇
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
神
保
は
諮
る
。

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
特
異
な
音
楽
に
は
じ
め
て
接
し
た
あ
と
の
よ
う
な
、

理
解
以
前
の
感
動
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ゆ
え
の
ど
う
と
も
押
え
か
ね
る
よ

う
な
心
の
動
揺
を
体
験
さ
せ
た
。

口
語
自

-m詩
へ
の
過
信
か
ら
形
式
の
問
題
ば
か
り
に
執
心
し
て
い
た
神
保
は
、

中
原
の
詩
篇
に
込
め
ら
れ
た
「
不
迭
で
烈
し
い
詩
人
の
精
神
」
を
否
定
で
き
な

い
ま
ま
、
そ
の
詩
篇
を
「
心
の
一
隅
に
大
切
に
記
憶
」
し
続
け
た
。
こ
の
よ
う

に
中
原
の
「
白
痴
群
」
掲
載
詩
篇
を
神
保
が
「
大
切
に
記
憶
」
し
て
い
た
の

は
、
同
時
代
の
詩
壇
に
対
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
詩
篇
が
示
し
て
い
た
た
め
だ

と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
は
、
流
行
に
流
さ
れ
な
い
「
古
風
」
な
詩
形
の
詩
篇
に
、

「
理
解
」
で
は
な
い
「
心
の
動
揺
」
へ
と
読
者
を
誘
う
詩
作
の
在
り
方
を
看
取

し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
両
詩
篇
の
主
題
を

読
み
解
く
鍵
を
神
保
の
言
葉
は
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
神
保
が
看
取
し
た
中
原
の
詩
作
の
在
り
方
は
、
「
白
痴
群
」
以
前
か

ら
中
原
が
抱
え
て
い
た
「
夢
」
の
表
現
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
深
く
連
関
す
る
。

そ
こ
で
中
原
の
詩
篇
「
朝
の
歌
」
(
「
ス
ル
ヤ
」
昭
3
・
5
)
の
第
三
・
凶
述
を

見
て
み
た
い
。

樹
脂
の
香
に
初
は
な
や
ま
し

う
し
な
ひ
し
さ
ま
ん
f
¥
の
夢
、

森
並
は
風
に
鳴
る
か
な

ひ
ろ
ご
り
て
た
ひ
ら
か
の
空
、

土
手
づ
た
ひ
き
え
て
ゆ
く
か
な

う
つ
く
し
き
さ
ま
ん
{
¥
の
ゆ
め
。

「
朝
の
歌
」
で
は
、
知
覚
の
覚
醒
と
共
に
明
瞭
に
な
る
認
識
に
伴
い
、
「
夢
」

か
ら
「
ゆ
め
」
へ
と
拡
散
さ
れ
る
よ
う
に
失
わ
れ
て
行
く
「
夢
」
を
た
だ
見
遣

る
し
か
な
い
話
者
の
様
子
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
夢
」
の
喪
失
を
主
題
と

し
た
「
朝
の
歌
」
は
、
認
識
さ
れ
た
対
象
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
言
葉
を
用
い
ね

ば
な
ら
な
い
言
語
表
現
の
場
に
お
い
て
、
認
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
潰
え
て

し
ま
う
「
夢
」
を
如
何
に
し
て
歌
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
な
が
ら
、
当
時
の

中
原
が
詩
作
に
向
き
合
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
言
語
表
現
に
伴
う

「
夢
」
の
袋
失
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
無
自
覚
な
ま
ま
「
夢
」
を
散
文
的
に
語
っ

た
と
こ
ろ
で
、
神
保
が
感
じ
た
よ
う
な
「
理
解
以
前
の
感
動
」
と
い
う
普
遍
性

を
有
す
る
詩
篇
を
歌
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
克
服
を
目

指
し
て
「
詩
友
に
」
や
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
は
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
、
っ
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
魂
」
の
内
な
る
で
つ
ま
し
夢
」
を
感
じ
取
る
「
心
」

の
は
た
ら
き
を
訴
え
た
「
詩
友
に
」
と
、
そ
の
「
夢
」
を
換
言
し
た
「
我
が
魂

の
願
ふ
こ
と
」
に
従
順
な
「
自
我
」
の
在
り
方
を
示
し
た
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」

と
を
、
「
夢
」
の
主
題
化
を
共
通
の
問
題
と
し
て
抱
え
た
「
白
痴
群
」
河
人
や

小
林
秀
雄
の
一
言
説
と
連
関
す
る
試
み
と
し
て
読
み
解
く
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、

当
時
の
中
原
の
周
辺
に
お
い
て
「
夢
」
を
め
ぐ
る
問
題
歯
が
形
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
共
通
基
盤
と
し
な
が
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
号
に

お
い
て
「
詩
友
に
」
、
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
と
い
う
詩
篇
が
歌
わ
れ
た
こ
と
の

意
義
を
向
い
た
い
。



「
詩
友
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四
・
四
・
三
・
三
の
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
を
用
い
、
七
音
と
五
音
を
基
調
と
し
た
破

調
の
文
語
定
型
詩
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
詩
友
に
」
は
形
式
的
に

詩
で
あ
る
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
た
詩
篇
で
あ
る
。
そ
の
第
一
連
は
、
「
悲
し

く
生
き
む
世
」
に
あ
る
「
わ
れ
」
と
「
な
」
の
「
心
」
の
在
る
べ
き
姿
を
歌
う
。

か
く
は
悲
し
く
生
き
む
泣
に
、
な
が
心

か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め
な
。

わ
れ
は
わ
が
、
し
た
し
さ
に
は
あ
ら
ん
と
ね
が
へ
ば
、

な
が
心
、
か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め
な
。

「
わ
れ
」
は
、
自
ら
の
「
心
」
に
「
し
た
し
さ
」
を
以
て
向
き
合
う
こ
と
を

願
い
、
「
詩
友
」
と
思
し
き
「
な
」
に
対
し
て
も
、
そ
の
「
心
」
を
「
か
た
く
な
」

に
し
て
は
な
ら
な
い
と
訴
え
る
。
「
心
」
を
「
か
た
く
な
」
に
す
る
と
は
、
内

省
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
「
心
」
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
を
意
味

す
る
。
第
二
連
で
は
、
そ
れ
に
伴
い
、
人
が
生
れ
な
が
ら
に
持
ち
得
る
で
つ
ま

し
夢
」
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
「
わ
れ
」
は
危
保
す
る
。

か
た
く
な
に
し
て
あ
る
と
き
は
、
心
に
服

魂
に
、
言
葉
の
は
た
ら
き
を
絶
つ
。

な
ご
や
か
に
し
て
あ
ら
ん
と
き
、
人
み
な
は
生
れ
し
な
が
ら
の

う
ま
し
夢
、
ま
た
そ
が
こ
と
わ
り
分
ち
得
ん
。

「
心
」
の
は
た
ら
き
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
見
失
わ
れ
た
で
つ
ま
し
夢
」
は
、

本
来
の
「
な
ご
や
か
」
な
状
態
の
「
心
」
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
再
発
見

さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
「
心
」
と
素
直
に
向
き
合
う
「
わ
れ
」
の
よ

う
に
、
「
な
ご
や
か
」
な
状
態
の
「
心
」
を
取
り
戻
し
、
「
魂
」
の
内
な
る
「
夢
」

を
感
じ
る
こ
と
を
「
な
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
で
つ
ま
し
夢
」
の
「
こ
と
わ
り
」
と
は
、
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
介
し

て
で
つ
ま
し
夢
」
を
「
湧
き
く
る
思
ひ
」
と
し
て
感
じ
取
る
回
路
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
匝
路
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
「
心
」
の
「
聞
紙
」
の
は
た
ら
き
は
、
後
年
、

小
林
秀
雄
が
、
「
物
」
を
見
て
「
何
と
も
言
へ
ず
美
し
い
と
言
ふ
」
感
覚
を
「
心
」

で
感
じ
る
こ
と
を
「
美
」
の
本
質
と
-
説
い
た
こ
と
に
通
じ
る
。
こ
の
感
じ
る
と

い
う
「
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
「
魂
」
が
発
す
る
「
言
葉
」
で
あ
る
で
つ

ま
し
夢
」
は
感
受
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
心
」
の
は
た
ら
き
が
鈍
っ
て
し
ま

