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は
じ
め
に

　
「
白
痴
群
」（
昭
５
・
１
）
に
掲
載
さ
れ
た
中
原
中
也
「
修
羅
街
輓
歌
」
は
、「
序

歌
」、「
Ⅱ 

酔
生
」、「
Ⅲ 

独
語
」、「
IIII 

終
歌
」
の
四
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ

れ
た
詩
篇
で
あ
る
。
従
来
、
当
該
詩
篇
は
、
宮
沢
賢
治
の
語
彙
の
影
響
を
み
る

系
譜（

１
）と

ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
篇
の
影
響
を
み
る
系
譜
と
に
分
か
れ
て
評
さ
れ
て

き
た
。
就
中
、
後
者
に
は
、「「
ガ
ス
パ
ー
ル
が
歌
う
」
と
い
う
、「
叡
智
」
の

中
の
詩
を
も
ぢ
っ
た
よ
う
な
詩
で
あ
っ
た（

２
）」

と
述
べ
た
河
上
徹
太
郎
の
回
想
が

大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
こ
の
言
葉
を
受
け
て
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
『
叡
智
』
の
影

響
を
巡
る
形
で
「
修
羅
街
輓
歌
」
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

（
３
）

　

そ
し
て
、「
中
原
中
也
は
日
本
の
よ
う
な
無
宗
教
国
へ
生
ま
れ
た
宗
教
詩
人

の
一
つ
の
在
り
方
を
示
す
も
の
だ
」
と
河
上
が
同
論
に
て
語
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
原
に
お
け
る
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
影
響
の
追
求
は
、
そ
の
宗
教
性
を
問
う

こ
と
へ
と
波
及
し
た
。
既
に
先
行
論
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

４
）よ
う
に
、「「
原
罪
」

と
か
「
宥
し
」
と
か
「
恩
寵
」
と
か
「
召
命
」
と
か
い
う
概
念（

５
）」
を
絶
対
視
し
、

形
而
上
的
要
求
に
従
っ
た
世
界
を
歌
う
手
法
を
中
原
が
獲
得
す
る
こ
と
と
宗
教

性
と
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
宗
教
性
に
倣
っ
て
中
原
が
詩
作
し
て
い
た
こ
と

は
指
摘
さ
れ
て
も
、
そ
う
し
た
方
法
を
中
原
が
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由

ま
で
は
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
フ
ラ

ン
ス
象
徴
詩
の
新
た
な
理
解
を
共
通
基
盤
と
す
る
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
仏
文

科
の
辰
野
隆
研
究
室
を
中
心
と
し
た
文
学
圏
で
共
有
さ
れ
て
い
た
問
題
が
関
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
再
び
「
思
い
出
」
に
お
け
る
河
上
の
言
葉
を
引

用
す
る
。

中
原
の
詩
が
結
果
に
於
て
勝
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
果
し
て
そ
れ

は
彼
自
身
に
と
っ
て
、
又
同
時
代
の
精
神
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

同
時
代
の
「
精
神
」
に
対
し
て
「
中
原
の
詩
」
が
持
ち
得
た
意
味
が
問
わ

れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
「esprit

」
に
該
当
す
る
「
精

神
」
と
い
う
言
葉
は
多
義
語
で
あ
る
た
め
、
河
上
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用

い
た
の
か
は
十
分
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、「
同
時
代
」
と
呼
ば
れ
る

一
九
三
〇
年
前
後
（
昭
和
５
年
頃
）
の
文
学
に
、
抽
象
度
の
高
い
「
精
神
」
と

い
う
言
葉
が
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
ヴ
ァ
レ

リ
ー
の
第
一
評
論
集
『
ヴ
ァ
リ
エ
テ（

６
）』
に
収
め
ら
れ
た
「
精
神
の
危
機
」
が
同

時
代
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
か
ら
も
そ
れ
は
計
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
次
大
戦
後
の
〈
西
洋
の
没
落
〉
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
自
己
を
規
定
し
て

き
た
近
代
人
と
し
て
の
「
精
神
」
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
次

　
　

内
的
世
界
の
旅
人

―
―
中
原
中
也
「
修
羅
街
輓
歌
」
―
―

佐　

藤　

元　

紀
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の
よ
う
に
語
っ
た（

７
）。

欧
羅
巴
文
化
の
消
え
失
せ
た
幻
影
、
何
も
の
を
も
救
ひ
得
ぬ
知
識
の
無
力

の
証
明
が
あ
る
。
そ
の
道
徳
的
功
名
心
に
致
命
の
傷
を
受
け
、
そ
の
適
用

の
残
虐
さ
に
よ
つ
て
、
殆
ど
面
目
を
失
つ
た
科
学
が
あ
る
。
辛
う
じ
て
勝

は
制
し
た
が
、
深
く
傷
け
ら
れ
、
そ
の
夢
の
責
を
負
ふ
べ
き
理
想
主
義
、

欺
か
れ
、
打
ち
の
め
さ
れ
、
罪
悪
と
過
誤
と
に
よ
つ
て
圧
し
潰
さ
れ
た
現

実
主
義
、
同
様
に
愚
弄
さ
れ
た
渇
望
と
抛
棄
、
十
字
架
が
十
字
架
に
当
り
、

半
月
旗
が
半
月
旗
に
対
し
、
戦
陣
の
う
ち
に
混
乱
し
た
信
仰
が
あ
る
。

　

西
洋
文
明
を
形
成
し
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も
な
っ
て
い
た
「
精

神（
８
）」

は
、
自
ら
が
生
み
出
し
た
「
知
識
」
や
「
科
学
」
が
構
築
し
た
文
明
に
よ

っ
て
潰
滅
的
状
況
に
追
い
遣
ら
れ
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
生
じ
た
。
第
一
次
大

戦
に
よ
っ
て
露
見
し
た
西
洋
近
代
文
明
の
限
界
を「
精
神
の
危
機
」と
呼
び
、「
精

神
」
の
問
い
直
し
に
よ
る
近
代
の
克
服
を
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
訴
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
西
洋
の
象
徴
で
あ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
「
欧
羅
巴
の
知
性
で
あ
る
私
は

ど
う
な
る
の
か･･･

」
と
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
喪
失
に
陥
っ
た
西

洋
に
お
け
る
「
精
神
」
の
復
興
と
い
う
内
的
問
題
を
表
面
化
し
た
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
提
起
し
た『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』な
ど
の
評
論
を
重
視
し
て「
日

本
に
お
け
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
受
容
の
独
自
な
か
た
ち（

９
）」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
清

水
徹
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
二
十
世
紀
以
降
に
生
ま
れ
た
若
い
世
代

の
作
家
や
詩
人
た
ち）

10
（

は
、
近
代
人
と
し
て
の
自
己
を
支
え
る
根
幹
で
あ
る
知
性

の
危
機
を
感
じ
、「
み
ず
か
ら
の
内
的
危
機
を
一
層
深
め
な
が
ら
、
そ
の
あ
り

よ
う
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
彼
ら
自
身
の
精
神
の
冒
険）

11
（

」
と
し
て
「
精
神
の
危

機
」
を
捉
え
た
。
原
典
を
通
し
た
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
触
れ
る
機
会
の
増

加
に
よ
り
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
第
一
次
大
戦
後
の
西
洋
が
直
面
し
た

「
精
神
の
危
機
」
を
課
題
と
し
て
抱
え
た
世
代
は
、
一
九
三
〇
年
前
後
の
文
学

的
営
み
の
中
で
そ
の
克
服
方
法
を
様
々
に
模
索
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
同
時
代
の
文
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
中
に
「
修
羅
街
輓
歌
」
を
置
い
て
み
る

と
、
文
学
を
通
し
て
限
界
を
迎
え
よ
う
と
す
る
近
代
と
向
き
合
う
中
原
の
眼
差

し
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一　
「
精
神
の
危
機
」
の
文
学
圏
―
―
辰
野
研
究
室
周
辺

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
前
後
に
お
い
て
、「
精
神
の
危
機
」
の

克
服
を
課
題
と
し
た
文
学
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
大
正
期
に
お
け
る
口
語
自

由
詩
の
完
成
後
、
そ
れ
を
土
台
と
し
て
未
来
派
、
ダ
ダ
、
超
現
実
主
義
な
ど
新

た
な
詩
の
可
能
性
が
探
ら
れ
、
様
々
な
詩
派
が
乱
立
し
た
が
、
そ
の
主
題
は
共

通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
未
来
派
に
せ
よ
、
ダ
ダ
に
せ
よ
、

あ
る
い
は
初
期
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
せ
よ
、「
理
性
的
主
体
」
か
ら
で
き
る

か
ぎ
り
遠
ざ
か
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
」
と
塚
原
史）

12
（

が
述
べ
、
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
に
は
「
そ
も
そ
も
理
性
の
支
配
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
局

面
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
を
拒
む
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
」
と
巌
谷
國
士）

13
（

が
語
る

よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
近
代
を
超
克
す
る
た
め
に
知
性
の
支
配
を
打
ち
破
り
、
人

間
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
状
態
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
。

　

一
九
三
〇
年
前
後
の
理
性
を
巡
る
表
現
運
動
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
東
京
帝