っ
た
「
な
」
に
対
し
て
、
再
び
「
心
」
と
向
き
合
い
、
「
魂
」
の
内
な
る
で
つ

ま
し
夢
」
へ
と
国
帰
す
る
こ
と
を
「
わ
れ
」
は
訴
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
わ
れ
」
の
訴
え
は
、
「
な
」
と
い
う
不
特
定
多
数
に
投
げ
か
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
「
人
に
勝
ら
ん
心
」
ば
か
り
を
膨
張
さ
せ
る
う
ち
に
で
つ
ま

し
夢
」
を
感
じ
る
「
心
」
を
失
い
、
「
悲
し
く
生
き
む
世
」
と
化
し
て
し
ま
っ

た
「
わ
が
位
」
た
る
近
代
に
向
け
ら
れ
た
忠
告
と
し
て
も
機
能
す
る
。
即
ち
、

機
能
不
全
を
起
こ
し
た
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
取
り
戻
し
、
「
魂
」
の
内
な
る

で
つ
ま
し
夢
」
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
を
、
理
性
偏
重
に
よ
り
「
悲
し
く
生
き
む
世
」

と
化
し
た
近
代
再
建
の
方
策
と
し
て
「
わ
れ
」
は
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
第
三
・
回
連
を
見
て
み
た
い
。

お
の
が
心
も
魂
も
、
忘
れ
は
て
棄
て
き
り
て
、

悪
酔
の
、
狂
ひ
心
地
に
美
を
も
と
む

わ
が
世
の
さ
ま
の
か
な
し
さ
や
、

お
の
が
心
に
お
の
が
じ
し
湧
き
く
る
忠
ひ
た
も
ず
し
て
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人
に
勝
ら
ん
心
の
み
い
そ
が
は
し
き
、

熱
を
病
む
風
景
ば
か
り
悲
し
き
は
な
し
。

「
心
」
の
機
能
を
奪
う
「
人
に
勝
ら
ん
」
と
い
う
欲
求
は
、
「
心
」
に
「
湧

き
く
る
忠
ひ
」
を
見
失
わ
せ
、
「
心
」
へ
の
「
し
た
し
さ
」
を
断
っ
て
し
ま
う
。

す
る
と
、
「
夢
」
の
代
わ
り
に
「
限
」
に
見
え
る
「
美
」
な
る
も
の
を
必
死
に

探
し
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
的
な
「
美
」
と
は
、
「
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
り

感
じ
る
こ
と
が
可
能
な
「
魂
」
の
内
な
る
「
う
ま
し
夢
」
で
あ
り
、
「
心
も
魂

も
」
忘
却
し
た
状
態
で
は
つ
い
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
心
」
に
「
湧
き
く
る
忠
ひ
」
を
忘
れ
、
外
在
的
な
「
美
」
ば
か
り
を
必
死
に

求
め
る
「
わ
が
世
の
さ
ま
」
は
、
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
本
末
転
倒
し
た
悲
哀
な

も
の
と
し
か
映
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
心
」
を
「
か
た
く
な
」

に
す
る
こ
と
な
く
、
「
し
た
し
さ
」
を
以
て
自
ら
の
「
心
」
と
向
き
合
う
こ
と

を
説
く
「
わ
れ
」
の
態
度
に
は
、
「
夢
」
へ
の
由
帰
に
よ
り
、
理
性
信
仰
の
陥

非
に
落
ち
た
近
代
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
看
坂
で
き
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
夢
」
へ
の
回
帰
が
「
悲
し
く
生
き
む
世
」
を
刷
新
し
得
る
の

か
。
そ
れ
に
関
し
て
、
「
白
痴
群
」
第
六
号
(
昭

5
・
4
)
に
掲
載
さ
れ
た
詩

論
「
詩
に
関
す
る
話
」
で
、
中
原
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

即
ち
実
在
は
人
間
の
思
考
作
用
に
入
り
来
る
や
空
開
化
さ
れ
、
而
し
て
そ

の
空
開
化
さ
れ
し
実
在
に
於
て
は
、
主
語
と
客
語
は
常
に
転
倒
さ
れ
得
る
。

/
之
を
要
す
る
に
、
物
は
心
を
予
想
し
、
心
は
物
を
予
想
す
る
の
が
ザ
イ

J

ノ
凡
レ
/

ン
で
あ
り
、
そ
れ
を
展
開
す
る
も
の
が
夢
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

、、

主
体
と
容
体
と
い
う
関
係
性
に
よ
っ
て
在
る
実
在
の
世
界
で
は
な
く
、
「
人

、

、

、

、

ゾ

ル

レ

ン

間
の
思
考
作
用
」
た
る
「
心
」
の
内
側
で
主
容
の
境
な
く
在
る
べ
き
「
夢
」

と
し
て
の
世
界
を
中
原
は
重
視
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
当
為
と
し
て
の

「
夢
」
を
「
靖
け
」
と
し
て
感
じ
る
「
心
」
の
機
能
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
「
神

経
衰
弱
」
に
陥
っ
た
近
代
を
打
開
す
る
鍵
と
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
者
を
気
に
す
る
あ
ま
り
「
ヴ
ア
ニ
テ
イ
や
倍
散
」
ば
か
り
を
募
ら
せ
る
と

ゾ
ル
レ
ン

「
、
心
」
の
機
能
は
失
調
し
、
「
夢
」
と
「
心
」
と
が
議
離
し
始
め
る
。
即
ち
、

ゾ
ル
レ
ン

「
神
経
衰
弱
」
と
は
、
「
実
在
」
す
る
世
界
に
意
識
を
傾
け
る
あ
ま
り
「
夢
」

、

を
見
失
っ
た
状
態
で
あ
り
、
こ
の
「
近
代
病
」
克
服
の
方
法
を
「
心
」
の
「
働

き
」
の
回
復
に
よ
る
「
夢
」
へ
の
回
帰
に
中
原
は
求
め
た
の
で
あ
る
。
故
に
、

「
夢
」
へ
の
回
帰
は
、
理
性
過
多
に
よ
り
関
塞
し
て
「
悲
し
く
生
き
む
世
」
と

化
し
た
近
代
を
超
克
す
る
方
法
た
り
得
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
夢
」
は
意
識
さ
れ
た
「
実
在
」
の
世
界
に
対
峠
し
、
「
実
在
」

と
は
異
な
る
世
界
を
展
開
す
る
。
そ
う
し
た
世
界
を
捉
え
、
そ
の
可
能
性
を
示

し
て
い
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ヴ

エ
ル
レ

l
ヌ
が
「
詩
法
」
に
て
、
「
げ
に
「
色
合
」
の
み
ぞ
、
夢
を
夢
、
/
笛

の
音
に
角
笛
の
音
を
婚
す
る
」
と
歌
い
、
「
近
代
社
会
の
民
主
的
及
び
文
化
的

開
発
事
業
に
は
詩
人
は
全
然
無
関
心
で
あ
る
可
き
だ
と
説
」
い
た
よ
う
に
、
「
夢
」

を
「
夢
」
と
し
て
歌
い
得
る
象
徴
を
方
法
と
し
て
、
象
徴
主
義
は
理
性
過
多
に

よ
り
退

J

同
席
し
た
俗
悪
な
近
代
に
対
峠
し
た
。
そ
う
し
た
「
夢
」
を
歌
う
詩
人
の

態
度
は
、
「
夢
」
へ
の
回
帰
に
よ
り
、
科
学
の
進
歩
と
共
に
自
然
の
解
剖
を
進

め
た
同
時
代
に
対
す
る
批
判
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
省
み
る
こ
と
に
よ
り
、
「
魂
」
の
内
な
る
声

に
耳
を
傾
け
、
「
夢
」
を
感
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
「
詩
友
に
」
に
も
、

「
夢
」
を
阻
害
す
る
理
性
偏
重
の
近
代
を
超
克
し
よ
う
と
し
た
中
原
の
意
識
を

看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ら
ば
、
で
つ
ま
し
夢
」
へ
と
国
帰
し
よ
う
と
す



る
「
わ
れ
」
の
態
度
は
、
「
悲
し
く
生
き
む
世
」
と
化
し
て
し
ま
っ
た
合
理
主

義
に
支
え
ら
れ
た
近
代
の
日
常
性
へ
の
抵
抗
と
そ
の
超
克
を
「
な
」
に
示
し
て

い
た
と
一
言
え
よ
う
。

か
か
る
近
代
人
た
る
「
な
」
に
求
め
ら
れ
た
態
度
は
、
「
な
」
が
「
詩
友
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
何
時
に
詩
作
に
臨
む
詩
人
と
し
て
の
態
度
を
意
味
す
る