大
仏
文
科
の
辰
野
隆
研
究
室
を
中
心
と
し
て
象
徴
主
義
の
問
い
直
し
が
行
わ
れ

た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
論
じ
る
意
義
を
辰
野
隆）

14
（

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

正
に
近
代
的
戦
慄
を
創
造
す
る
為
に
遂
に
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
が
現
れ
た
の
で

あ
る
。
惟
ふ
に
近
代
仏
蘭
西
文
学
、
少
く
も
近
代
仏
蘭
西
詩
歌
は
、
明
ら
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か
に
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
以
前
と
以
後
と
に
別
れ
た
と
謂
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

我
等
は
「
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
も
マ
ラ
ル
メ
も
ラ
ン
ボ
オ
も
、
彼
等
の
決
定
的

時
期
に
於
い
て
一
巻
の
『
悪
の
華
』
を
読
ま
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
そ
の
結

果
や
知
る
べ
か
ら
ず
」
と
云
つ
た
ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
言
に
深
い
意

義
を
認
め
、
併
せ
て
こ
の
言
葉
の
裡
に
詩
人
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
最
も
根
本

的
な
価
値
を
も
認
め
得
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
研
究
の
意
義
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
が
評
し
た
知
性
を

持
ち
合
わ
せ
た
主
体
が
織
り
な
す
「
近
代
的
戦
慄
」
に
影
響
を
受
け
て
誕
生
し

た
後
続
の
詩
人
達
の
営
為
を
論
じ
る
素
地
を
作
り
、
更
に
そ
れ
ら
の
研
究
を
重

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
語
っ
た
言
葉
の
真
意
を
明
ら
め
る
こ
と

に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
や
ラ
ン
ボ
オ
を
介
し
た
象
徴
主

義
の
今
日
的
な
意
味
が
、『
悪
の
華
』
の
問
題
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ

た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
に
辰
野
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
根
本
的
な
価
値
」
を
見

出
し
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
光
栄
の
絶
頂
に
あ
り
ま
す
」
と
い
う

有
名
な
文
句
か
ら
始
ま
る
講
演
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
位
置）

15
（

」
に
お
い
て
、
辰
野

が
引
用
し
た
「
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
も
、
マ
ラ
ル
メ
も
、
ラ
ン
ボ
ー
も
、
決
定
的
な

年
頃
に
繙
い
た
『
悪
の
華
』
の
読
書
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
あ
あ
い
っ
た
も
の

に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
に
続
い
て
、
知
的
な
主

体
に
よ
る
「
感
情
と
感
覚
」
の
希
求
と
「
詩
的
純
粋
性
」
の
獲
得
が
、
近
代
人

と
し
て
の
知
性
を
持
ち
合
わ
せ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
後
続
の
詩
人
達
に
継
承

さ
れ
た
と
語
る
。
そ
し
て
、
ダ
ダ
の
始
祖
と
さ
れ
る
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
は

象
徴
詩
か
ら
自
ら
の
詩
業
を
始
め
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
開
祖
と
目
さ
れ
る

ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
は
ラ
ン
ボ
オ
へ
の
傾
倒
か
ら
未
知
の
も
の
を
捉
え
る
態

度
を
得
た
。
こ
の
よ
う
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
ダ
ダ
に
至
る
詩
業
を
顧
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
西
洋
近
代
を
形
作
っ
て
き
た
知
的
な
「
精
神
」
の
系
譜
を
辿
り
、

終
焉
を
迎
え
よ
う
と
す
る
近
代
超
克
の
方
法
を
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
模
索
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
水
脈
を
掘
り
起
こ
す
よ
う
に
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
近
代
的
戦
慄
」

か
ら
辰
野
は
検
討
を
始
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
辰
野
が
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
取
り
上
げ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

言
葉
に
「
深
い
意
義
を
認
め
」
て
自
ら
の
内
面
を
形
成
す
る
「
精
神
」
を
見
つ

め
直
そ
う
と
す
る
意
識
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
評
論
集
『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』
を
昭
和
二
年
に
東
京
帝
大
仏

文
科
で
辰
野
が
講
読
し
、
小
林
秀
雄
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
だ
際
に
河
上
徹

太
郎
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
を
大
岡
昇
平）

16
（

が
伝
え
て
い
る
。
そ
し

て
『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』
を
小
林
か
ら
学
ん
だ
河
上
は
、「
白
痴
群
」（
昭
４
・
７
）

に
て
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
方
法
論
序
説
」
を
訳
出

し
た）

17
（

。
同
時
代
へ
と
目
を
移
せ
ば
、萩
原
朔
太
郎
ら
が
活
躍
し
た
大
正
期
を「
詩

壇
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
学
の
全
体
に
於
て
の
無
ポ
エ
ジ
イ
時
代
」
あ
る
い
は

「
無
詩
学
時
代
」
と
呼
ん
で
批
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
詩

学
に
学
ん
だ
「
今
日
の
ポ
エ
ジ
イ
」
を
自
覚
し
た
文
学
の
確
立
を
狙
っ
た
春
山

行
夫）

18
（

の
試
み
も
、
近
代
を
超
克
す
る
新
た
な
る
息
吹
の
必
要
を
訴
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
同
時
代
の
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
の
基
盤
と
な
っ
て

い
た
の
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
中
原
に
お
け
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
受
容
は
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
辰
野
や
小
林
、
河
上
と
い
っ
た
中
原
の
周
辺
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
受
容
が

問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
中
原
ま
で
そ
れ
が
及
ん
で
い
た
可

能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
中
原
の
周
辺
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
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よ
り
、
中
原
に
お
け
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
受
容
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

辰
野
門
下
だ
っ
た
小
林
や
、『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』
を
邦
訳
し
た
中
島
健
蔵
や
佐

藤
正
彰
ら
が
そ
の
影
響
下
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
受
容
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
が
、
外
部
に
い
た
中
原
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
受
容
に
は
辰
野
サ
ロ
ン）

19
（

が
関
連
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
村
真
一
郎）

20
（

は
当
時
の
辰
野
周
辺
の
状
況
を
次
の
よ

う
に
伝
え
て
い
る
。

玄
関
に
降
り
立
っ
た
私
の
靴
の
底
が
抜
け
て
い
る
の
に
目
を
と
め
る
と
、

す
ぐ
に
奥
さ
ん
に
、「
あ
の
な
ん
と
か
革
の
靴
を
中
村
に
出
し
て
や
れ
」

と
命
じ
ら
れ
た
。
／
す
る
と
奥
さ
ん
は
「
あ
の
靴
は
、
先
日
、
中
原
中
也

さ
ん
が
裸
足
で
い
ら
し
っ
て
穿
い
て
帰
ら
れ
ま
し
た
」
と
、
日
常
茶
飯
事

の
よ
う
な
お
返
事
だ
っ
た
。
／
先
生
の
学
恩
は
大
学
の
直
弟
子
で
な
く
、

お
弟
子
の
小
林
秀
雄
さ
ん
の
連
れ
て
来
た
外
部
の
人
に
も
及
ん
で
い
た
の

が
判
っ
て
、
そ
の
同
学
の
弟
子
に
対
す
る
寛
い
愛
情
に
は
敬
服
す
る
ば
か

り
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
回
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
辰
野
の
周
辺
に
は
仏
文
科
の
学
生
の

み
な
ら
ず
、
学
外
者
の
中
原
ら
も
出
入
り
す
る
サ
ロ
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

中
村
の
言
葉
は
、
そ
の
サ
ロ
ン
に
中
原
が
日
常
的
に
参
加
し
、
辰
野
と
懇
意
に

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
辰
野）

21
（

が
門
下
生
で
あ
っ
た
佐
藤
正

彰
の
周
辺
状
況
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
辰
野
サ
ロ
ン
を

中
原
が
定
席
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

正
彰
君
の
学
生
時
代
の
友
だ
ち
は
中
島
、
今
、
小
林
、
三
好
、
淀
野
の
諸

君
だ
っ
た
ろ
う
。
仏
文
学
以
外
で
は
河
上
徹
太
郎
君
、
学
外
で
は
中
原
中

也
君
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

　

太
宰
治
が
辰
野
へ
の
憧
れ
を
「
畏
敬）

22
（

」
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
こ
と
に
対
し
、

辰
野
と
身
近
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
知
識
を
中

原
は
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
林
ら
を
介
し
て
辰
野
サ

ロ
ン
に
中
原
が
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
は
、
昭
和
三
年
の
書
簡）

23
（

に
も
明
ら
か
で

あ
る
。辰

野
か
ら
小
林
へ
貸
し
た
本
を
僕
に
持
つ
て
来
て
く
れ
と
頼
ま
れ
ま
し
た

か
ら
、
大
学
の
図
書
館
の
本
と
、
辰
の
印
の
あ
る
本
の
う
ち
、
上
に
チ
ヤ

リ
チ
ヤ
リ
紙
を
か
ぶ
せ
た
本
だ
の
厚
い
本
だ
の
、
な
る
べ
く
上
等
さ
う
な

本
を
五
冊
で
も
十
冊
で
も
持
つ
て
来
て
下
さ
い
。（
中
略
）
僕
は
辰
野
に

請
合
つ
た
の
だ
か
ら
、
持
参
す
る
本
を
忘
れ
な
い
や
う
に
。

　

辰
野
が
小
林
に
貸
し
て
い
た
「
本
」
が
何
を
指
す
か
は
具
体
的
に
は
分
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
昭
和
三
年
頃
の
小
林
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
し
ば
し
ば
話
題
に
し