よ
う
に
な
る
。
「
詩
に
関
す
る
話
」
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
度
「
人
間
の
思

考
」
の
「
空
関
」
内
に
入
り
込
ん
だ
「
実
在
」

(
H

「
ザ
イ
ン
」
)
は
、
「
心
」

ゾ
ル
レ
ン

と
「
物
」
と
の
境
界
を
超
え
、
主
客
合
一
の
状
態
に
置
か
れ
た
「
夢
」
と
な

ノ
ル
レ
ン

る
。
そ
し
て
、
「
情
け
」
を
歌
う
こ
と
を
介
し
て
「
夢
」
を
実
践
す
る
こ
と

に
よ
り
、
詩
篇
は
普
遍
性
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
「
情
け
」
を
受
け
入

/
ル
レ
ノ

れ
る
と
い
う
態
度
を
欠
い
て
、
「
夢
」
の
実
践
た
る
詩
作
は
不
可
能
だ
と
考

え
た
と
こ
ろ
に
「
白
痴
群
」
に
お
け
る
中
原
の
詩
作
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

「
夢
」
を
歌
う
こ
と

「J 

ゾ
ル
レ
ン

「
夢
」
を
感
じ
る
「
心
」
を
詩
作
の
必
要
条
件
と
し
た
中
原
の
詩
作
態
度

に
、
「
詩
は
「
現
在
し
な
い
も
の
」
へ
の
欲
情
で
あ
」
り
「
夢
」
で
あ
る
と
い

う
理
論
を
展
開
し
た
萩
原
朔
太
郎
の
詩
論
と
の
類
縁
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
コ
ク
ト
!
の
影
響
下
に
あ
っ
た
堀
辰
雄
に
と
っ
て
「
夢
」
が
「
そ

れ
自
体
が
重
要
な
、
描
く
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
」
よ
う
に
、
「
夢
」
を
対
象
と

し
て
歌
う
/
語
る
方
法
の
追
求
は
問
時
代
文
学
の
主
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
「
客
観
的
な
組
織
体
と
し
て
現
実
に
対
し
て
ゐ
る
」
「
夢
」
を

「
分
析
、
露
出
等
、
無
意
識
界
の
探
究
」
た
る
「
フ
ロ
イ
ド
の
精
神
分
析
」
の

応
用
に
よ
り
、
意
識
さ
れ
た
世
界
に
構
成
し
よ
う
と
し
た
超
現
実
主
義
の
運

動
も
一
連
の
動
向
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
西
脇
順
三
郎
が
「
詩
は
夢

で
な
い
」
と
い
う
断
言
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
が
追
求
し
た
「
夢
」
を

弓
月
O
勺
〉
Z己小山」

(
H
冒
涜
、
卑
俗
化
)
し
、
「
全
然
有
意
識
の
心
像
の
連
結
」

と
し
て
「

g
uユ
己
で
考
え
、
「

5
お
吉
住
O
D

に
よ
り
現
実
を
一
旦
魂
の
吸
収

に
適
す
る
様
に
変
形
」
す
る
方
法
を
説
い
た
よ
う
に
、
「
夢
」
を
意
識
の
支
配

下
に
構
成
す
る
方
法
の
提
示
を
超
現
実
主
義
を
掲
げ
た
詩
人
た
ち
は
詩
作
と
考

え
て
い
た
。
そ
し
て
、
象
鍛
主
義
を
「
暗
示
を
類
推
さ
ω
一om止
め
と
す
る
意
識

の
形
式
化
の
可
能
を
対
等

σと
き
の
め
と
す
る
方
法
の
秩
序
ミ
号
「
の
知
覚
」
と

捉
え
、
意
識
的
な
理
論
や
方
法
の
獲
得
を
超
現
実
主
義
と
し
て
見
せ
か
け
た
春

山
行
夫
は
、
そ
の
理
論
を
可
能
と
す
る
フ
ォ
ル
ム
の
収
集
へ
と
向
か
っ
た
。
こ

れ
ら
の
試
み
は
、
「
夢
」
と
い
う
潜
在
意
識
の
表
出
を
試
み
る
方
法
の
確
立
が

問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
が
示
し
た
「
夢
」

を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
を
理
性
の
支
配
下
で
捉
え
る
形
式
を
求
め
た
ベ
ク
ト
ル

と
、
「
魂
」
に
内
包
さ
れ
た
「
夢
」
を
感
受
す
る
「
心
」
の
在
り
方
を
求
め
た

ベ
ク
ト
ル
と
が
同
時
代
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
原
は
後
者
の
立
場
に
あ
っ
て
詩
作
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
中
原
の
閥

辺
に
も
そ
れ
は
共
有
さ
れ
て
い
た
。
「
白
痴
群
」
創
刊
号
に
て
河
上
徹
太
郎
は
、

フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
や
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
な
ど
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
ふ
資
本
」

を
以
て
人
間
の
生
活
が
説
か
れ
て
も
、
そ
れ
が
「
何
の
説
明
も
与
へ
て
く
れ
な

い
」
こ
と
か
ら
、
理
性
を
振
り
か
ざ
す
同
時
代
を
「
理
智
の
騒
慢
時
代
」
と
批

判
し
た
。
、
向
上
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
根
成
に
は
、
認
識
が
見
せ
る
経
験
世
界

で
は
な
い
陛
界
、
「
窮
極
の
「
裸
形
な
る
自
意
識
」
」
た
る
「
魂
」
が
捉
え
た
位

界
を
求
め
る
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
言
え
る
。
同
様
の
意
識
は
「
現
象
と
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い
ふ
時
間
的
な
も
の
、
中
か
ら
拾
ひ
あ
げ
て
来
た
も
の
」
が
「
自
己
の
魂
」
に

映
じ
た
時
に
起
こ
る
変
化
の
様
相
を
傍
観
す
る
よ
う
に
「
眺
め
て
ゐ
る
自
分
か

ら
詩
が
出
る
」
と
コ
ク
ト
!
の
詩
作
を
説
い
た
古
谷
綱
武
に
も
看
取
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
「
白
痴
群
」
同
人
に
お
け
る
象
徴
主
義
の
理
解
が
、
理

性
に
支
え
ら
れ
た
近
代
に
対
す
る
批
判
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し

(
幻
}

て
い
る
。
「
自
痴
群
」
に
お
い
て
、
「
魂
」
が
認
識
の
対
象
で
は
な
い
「
夢
」
を

語
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
詩
友
に
」
に
て
「
な
ご
や
か
」
な
「
心
」

を
器
と
し
て
「
、
つ
ま
し
夢
」
を
感
じ
る
こ
と
の
必
要
を
中
原
が
歌
っ
た
こ
と
と

重
な
る
。

「
詩
友
に
」
に
て
中
原
が
訴
え
た
「
な
が
心
、
か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め

な
」
と
い
う
一
節
に
正
面
か
ら
応
じ
て
、
「
な
ご
み
で
あ
れ
や
我
が
、
心
、
我
も

人
技
な
す
も
の
な
り
」
と
過
去
の
「
無
信
」
を
告
白
し
た
の
が
、
「
白
痴
群
」

第
二
号

(
m
m
4
・

7
)
に
掲
載
さ
れ
た

J

安
原
喜
弘
の
「
詩
一
篇
」
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
「
唯
一
つ
/
信
ず
る
も
の
」
で
あ
る
は
ず
の
「
ま
こ
と
」
を
忘
却
し
、

「
熱
病
ん
だ
肉
の
身
」
で
「
の
た
う
ち
廻
る
」
こ
と
に
身
を
饗
し
て
き
た
「
か

つ
て
」
の
「
我
心
」
の
「
痴
れ
心
地
」
が
省
み
ら
れ
る
。
現
象
に
引
き
回
さ
れ
、

「
歳
空
を
掴
ん
だ
は
か
な
さ
」
を
感
じ
た
「
我
」
の
姿
は
、
「
詩
友
に
」
に
お
け

る
「
お
の
が
心
も
魂
も
、
忘
れ
は
て
棄
て
さ
」
っ
た
一
群
の
人
々
と
変
わ
ら
な

い
。
そ
れ
に
気
付
か
さ
れ
た
「
我
」
は
、
「
我
心
」
の
中
の
「
ま
こ
と
」

(
H

「
生
れ
し
な
が
ら
の
/
、
つ
ま
し
夢
」
)
を
求
め
て
、
次
の
よ
う
に
歌
う
。

人
皆
の
自
醒
め
の
朝
は
、
い
で
我
も

手
に
触
れ
る
も
の
を
打
ち
振
っ
て

祈
ら
う
で
は
な
い
か

そ
し
て
又
泥
酔
の
一
時
に

若
し
も
思
出
が
蘇
っ
た
な
ら
、
嘗
て
の

車
迷
っ
た
無
信
を
詫
び
よ
う
で
は
な
い
か
。

「
自
醒
め
の
朝
」
の
訪
れ
と
共
に
「
夢
」
か
ら
「
我
」
を
引
き
戻
し
、
「
手
に

触
れ
る
も
の
」
を
現
実
と
す
る
世
界
へ
と
導
く
認
識
。
そ
れ
を
「
打
ち
振
」
り
、

た
だ
「
祈
」
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
内
な
る
「
ま
こ
と
」
へ
と
「
我
」
は
立

ち
戻
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
泥
酔
」
に
よ
り
認
識
に
歪
み
が
生
じ
た
時
に
、

無
意
識
的
に
思
い
出
さ
れ
る
「
思
出
」
と
同
じ
く
、
「
ま
こ
と
」
は
認
識
の
支

配
を
抜
け
出
さ
な
い
こ
と
に
は
取
り
戻
せ
な
い
。
故
に
、
「
目
醒
め
の
朝
」
の

微
極
や
「
泥
酔
」
に
よ
り
認
識
が
弱
ま
り
、
「
夢
」
や
「
思
出
」
に
触
れ
得
た

時
に
、
「
血
迷
っ
た
無
信
」
(
日
「
信
ず
る
も
の
の
あ
る
を
忘
れ
」
た
「
痴
れ
心
地
」
)

に
陥
っ
た
過
去
が
省
み
ら
れ
、
「
我
」
は
「
ま
こ
と
」
を
取
り
戻
す
よ
う
に
な
る
。

「
詩
一
篇
」
に
お
い
て
「
ま
こ
と
」
を
受
け
入
れ
る
「
我
心
」
を
「
我
」
が

取
り
戻
す
過
程
は
、
他
の
「
白
痴
群
」
同
人
と
共
有
し
た
問
題
を
主
題
化
し
た

も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
現
象
に
踊
ら
さ
れ
て
い
た
過
去
の
迷
妄
を
断
ち
、
「
ま

こ
と
」
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
「
詩
一
篇
」
の
「
我
」
に
と
っ
て
、
「
心
」
の

は
た
ら
き
の
回
復
と
「
夢
」
へ
の
回
帰
を
示
し
た
「
詩
友
に
」
は
明
確
な
指
針

と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
白
痴
群
」
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
小
林
秀
雄
の
同
時
期
の
評

論
に
も
「
心
」
と
「
夢
」
を
巡
る
思
考
の
形
跡
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
様
々
な
る
意
匠
」
(
「
改
造
」
昭
4
・
9
)
に
て
、
作
品
の
「
豊
富
性
」
の
内

慨
に
発
見
さ
れ
た
作
家
の
「
思
想
」
が
、
異
な
る
角
度
か
ら
「
私
を
見
る
」

「
新
し
い
思
想
の
断
片
」
に
飲
み
込
ま
れ
る
行
為
の
繰
り
返
し
を
小
林
は
批
評

と
呼
ん
だ
。
作
品
の
「
豊
富
性
」
の
中
に
「
作
者
の
宿
命
の
主
調
低
音
を
き

く
」
こ
と
に
よ
り
、
「
私
」
の
「
騒
然
た
る
夢
」
が
統
御
さ
れ
、
「
私
の
心
が
私



の
言
葉
を
語
り
始
め
る
」
こ
と
を
批
評
と
し
た
小
林
に
と
っ
て
、
「
心
」
の
は

円
ニ
ュ
コ
ル

た
ら
き
を
規
制
す
る
「
便
覧
」
は
「
党
に
何
物
も
語
ら
な
い
」
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
よ
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
フ
オ
ル
マ
リ
ス
ム
と
い
う
「
意
匠
」

を
纏
っ
た
文
学
を
批
判
し
た
一
方
で
、
「
夢
は
夢
独
特
の
影
像
を
も
っ
て
真
実

だ
」
と
認
め
る
「
詩
人
」
の
実
践
を
小
林
は
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
。
こ
の

「
夢
を
築
か
ん
と
す
る
」
「
詩
人
」
の
実
践
を
称
揚
す
る
小
林
の
問
題
の
根
底

に
は
、
「
意
旺
」
が
型
と
し
て
働
く
こ
と
に
よ
り
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
心
」

の
機
能
の
回
復
と
「
夢
」
へ
の
問
婦
が
目
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
「
白
痴
群
」
同
人
や
小
林
の
「
夢
」
を
巡
る
一
連
の
一
言
説
と
、

「
詩
友
に
」
に
て
歌
わ
れ
た
「
な
が
心
、
か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め
な
」
と

い
う
一
節
と
は
、
「
夢
」
へ
の
回
帰
を
求
め
る
点
で
非
常
に
近
接
し
た
認
識
の

在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
向
時
代
の
中
原
の
山
川
辺
人
物
に
よ
る
言
説

と
摺
り
合
わ
せ
た
時
、
抽
象
的
な
詩
句
で
歌
わ
れ
た
「
詩
友
に
」
は
、
安
原
の

よ
う
な
「
白
痴
群
」
同
人
に
向
け
ら
れ
た
響
句
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
向
時
代

の
「
意
一
位
」
を
織
っ
た
文
学
に
対
す
る
批
評
牲
を
有
す
る
詩
篇
と
し
て
の
読
み

が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
「
詩
友
に
」
に
歌
わ
れ
た
「
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
り
、
「
魂
」
の
内

な
る
「
う
ま
し
夢
」
へ
と
回
帰
す
る
態
度
の
表
明
は
、
理
性
過
多
と
い
う
症
状

を
忠
っ
た
「
詩
友
」
た
る
「
な
」
に
意
識
の
変
容
を
も
た
ら
し
、
詩
を
歌
う
こ

と
を
取
り
戻
す
た
め
の
処
方
護
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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四

「
寒
い
夜
の
自
我
像
」

l
l
t
「
魂
の
願
ふ
こ
と
」
に
従
願
な
「
わ
れ
」

「
詩
に
関
す
る
話
」
に
見
ら
れ
る
「
近
代
病
者
」
へ
の
呼
び
か
け
は
、
「
詩
友

に
」
に
お
け
る
「
な
」
へ
の
呼
び
か
け
と
呼
応
す
る
。
同
論
で
語
ら
れ
た
「
ヴ

ア
ニ
テ
イ
や
侭
倣
を
棄
て
て
、
自
分
自
身
に
克
ち
さ
へ
す
る
な
ら
、
忽
ち
に
新

鮮
な
生
活
は
展
け
て
く
る
!
」
と
い
う
理
念
は
、
「
詩
友
に
」
で
は
「
お
の
が

心
も
魂
も
、
忘
れ
は
て
棄
て
さ
」
っ
た
自
己
を
克
服
す
る
こ
と
と
し
て
歌
わ
れ

る
。
こ
の
克
己
は
、
「
自
分
自
身
」
に
「
誠
実
」
で
あ
り
、
「
し
た
し
さ
」
を
以

て
「
心
」
に
接
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
「
敬
度
な
る
感
情
」