て
い
た
と
い
う
証
言）

24
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
本
」
の
中
に
『
ヴ
ァ
リ
エ

テ
』
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
中
原
が
辰
野
サ

ロ
ン
に
出
入
り
し
な
が
ら
、『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』
受
容
の
う
ご
き
の
中
に
身
を
投
じ
、

フ
ラ
ン
ス
文
学
／
詩
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
吸
収
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
右
の

よ
う
な
交
流
か
ら
推
察
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
中
原
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文

学
受
容
と
は
、『
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
研
究
序
説
』
に
お
い
て
辰
野
が
作
っ
た
素
地

の
上
に
展
開
さ
れ
、
辰
野
サ
ロ
ン
で
共
有
さ
れ
て
い
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
問
題
を

下
敷
き
に
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、「
修
羅
街
輓
歌
」
と
同
時
代
の
行
き

詰
ま
っ
た
「
精
神
」
と
の
関
係
性
を
先
に
引
用
し
た
「
思
い
出
」
の
中
で
河
上

は
問
題
と
し
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
前
後
と
い
う
同
時
代
の
中
で
、
ヴ
ェ
ル
レ

ー
ヌ
に
倣
っ
た
宗
教
性
を
手
法
と
し
な
が
ら
歌
わ
れ
た
「
修
羅
街
輓
歌
」
に
、

自
ら
の
内
的
危
機
を
克
服
し
、
近
代
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
刻
み
込
ま
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れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
中
原
だ
け
で
は
な
く
同
時
代
の
「
精
神
」
に
と
っ
て
の

意
義
を
河
上
は
見
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
、「
修
羅
街
輓
歌
」
に

お
い
て
中
原
が
示
し
た
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

  
先
ず
は
問
題
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
「
修
羅
街
輓
歌
」
を
読
み
、
詩
篇
の
主

題
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
序
歌
」
か
ら
「
Ⅲ 

独
語
」
に

て
「
心
」
を
取
り
戻
し
た
話
者
が
、「
IIII 

終
歌
」
に
て
「
思
ひ
出
」
や
「
夢
」

へ
と
回
帰
す
る
過
程
に
着
目
し
て
読
解
を
試
み
た
い
。
そ
の
読
解
結
果
と
、「
白

痴
群
」
と
い
う
「
中
原
と
河
上
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
た）

25
（

」

媒
体
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
問
題
と
を
突
き
合
わ
せ
る
作
業
を
行
い
、「
白
痴

群
」
同
人
の
文
学
的
営
み
が
ど
の
よ
う
な
共
通
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た

か
を
探
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
〇
年
前
後
の
文
学
の
場
に
お
い
て
最
新
の
フ
ラ

ン
ス
文
学
の
成
果
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
問
題
を
紐
帯
と
し

て
、「
白
痴
群
」
同
人
の
志
向
性
が
、「
文
学
の
革
命）

26
（

」
を
目
論
ん
だ
雑
誌
「
文

学
」
に
お
け
る
淀
野
隆
三
や
小
林
秀
雄
ら
に
よ
る
試
み
と
呼
応
す
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
修
羅
街
輓
歌
」
が
制
作
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
前
後

の
中
原
が
何
を
問
題
と
し
て
文
学
と
向
き
合
い
、
詩
作
し
て
い
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
。
併
せ
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
触
発
さ
れ
る
形
で
自
ら
の
内
面
を
問

い
直
す
こ
と
を
課
題
と
し
た
昭
和
初
期
の
新
た
な
文
学
の
試
み
を
照
ら
し
出
し
、

「
修
羅
街
輓
歌
」
の
同
時
代
に
お
け
る
意
義
も
問
い
た
い
。

二　
「
修
羅
街
輓
歌
」
① 

―
―
「
心
」
の
は
た
ら
き

　
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
「
序
歌
」
第
一
連
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

忌
は
し
い
憶
ひ
出
よ
、

去
れ
！　

そ
し
て
む
か
し
の

憐
み
の
感
情
と
、

ゆ
た
か
な
心
よ
、                                                             

返
つ
て
来
い
！

　
「
去
れ
！
」
と
強
く
斥
け
て
も
離
れ
な
い
「
憶
ひ
出
」
と
は
、「
IIII 

終
歌
」

に
見
ら
れ
る
「
思
ひ
出
」
と
は
異
な
り
、
過
去
の
断
片
が
知
性
に
よ
っ
て
再
構

築
さ
れ
た
記
憶
を
意
味
す
る）

27
（

。
一
方
、
無
意
識
の
う
ち
に
自
ず
と
「
心
」
の
奥

か
ら
湧
出
す
る
も
の
が
「
思
ひ
出
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
話
者
は
、
感
性
を
司

る
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、「
憶
ひ
出
」
を

喚
起
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
知
性
を
介
し
た
認
識
の
体
系
に
話
者
が
囚
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
は
示
し
て
い
る
。
そ
の
呪
縛
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
、

豊
か
な
「
心
」
で
世
界
を
感
じ
て
い
た
「
む
か
し
」
の
自
己
へ
と
回
帰
し
よ
う

と
す
る
も
の
の
、
現
在
の
話
者
に
そ
れ
は
叶
わ
な
い

　

し
か
し
、あ
る
事
柄
を
き
っ
か
け
と
し
て
、意
識
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
「
思

ひ
出
」
は
突
如
姿
を
現
す
。
第
二
・
三
連
を
引
用
す
る
。

今
日
は
日
曜
日

縁
側
に
は
陽
が
当
る
。

―
―
も
う
い
っ
ぺ
ん
母
親
に
連
れ
ら
れ
て

祭
の
日
に
は
風
船
玉
が
買
つ
て
も
ら
ひ
た
い
、
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空
は
青
く
、
す
べ
て
の
も
の
は
ま
ぶ
し
く
か
ゞ
や
か
し
か
つ
た
…
…
‥

　
　

忌
は
し
い
憶
ひ
出
よ
、

　
　

去
れ
！

　
　
　
　
　
　
　

去
れ
去
れ
！

　
「
修
羅
街
」
と
は
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
な
す
穏
や
か
な
「
日
曜
日
」
に
、「
風

船
玉）

28
（

」
を
「
母
親
」
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
「
祭
の
日
」
は
鮮
や
か
に
蘇
り
、
幼

少
期
に
「
心
」
で
感
じ
て
い
た
「
ま
ぶ
し
く
か
ゞ
や
か
し
」
い
世
界
を
話
者
は

体
験
す
る
。
こ
う
し
た
「
日
曜
日
」
と
は
、
知
性
の
支
配
か
ら
逃
れ
、
日
頃
眼

に
す
る
世
界
と
は
異
な
る
世
界
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
瞬
間
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
続
く
第
三
連
で
再
び
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
に

囚
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
日
曜
日
」
の
「
縁
側
」
で
無
意
識
の
裡
に
立
ち
現

れ
た
世
界
は
直
ぐ
に
知
性
の
は
た
ら
き
の
下
へ
と
追
い
遣
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
「
日
曜
日
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
当
時
中
原
が
翻
訳
を
始
め
て
い
た
ラ
ン

ボ
オ
『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』
所
収
の
「
青
年
時 

Ⅰ 

日
曜
日）

29
（

」
に
見
ら
れ
る
。

当
該
詩
篇
を
引
用
し
た
い
。

計
算
の
手
を
休
め
れ
ば
、
逃
れ
ら
れ
な
い
空
の
落
下
、
数
々
の
追
憶
の
お

と
づ
れ
、
様
々
な
韻
律
の
参
加
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
住
居
を
、
頭
脳
を
、

精
神
の
世
界
を
占
領
す
る
。
／
―
―
一
匹
の
馬
が
、
真
黒
な
ペ
ス
ト
に
や

ら
れ
、
近
郊
の
馬
場
を
、
田
畑
、
植
林
に
沿
う
て
逃
げ
る
。
芝
居
に
出
て

く
る
惨
め
な
女
が
、
思
ひ
も
掛
け
ず
、
捨
て
ら
れ
て
、
こ
の
世
の
何
処
か

で
溜
息
を
つ
く
。
嵐
も
酔
ひ
も
痛
手
も
を
は
り
、
兇
漢
等
は
憔
悴
す
る
。

い
と
け
な
い
子
供
等
は
、
小
川
の
辺
り
で
、
様
々
な
呪
詛
で
息
が
つ
ま
る
。

／
群
集
の
裡
に
、
集
り
昇
つ
て
行
く
、
痛
烈
な
事
業
の
響
き
を
耳
に
し
乍

ら
、
再
び
仕
事
に
取
り
か
ゝ
ら
う
。

　
「
日
曜
日
」
は
、「
計
算
」
と
い
う
知
性
が
支
配
す
る
日
常
の
「
痛
烈
な
事
業
」

を
後
景
化
す
る
と
共
に
、
知
的
な
行
為
の
裏
に
追
い
遣
ら
れ
て
い
た
「
数
々
の

追
憶
」
や
「
様
々
な
音
律
」
を
律
動
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
が
「
頭
脳
」
を
占
領
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
思
考
は
停
止
し
、
知
性
が
見
せ
か
け
て
い
た
日
常
の
世
界
の

裂
け
目
が
現
前
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
異
な
る
時
間
に
経
験
さ
れ
た
事