を
持
つ
こ
と
を
「
詩
の
方
面
」
に
お
け
る
「
誠
実
」
と
詰
る
よ
う
に
、
中
原
に

と
っ
て
「
誠
実
」
で
あ
る
こ
と
と
は
、
詩
人
と
し
て
の
詩
作
態
度
そ
の
も
の
を

示
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
態
度
は
、
未
発
表
詩
論
「
詩
と
詩
人
」
(
昭
3
後
半

i
昭
5
制
作

推
定
)
に
て
、
「
誠
実
の
ほ
か
に
詩
の
秘
訣
な
し
」
と
断
言
し
、
芸
術
の
始
原

た
る
「
生
の
歓
喜
」
(
日
「
純
粋
持
続
」
)
を
「
川
町
び
た
い
」
衝
動
に
「
誠
実
」

で
あ
る
た
め
に
、
「
ゾ
ル
レ
ン
と
し
て
の
み
知
慧
」
を
認
め
る
者
と
し
て
詩
人

を
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
同
詩
論
に
お
け
る
、
当
為
と
し

て
の
「
パ
ン
セ
」
(
計
「
知
慧
」
)
と
い
う
考
え
は
、
「
詩
に
関
す
る
話
」
に
お

j
d
ル

レ

/

ゾ

凡

レ

ン

け
る
「
夢
」
と
連
関
す
る
。
そ
し
て
、
「
夢
一
を
受
け
入
れ
「
パ
ン
セ
」

す
る
自
我
に
は
自
ず
と
詩
が
生
じ
る
と
い
う
主
張
に
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
外
的
観

念
、
あ
ら
ゆ
る
学
校
教
育
」
が
形
成
す
る
「
不
自
然
」
な
「
自
意
識
」
に
対
す

る
批
判
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
詩
論
」
(
昭
2
制
作
推
定
)
で
も
、

「
芸
術
と
は
、
自
分
自
身
の
魂
に
浸
る
こ
と
い
か
に
誠
実
に
し
て
い
か
に
深
い
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か
に
あ
る
の
だ
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
「
自
分
自
身
の
魂
」
に
「
誠
実
」
で

あ
る
こ
と
は
中
原
の
詩
観
の
基
軸
と
な
っ
て
い
た
。

「
白
痴
群
」
創
刊
号
に
て
「
詩
友
に
」
に
続
い
て
掲
載
さ
れ
た
「
寒
い
夜
の

自
我
像
」
も
、
「
自
分
自
身
の
魂
」
に
「
誠
実
」
で
あ
る
と
い
う
詩
観
が
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
で
は
、
「
一
本
の
手
綱
」
を
頼
み
に
「
こ
の
陰
暗
の
地
域
」

を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
「
わ
れ
」
の
「
志
」
と
、
「
陽
気
で
坦
々
と
し
て
、
し
か

も
己
を
売
ら
な
い
こ
と
」
と
い
う
「
わ
が
魂
の
願
ふ
こ
と
」
を
軸
と
し
て
「
わ

れ
」
の
「
自
我
像
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
述
の
冒
政
三
行
と
第
二
連

と
を
引
用
し
た
い
。

き
ら
び
や
か
で
も
な
い
け
れ
ど
、

こ
の
一
本
の
手
綱
を
は
な
さ
ず

こ
の
陰
晴
の
地
域
を
過
ぎ
る
!

/
/
(
中
略
)
/
/

陽
気
で
坦
々
と
し
て
、
し
か
も
己
を
売
ら
な
い
こ
と
を
と
、

わ
が
魂
の
願
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
!

「
こ
の
一
本
の
手
綱
」
と
は
、
「
陽
気
で
坦
々
と
し
て
、
し
か
も
己
を
売
ら
な
い
」

と
い
う
「
わ
が
魂
」
が
求
め
る
自
己
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
わ
れ
」
は

迷
う
こ
と
な
く
「
こ
の
桧
暗
の
地
域
を
過
ぎ
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の

自
己
規
定
を
持
ち
得
た
こ
と
が
、
「
!
・
」
が
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、
「
わ
れ
」
に

と
っ
て
の
強
留
な
指
針
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
が
持
持
と
な
る
こ
と
に
よ

り
、
見
通
し
の
立
た
な
い
「
冬
の
夜
」
も
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
は
「
嘆
」
く
対

象
で
は
な
く
な
る
。

そ
の
志
明
ら
か
な
れ
ば

冬
の
夜
を
、
わ
れ
は
嘆
か
ず
、

人
々
の
「
撚
燥
」
の
み
悲
し
み
ゃ

憧
れ
に
引
廻
さ
れ
る
女
等
の
鼻
唄
を
、

我
が
瑛
縦
な
る
罰
と
感
じ

そ
が
、
わ
が
皮
膚
を
刺
す
に
ま
か
す
。

「
冬
の
夜
」
と
は
、
「
保
燥
」
に
駆
ら
れ
て
余
裕
を
失
っ
た
「
人
々
」
の
「
悲

し
み
」
や
、
「
憧
れ
に
引
廻
さ
れ
」
て
い
る
と
も
気
付
か
な
い
ま
ま
楽
天
的
に

振
る
舞
う
「
女
等
の
鼻
唄
」
に
象
徴
さ
れ
た
、
不
安
と
享
楽
と
が
混
交
す
る
世

相
を
表
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
わ
れ
」
を
然
る
べ
き
方
向
へ
と
導
く
「
手

綱
」
、
即
ち
「
わ
が
魂
の
願
ふ
こ
と
」
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
強
い
「
志
」

が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
冬
の
夜
」
の
中
で
、
「
魂
の
願
ふ
こ
と
」
を
忘
れ
、
「
樵
燥
」
し
、
忘

我
し
た
「
人
々
」
や
「
女
等
」
の
姿
は
、
「
陽
気
で
坦
々
と
し
て
、
し
か
も
己

を
売
ら
な
い
」
と
い
う
「
志
」
を
綿
に
生
き
る
「
わ
れ
」
の
姿
と
は
対
照
的
に

描
か
れ
て
い
る
。
「
志
」
を
持
た
な
い
「
人
々
」
や
「
女
等
」
に
と
っ
て
、
「
魂

の
願
ふ
こ
と
」
通
り
に
生
き
る
と
い
う
「
志
」
を
掲
げ
る
「
わ
れ
」
の
姿
は
、

自
ら
の
迷
妄
を
悟
ら
せ
、
「
冬
の
夜
」
を
「
過
ぎ
」
る
た
め
の
指
針
と
な
り
得

る
。
こ
の
「
志
」
を
ぬ
く
者
と
し
て
の
「
わ
れ
」
の
持
侍
が
、
「
魂
の
願
ふ
こ

と
」
を
忘
失
し
た
時
代
に
向
き
合
う
こ
と
を
「
瑛
綿
な
る
罰
」
と
し
て
引
き
受

け
さ
せ
、
「
人
々
」
や
「
女
等
」
の
中
へ
と
そ
の
身
を
投
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
現
制
な
る
罰
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
人
々
」
や
「
女
等
」
が
抱

え
た
問
題
の
重
み
は
、
時
流
の
中
で
「
わ
れ
」
の
足
を
「
姶
娘
め
」
か
せ
て
し

キ
で
つ
。

路
線
め
く
ま
ま
に
静
も
り
を
保
ち
、
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聯
か
は
儀
文
め
い
た
心
地
を
も
っ
て

わ
れ
は
わ
が
怠
惰
を
諌
め
る
、

寒
月
の
下
を
ゆ
き
な
が
ら
。

揺
る
ぎ
な
い
主
と
か
ら
「
現
細
な
る
罰
」
を
引
き
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
重
み
か
ら
自
ら
も
時
流
に
焼
い
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
「
わ
れ
」
は
、

冷
静
さ
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
「
怠
情
を
諌
め
」
ょ
う
と
す
る
。
「
姶
娘
め
く
」

「
わ
れ
」
を
内
省
さ
せ
、
再
び
歩
を
進
ま
せ
た
の
は
、
「
わ
が
魂
」
に
従
版
で
あ

ろ
う
と
す
る
「
志
」
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
を
頼
み
に
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
「
わ

れ
」
の
「
自
我
」
に
他
な
ら
な
い
。
か
か
る
「
魂
の
願
ふ
こ
と
」
に
従
順
た
ろ

う
と
す
る
こ
と
を
「
志
」
と
し
て
貫
い
て
生
き
る
人
間
の
態
度
や
内
的
葛
藤
を

一
枚
の
タ
ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
描
い
て
み
せ
た
の
が
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
な
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
外
部
の
干
渉
に
焼
い
て
し
ま
う
自
己
を
律
し
、

「
わ
が
魂
」
を
唯
一
の
「
手
綱
」
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
「
わ
れ
」
の
態
度

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
と
「
詩
に
関
す
る
話
」
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
「
詩
友
に
」
と
同

械
に
「
寒
い
夜
の
自
我
橡
」
が
「
近
代
病
者
」
に
と
っ
て
の
処
方
連
と
し
て
の

機
能
を
果
た
し
、
詩
人
と
し
て
の
在
る
べ
き
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
同
詩
論
に
て
、

要
す
る
に
芸
術
の
泉
と
は
徒
然
草
に
、
心
の
鏡
が
澄
ん
で
ゐ
れ
ば
全
て
の

物
が
正
し
く
映
る
云
々
の
裡
に
あ
っ
て
、
東
洋
人
は
自
然
に
対
し
て
は
非

常
に
心
澄
ま
せ
た
が
、
人
に
対
し
て
は
未
だ
澄
む
こ
と
な
く
、
卑
下
し
た

り
頑
な
だ
っ
た
り
し
て
ゐ
る
。

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
鏡
止
水
の
境
地
に
「
芸
術
の
泉
」
を
発
見
し
た
中
原

に
と
っ
て
、
「
わ
が
魂
」
に
「
誠
実
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
芸
術
の
泉
」

(
H

「
魂
」
)

か
ら
溢
れ
出
る
「
夢
」
を
拾
い
上
げ
、
詩
と
し
て
実
践
す
る
上
で
必
要
不
可
欠

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
歌
う
た
め
の
道
具
で
し
か
な
い
一
言
葉
や
理
論
の
追
求

は
中
原
に
と
っ
て
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
「
魂
」

の
内
な
る
「
夢
」
を
感
受
し
て
歌
う
「
心
」
の
「
は
た
ら
き
」
に
「
誠
実
」
で

あ
る
態
度
こ
そ
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
拐
の
歌
」
で
突
き
当

た
っ
た
言
語
表
現
の
ジ
レ
ン
マ
を
脱
す
る
糸
口
を
中
原
が
「
わ
が
魂
の
願
ふ
こ

と
」
に
「
誠
実
」
と
な
る
と
い
う
態
度
に
見
出
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

近
代
を
生
き
る
人
間
が
抱
え
た
開
題
を
文
学
の
問
題
と
重
ね
併
せ
、
時
流
に

流
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
魂
の
願
ふ
こ
と
」
に
従
順
な
「
自
我
」
を
抱
く
こ
と
を

で
つ
ま
し
夢
」
を
歌
う
詩
人
の
態
度
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
白
痴
群
」
に
お
け

る
中
原
の
詩
観
は
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
中
原
の
詩
観
は
、
「
一
三
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

中
原
田
有
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
再
度
、
小
林

秀
雄
「
様
々
な
る
意
匠
」
に
注
目
し
た
い
。

諸
君
の
精
神
が
、
ど
ん
な
に
焦
燥
な
夢
を
持
た
う
と
、
ど
ん
な
に
緩
慢
に

夢
み
よ
う
と
し
て
も
、
諸
君
の
心
臓
は
早
く
も
遅
く
も
鼓
動
し
ま
い
。
否
、

諸
君
の
脳
髄
の
最
重
要
部
は
、
自
然
と
同
じ
速
度
で
夢
み
て
ゐ
る
で
あ
ら

、っ。
こ
の
「
自
然
と
同
じ
速
度
で
夢
み
」
る
「
脳
髄
」
を
省
み
る
こ
と
を
訴
え
る

小
林
の
言
葉
は
、
政
治
的
価
値
を
重
視
す
る
「
若
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
者
達
」

や
、
主
観
性
へ
の
欺
蹴
か
ら
「
形
式
主
義
の
運
動
」
へ
と
流
れ
た
「
若
い
知
的
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エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
達
」
が
、
そ
の
「
意
匠
」
の
た
め
に
「
夢
」
を
見
る
こ
と
に

懐
疑
的
に
な
り
、
「
夢
」
の
喪
失
を
招
い
て
し
ま
っ
た
状
況
に
対
し
て
、
「
夢
」

を
語
る
/
歌
う
こ
と
へ
の
罰
帰
を
説
い
て
い
る
。

こ
の
小
林
独
自
の
切
り
口
に
よ
り
示
さ
れ
た
同
時
代
文
学
の
陥
穿
は
、
「
白

痴
群
」
同
人
に
と
っ
て
も
共
時
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
先
に
引
用
し
た
よ

う
に
、
河
上
は
そ
れ
を
「
理
智
の
騎
慢
時
代
」
と
呼
び
、
安
原
は
「
血
迷
っ
た

射
性
信
」
と
歌
い
、
中
原
は
「
近
代
病
」
と
捉
え
、
そ
の
患
者
等
が
見
失
っ
た
「
心
」

の
は
た
ら
き
を
盟
復
し
、
「
夢
」
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
を
訴
え
た
。
各
々
言
葉

や
表
現
の
方
法
は
異
な
れ
ど
、
「
夢
」
を
感
じ
る
「
心
」
を
機
能
不
全
に
さ
せ

る
理
性
や
理
論
に
傾
斜
し
た
同
時
代
と
、
そ
の
文
学
に
抗
っ
た
痕
跡
と
を
そ
こ

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
共
有
し
な
が
ら
、
「
白
痴
群
」

同
人
や
小
林
た
ち
は
批
評
し
、
詩
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
「
自
痴
群
」
と
い
う
誌
名
が
中
原
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
理

由
も
明
白
で
あ
る
。
理
性
の
艦
の
外
側
に
「
白
痴
」
と
し
て
意
識
的
に
位
置
す

る
こ
と
は
、
理
性
偏
重
と
い
う
近
代
の
風
潮
に
対
す
る
明
確
な
批
評
意
識
の
表

れ
を
意
味
す
る
。
「
魂
の
願
ふ
こ
と
」
に
「
誠
実
」
で
あ
る
「
自
我
」
は
、
換

言
す
れ
ば
、
理
性
の
支
配
を
受
け
付
け
な
い
と
い
う
意
味
で
「
白
痴
」
と
し
て

の
「
自
我
」
を
抱
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
自
我
」
を
器
と
し
て
初
め
て
、

「
わ
が
魂
」
か
ら
溢
れ
る
で
つ
ま
し
夢
」
は
、
何
も
の
に
も
阻
害
さ
れ
る
こ
と

な
く
感
じ
ら
れ
、
歌
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
夢
」
を
言
葉
で
表
現
す
る
方

法
で
は
な
く
、
「
夢
」
を
歌
、
つ
た
め
の
態
度
を
中
原
は
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
態
度
は
「
詩
に
関
す
る
話
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

初
目
覚
め
た
時
の
無
念
無
想
、
即
ち
膜
恕
状
態
が
、
精
神
に
も
物
質
に
も

有
益
で
あ
っ
て
、
其
処
に
こ
そ
現
実
が
あ
り
欣
伯
の
あ
る
こ
と
に
想
到
さ

れ
る
よ
う
、
私
一
介
の
馬
鹿
は
希
っ
て
ゐ
る
。

理
性
や
認
識
に
侵
さ
れ
る
前
の
「
無
念
無
想
」
や
「
旗
想
状
態
」
に
お
い
て

寝
間
見
ら
れ
る
で
つ
ま
し
夢
」
に
「
現
実
」
を
見
出
し
た
中
原
は
、
「
夢
」
を

芸
術
の
本
質
と
理
解
し
な
が
ら
も
、
外
部
に
価
値
を
置
く
あ
ま
り
「
感
覚
(
受

動
)
方
面
」
に
傾
斜
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
に
対
し
て
、

自
己
の
内
的
な
「
魂
(
能
動
)
方
面
」
の
は
た
ら
き
を
重
視
し
た
。
「
白
痴
群
」

創
刊
号
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
両
詩
篇
に
て
、
で
つ
ま
し
夢
」
を
可
能
と
す
る
「
心
」

と
「
魂
」
の
「
は
た
ら
き
」
や
、
そ
の
実
践
と
し
て
の
「
自
我
」
の
在
り
方
が

歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
魂
(
能
動
)
方
面
」
へ
と
振
り
子
を
戻
そ
う
と
し

た
中
原
の
意
識
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
夢
」
を
歌
う
詩
人
の
態
度
の
表
明
は
、

「
心
」
や
「
魂
」
を
看
過
し
て
方
法
的
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
「
夢
」
を
歌
う
こ

と
を
忘
れ
た
同
時
代
文
学
に
価
値
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
形
式
や
内
容
の
問
題
に
係
う
こ
と
な
く
、
「
心
」
や
「
魂
」
に
「
誠

実
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
を
以
て
「
夢
」
を
中
原
が
歌
わ
ん
と
し
た
か
ら
こ
そ
、