柄
が
因
習
的
な
時
間
軸
を
超
え
て
一
度
に
立
ち
現
れ
、
話
者
は
知
性
に
よ
っ
て

処
理
さ
れ
た
脈
絡
を
超
越
し
た
世
界
の
中
に
身
を
置
く
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
、「
日
曜
日
」
が
開
示
し
た
世
界
は
、
再
び
「
仕
事
」（
＝
「
計
算
」）

を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、「
痛
烈
な
事
業
の
響
き
」
に
掻
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
体
験
を
も
た
ら
す
「
日
曜
日
」
は
、
知
性
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て

秩
序
立
て
ら
れ
た
世
界
を
「
幻

ア
リ
ュ
シ
ナ
シ
オ
ン

想
」）

30
（

の
世
界
へ
と
塗
り
替
え
る
場
と
し
て

機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
知
的
な
「
精
神
」
に
と
っ
て
は
幻
想
で
し

か
な
い
世
界
の
姿
を
、「
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き

る
場
が
「
日
曜
日
」
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
修
羅
街
輓
歌
」
の
「
日
曜
日
」
も
、
知
的
な
記
憶

の
下
に
隠
さ
れ
て
き
た
「
思
ひ
出
」
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
を
認

識
す
る
の
で
は
な
く
、
感
じ
取
る
と
い
う
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
取
り
戻
す
き

っ
か
け
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
一
瞬
に
触
れ
た
こ

と
が
、
知
性
だ
け
を
頼
み
に
し
て
生
き
て
来
た
「
青
春
」
を
省
み
さ
せ
、
次
第

に
話
者
は
「
心
」
の
在
処
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。「
Ⅱ 

酔
生
」
第
二
・
三
連

を
次
に
引
用
す
る
。

ほ
ん
に
前
後
も
み
な
い
で
生
き
て
来
た
…
…

私
は
あ
む
ま
り
陽
気
に
す
ぎ
た
？
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―
―
無
邪
気
な
戦
士
、
私
の
心
よ
！

そ
れ
に
し
て
も
私
は
憎
む
、

対
外
意
識
に
だ
け
生
活
す
る
人
々
を
。

―
―
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
な
人
生
よ
…
…

　

第
二
連
に
て
、
有
る
が
ま
ま
の
「
心
」
に
従
う
こ
と
を
強
く
求
め
る
あ
ま
り
、

「
対
外
意
識
」
ば
か
り
を
募
ら
せ
て
「
心
」
を
忘
失
し
た
「
人
々
」
と
対
立
し
、

憎
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
青
春
」
を
話
者
は
振
り
返
る
。
そ
れ
が
示
す

の
は
、「
無
邪
気
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
強
い
意
識
が
、
却
っ
て
「
心
」
を
装
わ
せ
、

「
無
邪
気
」
な
「
心
」
を
見
失
わ
せ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

第
三
連
に
て
、「
心
」
を
見
失
っ
た
話
者
は
、ま
る
で
「
戦
士
」
の
よ
う
に
「
人
々
」

と
対
立
し
、
や
が
て
傷
つ
き
果
て
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
青
春
」
は
「
鶏
鳴
」
に
よ
っ
て
転
機
を
迎
え
る
。
第

一
・
四
連
を
引
用
す
る
。

私
の
青
春
も
過
ぎ
た
、

―
―
こ
の
寒
い
明
け
方
の
鶏
鳴
よ
！

私
の
青
春
も
過
ぎ
た
／
／
（
中
略
）
／
／

い
ま
茲
に
傷
つ
き
は
て
て
、

―
―
こ
の
寒
い
明
け
方
の
鶏
鳴
よ
！

お
ゝ
、
霜
に
し
み
ら
の
鶏
鳴
よ
…
…

　

こ
こ
で
「
鶏
鳴
」
は
、「
無
邪
気
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
識
が
見
失
わ
せ
て

い
た
「
心
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
話
者
に
気
付
か
せ
、本
来
の
「
無
邪
気
」
な
「
心
」

へ
と
立
ち
戻
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
点
で
「
序
歌
」
の
「
日
曜
日
」

と
「
鶏
鳴
」
と
は
類
似
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

詩
篇
に
お
け
る
「
鶏
鳴
」
は
、『
新
約
聖
書
』「
マ
タ
イ
伝）
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」
に
て
、
イ
エ
ス

を
裏
切
っ
た
ペ
テ
ロ
が
自
ら
の
「
心
」
の
弱
さ
を
自
覚
し
、
本
来
の
「
心
」
へ

と
回
帰
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
「
鶏
鳴
」
を
連
想
さ
せ
る
。
最
後
の
晩
餐
の