口
語
自
由
詩
の
「
行
く
手
を
正
し
い
と
信
じ
て
い
た
」
神
保
光
太
郎
は
、
そ
の

形
式
へ
の
過
信
に
気
付
か
さ
れ
、
中
原
の
詩
篇
に
「
理
解
以
前
の
感
動
」
に
よ

る
「
心
の
動
揺
」
を
覚
え
た
の
だ
と
は
言
え
ま
い
か
。

ま
た
、
「
白
痴
群
」
に
お
い
て
異
性
に
対
す
る
赤
裸
な
感
情
を
中
原
が
多
く

歌
っ
た
こ
と
も
、
「
夢
」
と
同
様
に
、
「
心
」
を
開
き
「
魂
」
に
「
誠
実
」
に
な

る
と
い
う
態
度
の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
泰
子
」
に
「
し
づ
か
に
一
緒
に

を
り
ま
せ
う
」
と
呼
び
か
け
た
中
原
の
詩
篇
「
時
こ
そ
今
は
・
:
」
(
「
白
痴
群
」

第
六
号
(
前
掲
)
)
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
第
二
速
を
引
用
し
た
い
。

い
か
に
泰
子
、
今
こ
そ
は

し
づ
か
に
一
緒
に
を
り
ま
せ
う
。
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遠
く
の
空
を
飛
ぶ
鳥
も

い
た
い
け
な
情
け
、
み
ち
て
ま
す
。

「
泰
子
」
と
い
う
対
象
へ
の
呼
び
か
け
か
ら
、
従
来
は
特
定
の
個
人
に
対
す

る
恋
情
を
歌
っ
た
詩
篇
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
「
泰

子
」
と
い
う
異
性
に
対
し
て
「
し
づ
か
に
一
緒
に
を
り
ま
せ
う
」
と
話
者
が
素

誼
に
「
心
」
の
中
を
打
ち
明
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
併
せ
て
、
「
そ
こ

は
か
と
な
き
け
は
ひ
」
を
醸
し
出
す
暮
れ
方
の
「
群
青
の
/
空
」
を
「
飛
ぶ
烏
」
に
、

話
者
が
「
い
た
い
け
な
情
け
」
を
感
じ
、
「
今
」
と
い
う
瞬
間
の
情
景
に
「
心
」

を
澄
ま
せ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
情
景
に
「
心
」
を
澄
ま
せ
て
「
情

け
」
を
感
じ
る
と
共
に
、
「
心
」
の
内
側
に
あ
る
「
泰
子
」
へ
の
思
い
を
話
者

は
吐
露
す
る
。
「
情
け
」
は
決
し
て
理
性
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

機
能
不
全
に
焔
っ
た
「
心
」
が
、
「
魂
」
の
内
に
あ
る
「
夢
」
を
見
失
わ
せ
て

し
ま
う
よ
う
に
、
「
魂
」
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
が
で
き
ね
ば
「
泰
子
」
へ

の
恋
矯
は
表
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
今
」
と
い
う
時
に
「
情
け
」
を
感
じ
る

こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
詩
に
関
す
る
話
」
で
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
近
代
病
者
」

が
忘
失
し
た
「
心
」
に
「
誠
実
」
と
な
り
、
「
魂
」
の
内
な
る
「
夢
」
を
「
情
け
」

と
し
て
感
じ
た
も
の
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
は
可
能
と
な
る
。
故
に
、

恋
愛
詩
と
し
て
歌
わ
れ
た
「
時
こ
そ
今
は
:
・
」
は
、
「
魂
」
と
向
き
合
う
こ
と

を
絶
対
と
し
た
中
原
の
詩
作
態
度
を
「
泰
子
」
に
呼
び
か
け
る
恋
愛
詩
の
形
に

落
と
し
込
む
こ
と
に
よ
り
、
「
情
け
」
の
表
出
を
介
し
て
「
夢
」
を
歌
お
う
と

試
み
た
詩
篇
だ
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
自
痴
群
」
創
刊
号
の
巻
頭
ニ
篇
に
表
明
さ
れ
た
「
夢
」

を
歌
う
詩
人
の
態
度
は
、
「
夢
」
を
歌
わ
ず
に
は
文
学
た
り
符
な
い
と
い
う
中

原
の
詩
作
を
支
え
る
詩
観
と
し
て
、
何
時
期
の
中
原
に
よ
る
詩
論
や
詩
篇
の
中

に
表
現
の
形
を
変
え
な
が
ら
表
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
初
期
の
文
学
に
お
け
る

(
却
}

〈
シ
エ
ス
ト
フ
的
不
安
〉
流
行
ま
で
の
歴
史
的
距
離
を
あ
と
一
歩
と
し
た
時
期

に
、
「
夢
」
の
忘
失
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
「
心
」
の
機
能
不
全
に
よ

る
内
省
の
欠
如
を
批
判
し
「
わ
が
魂
の
願
ふ
こ
と
」
に
「
誠
実
」
な
「
自
我
」

を
抱
く
こ
と
の
必
要
性
を
中
原
は
問
題
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
理
性
を
偏
重

し
た
代
償
と
し
て
存
在
論
的
不
安
に
陥
り
か
け
て
い
た
同
時
代
と
そ
の
文
学
の

超
克
を
目
論
ん
だ
意
識
的
な
「
白
痴
」
た
ち
に
よ
る
営
為
の
一
端
を
「
詩
友

に
」
、
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
の
師
詩
篇
は
示
し
て
い
る
。

、£

「
白
痴
群
一
創
刊
口
す
に
は
、
「
詩
友
に
」
、
「
集
、
い
夜
の
自
我
像
」
に
続
い
て
、

富
永
次
郎
「
詩
ニ
篇
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)

大
関
昇
平
は
「
文
学
的
青
春
」
大
関
昇
平
・
埴
谷
雄
官
同
「
二
つ
の
向
時
代
史
」
(
昭

印
・
7
、
岩
波
書
応
)
に
て
、
「
白
痴
群
」
が
「
河
上
と
中
原
の
雑
誌
だ
っ
た
」
と
述
べ
、

中
原
が
言
い
出
し
と
な
っ
て
「
お
れ
は
白
痴
だ
。
お
ま
え
ら
も
み
ん
な
白
痴
に
な
れ
一

と
い
う
こ
と
で
「
白
痴
鮮
」
と
い
う
名
前
に
な
っ
た
」
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。

(
3
)

神
保
光
太
郎
「
山
学
の
こ
こ
ろ
」
「
中
原
中
也
詩
集
」
(
昭
刊
・
5
、
白
鳳
社
)

(
4
)
吉
田
無
生
「
本
文
お
よ
び
作
品
鑑
賞
突
、
ぃ
夜
の
自
我
像
」
「
鑑
賞
日
本
現

代
文
学
中
原
中
む
」
(
昭
日
・

4
、
角
川
書
応
)
は
、
「
表
現
の
「
私
一
一
位
へ
の
志

向
と
普
遍
性
へ
の
そ
れ
」
と
い
う
こ
重
性
を
学
み
な
が
ら
、
「
人
間
は
自
己
の
自
己

了
解
を
地
者
と
共
有
で
き
る
か
」
と
い
う
中
原
の
問
題
を
不
特
定
多
数
に
呼
び
か
け

た
点
で
「
詩
的
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

(
5
)
疋
印
税
昭
「
中
也
詩
の
〈
述
志
〉
の
系
譜
」
「
接
続
す
る
中
山
」
(
乎
円
・
5
、

笠
間
書
院
)



市
中
村
稔
「
言
葉
な
き
歌
」
「
一
一
言
葉
な
き
歌
中
原
中
也
論
』
(
昭
4
・
1
、
角

12 

(6) 

川
書
出
)

(
7
)

大
間
昇
平
「
片
恋
」
「
朝
の
歌
〈
中
原
中
也
伝
〉
』
(
紹
お
・
辺
、
角
川
書
応
)
は
、
「
詩

友
に
」
が
「
山
羊
の
歌
」
所
収
の
「
無
題
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
谷
川
泰

子
を
歌
っ
た
詩
篇
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
、
関
様
に
「
梨
、
い
夜
の
自
我
像
」
も
「
ノ
j

ト
少
年
時
」
に
見
ら
れ
る
草
稿
(
昭
4
・
1
・
却
制
作
)
か
ら
泰
子
を
歌
っ
た
詩
篇

と
し
て
位
置
付
け
た
。

(
8
)

加
藤
邦
彦
「
中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発
」
『
中
原
中
也
と
詩
の
近
代
」
(
平

沼
・

3
、
角
川
書
宿
)

(
9
)

「
伝
統
と
道
具
」
「
中
原
中
也

l
iメ
デ
ィ
ア
の
要
請
に
応
え
る
詩
』
(
平

M
-
7
、
れ
ん
が
書
房
新
社
)
に
て
、
「
詩
と
詩
論
」
に
代
表
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム

詩
派
と
、
「
戦
旗
」
に
代
表
さ
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
派
の
詩
観
と
が
「
〈
非
伝
統
性
〉

の
思
想
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
」
点
で
共
通
項
を
持
ち
得
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

れ
に
対
し
て
「
「
象
徴
主
義
詩
」
の
「
伝
統
」
を
重
視
す
る
中
原
の
志
向
」
を
反
映

し
た
詩
篇
と
し
て
「
詩
友
に
」
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
を
捉
え
る
。

(
叩
)
「
山
羊
の
こ
こ
ろ
」
「
中
原
中
也
詩
集
」
(
前
掲
)

(
日
)
拙
論
「
〈
文
語
定
型
詩
〉
の
戦
略
性
」
「
稿
本
近
代
文
学
」
(
平
お
・
ロ
)
に
て
、
〈
文

一
詰
〉
の
時
制
変
化
を
意
識
的
に
用
い
、
歌
山
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
「
叫
び
」

へ
と
詩
を
還
元
し
、
「
夢
/
ゆ
め
」
や
「
こ
冶
ろ
」
や
「
魂
」
を
表
現
す
る
方
法
を
徐
々

に
模
索
し
て
い
た
中
原
の
創
作
意
識
を
論
じ
た
。

(
ロ
)
「
あ
ら
し
め
な
」
は
、
口
誌
の
慣
用
句
「
あ
ら
し
め
る
」
+
「
な
」
(
禁
止
)
日
「
あ

ら
し
め
る
な
」
の
「
る
」
が
七
五
調
に
整
え
る
中
で
落
ち
た
か
、
あ
る
い
は
「
な
」
(
禁

止
)
が
下
二
段
活
用
の
未
然
形
・
連
用
形
に
接
続
し
た
例
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
「
夢
」
へ
と
回
帰
す
る
た
め
に
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
失
う
な
と
い

う
内
容
而
か
ら
、
「
な
」
は
願
望
で
は
な
く
禁
止
の
終
助
詞
と
判
断
し
た
。

(
日
)
「
美
を
求
め
る
心
」
「
新
編
日
本
少
国
民
文
庫

9
巻
美
を
求
め
て
』
(
昭

泣
・

2
、
新
潮
社
)

(
M
H
)

「
詩
法
」
の
引
用
も
共
に
堀
口
大
卒
「
世
界
文
学
大
綱
第
九
巻
ヴ
エ
ル
レ
エ
ヌ
」

(昭
2
・
2
、
東
方
出
版
)
に
拠
る
。

(
日
)
「
第
十
一
挙
詩
に
於
け
る
逆
説
精
神
」

2
日
の
原
理
」
(
昭
3
・
ロ
、
第
一
書
房
)

(
凶
)
宮
坂
康
一
「
堀
辰
雄
「
眠
り
な
が
ら
」
と
ジ
ヤ
ン
・
コ
ク
ト
オ
」
「
日
本
近

代
文
学
」
(
平
問
・

5
)

(
打
)
瀧
口
修
造
「
ダ
ダ
よ
り
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
」
。
同
論
文
は
、
西
脇
頗
三

郎
「
超
現
実
主
義
詩
論
」
(
昭
4
・
日
、
厚
生
関
書
庖
)
に
所
収
。

(
日
)
「

2
6匂
〉

Z
C∞
」
「
超
現
実
主
義
詩
論
」
前
掲

(
問
)
「
超
現
実
主
義
の
詩
論
」
「
詩
と
詩
論
」
(
昭
4
・
U
)

(
却
)
こ
こ
で
は
、
対
立
す
る
両
者
の
図
式
で
は
な
く
、
時
代
特
有
の
文
学
上
の
モ

ー
ド
と
し
て
「
夢
」
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
重
要
視
し
た
い
。

(
剖
)
「
ベ
ル
レ
!
ヌ
の
愛
国
詩
」
「
白
痴
群
」
(
昭
4
・
4
)

(
泣
)
「
ジ
ヤ
ン
・
コ
ク
ト
オ
論
」
「
白
痴
群
」
(
昭
4
・
H
)

(
お
)
こ
う
し
た
意
識
は
、
近
接
す
る
時
期
の
中
原
の
評
論
「
生
と
歌
」
(
「
ス
ル
ヤ
」

昭
3
・
凶
)
で
も
、
「
今
や
世
は
愛
も
誠
実
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
「
近

代
」
に
お
け
る
「
叫
び
(
生
活
)
」
の
欠
如
に
対
す
る
批
評
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。

(
剖
)
特
別
企
画
展
「
中
原
中
血
の
手
紙
」
図
録
(
乎
M
・
8
、
中
原
中
也
記
念
館
)

で
は
、
当
該
詩
篇
を
「
明
か
に
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
中
世
の
詩
に
対
す
る
返
歌
」

と
し
て
い
る
。

(
お
)
「
思
出
」
に
つ
い
て
は
、
「
白
痴
群
」
第
五
号
(
昭
5
・
1
)
掲
載
の
中
原
の

詩
篇
「
修
羅
街
牧
歌
」
と
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。



(
お
)
坪
井
秀
人
「
〈
誠
実
〉
の
詩
学
」
「
現
代
詩
手
帖
」
(
平
山
・

4
)
は
、
「
他
者

と
の
関
係
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
自
己
と
の
関
係
に
お
い
て
も
葛
藤
を
生
じ
さ
せ

な
い
こ
と
」
を
意
味
す
る
「
〈
敬
鹿
〉
さ
を
得
ょ
う
と
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
「
誠

実
た
る
こ
と
」
と
い
う
「
時
代
錯
誤
な
素
朴
な
思
考
」
に
中
原
の
詩
論
の
独
自
牲
を

品
自
立

m
L
9
え
U
o

t
t
v
J
 

(
幻
)
こ
れ
は
他
の
「
白
痴
群
」
同
人
が
、
無
垢
な
状
態
の
「
心
」
を
「
魂
」
の
内

な
る
「
夢
」
を
感
受
す
る
器
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
と
重
な
る
。
こ
う
し
た
同
人

間
の
近
似
し
た
思
考
は
、
認
識
の
共
通
基
盤
が
「
白
痴
群
」
に
存
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

(
お
)

ン
ニ

7

4
ア

〆

ン

ニ

フ

ィ

i

J

玉
村
周
「
言
語
に
お
け
る
〈
形
式
〉
と
〈
内
容
〉
」
「
講
盛
昭
和
文
学
史

第
一
巻
」
(
昭
日
・

2
、
有
精
堂
)
は
、
小
林
が
「
実
作
者
が
安
心
し
て
自
ら
の
「
夢
」

を
築
く
こ
と
の
困
難
を
す
で
に
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。

(
却
)
河
上
徹
太
郎
「
シ
エ
ス
ト
フ
の
思
想
」
「
経
済
往
来
」
(
昭

m
・
6
)
に
て
、

シ
エ
ス
ト
フ
の
「
思
想
よ
り
も
彼
と
い
ふ
人
間
の
存
在
様
式
」
を
重
視
し
、
「
「
悲
劇

人
」
と
い
ふ
存
在
」
を
演
じ
た
シ
エ
ス
ト
フ
の
「
額
の
汗
の
中
に
あ
る
誠
実
さ
」
(
日

「
心
の
貧
し
さ
」
)
こ
そ
が
「
理
智
の
錯
乱
」
状
況
に
陥
っ
た
同
時
代
に
対
す
る
「
最

も
自
由
な
徹
底
的
な
批
判
」
と
な
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

13 

{
付
記
}
中
涼
中
也
の
詩
篇
の
引
用
は
全
て
初
出
に
拠
り
、
適
宜
旧
字
は
新
字
に
改

め
た
。
引
用
文
中
の
中
略
は
「
(
中
略
)
」
で
示
し
た
。
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