際
に
、
イ
エ
ス
は
「
我
ま
こ
と
に
爾
に
告
ん
今
夜
鶏
な
か
ざ
る
前
に
爾
三
次
わ

れ
を
知
ず
と
言
ん
」
と
ペ
テ
ロ
に
告
げ
、
ペ
テ
ロ
は
「
我
は
主
と
偕
に
死
る
と

も
爾
を
知
ず
と
言
じ
」
と
答
え
る
も
の
の
、
イ
エ
ス
捕
縛
後
、
そ
の
仲
間
で

あ
る
こ
と
が
明
る
み
に
出
る
の
を
恐
れ
、
三
度
イ
エ
ス
を
「
知
ず
」
と
答
え

る
。
し
か
し
、「
鶏
鳴
」
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
、
死
の
恐

怖
か
ら
イ
エ
ス
を
「
知
ず
」
と
答
え
た
「
心
」
の
弱
さ
を
悟
っ
て
ペ
テ
ロ
は
嘆

く
。
命
惜
し
さ
か
ら「
心
」を
装
っ
た
ペ
テ
ロ
に
、イ
エ
ス
を
慕
う
本
来
の「
心
」

へ
と
立
ち
戻
ら
せ
た
の
が
「
鶏
鳴
」
な
の
で
あ
る
。

　
「
修
羅
街
輓
歌
」
に
て
、
ま
る
で
ペ
テ
ロ
の
よ
う
に
「
心
」
を
装
っ
て
き
た

話
者
は
、「
鶏
鳴
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
本
来
の
「
心
」
を
取
り
戻
し
て
行
く
。

即
ち
、「
霜
」
が
降
り
た
寒
く
暗
い
「
修
羅
街
」
で
「
心
」
を
忘
れ
、「
戦
士
」

―
―
あ
る
い
は
「
修
羅
」
―
―
と
し
て
の
「
青
春
」
を
送
っ
て
き
た
話
者
に
と

っ
て
、「
鶏
鳴
」は「
ゆ
た
か
な
心
」を
取
り
戻
す
た
め
の
啓
示
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
夜
明
け
と
共
に
、
話
者
は
過
ぎ
た
「
青
春
」
を
「
独
語
」
し
始
め
る
。

　

三　
「
修
羅
街
輓
歌
」
② 

―
―
「
魂
」
あ
る
い
は
「
神
」
と
の
対
話

　
「
Ⅲ 

独
語
」
は
、「
修
羅
街
輓
歌
」
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
し
ば
し
ば
問
題

と
さ
れ
て
き
た
パ
ー
ト
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
村
稔）
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は
「
心
よ
、
／
謙
抑
に

し
て
神
恵
を
待
て
よ
」
と
い
う
一
節
を
「
二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
ず
で
「
深
く

暗
い
穴
」
を
そ
の
心
に
い
だ
い
た
青
年
が
、
青
春
が
終
っ
た
と
感
じ
た
時
点
に
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お
け
る
、
生
活
の
知
恵
の
結
晶
」
と
捉
え
、「
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
告
白
し

て
い
る
」
点
で
「
述
志
」
の
一
つ
の
形
が
示
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

し
か
し
、
第
三
連
の
「
謙
抑
に
し
て
神
恵
を
待
て
よ
」
と
い
う
態
度
を
自
ら

の
「
心
」
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
Ⅱ 

酔
生
」
で
転
機
を
迎
え
た
話
者
に
ど

の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
が
詩
篇
を
読
解
す
る
上
で
は
重
要
だ
と
思

わ
れ
る
。
以
下
、「
Ⅲ 
独
語
」
を
全
連
引
用
す
る
。

器
の
中
の
水
が
揺
れ
な
い
や
う
に
、

器
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
は
大
切
な
の
だ
。

さ
う
で
さ
へ
あ
る
な
ら
ば

モ
ウ
シ
ョ
ン
は
大
き
い
程
い
い
。

し
か
し
さ
う
す
る
た
め
に
、

も
は
や
工
夫
を
凝
ら
す
余
地
も
な
い
な
ら
…
…

心
よ
、

謙
抑
に
し
て
神
恵
を
待
て
よ
。

　

第
三
連
の
「
心
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
へ
と
第
一
・
二
連
が
収
斂
し
て
行
く

こ
と
を
考
え
る
と
、「
水
」
と
は
、「
器
」
と
し
て
の
「
心
」
に
よ
っ
て
汲
み
取

ら
れ
る
も
の
を
意
味
す
る
。「
水
」
が
定
ま
っ
た
形
を
持
た
ず
、「
器
」
に
沿

っ
て
形
を
変
え
る
よ
う
に
、「
心
」
の
状
態
に
よ
っ
て
そ
れ
も
ま
た
様
々
に
形

を
変
え
る
。
そ
の
た
め
「
器
」
で
あ
る
「
心
」
が
揺
れ
る
と
、「
水
」
が
零
れ

る
よ
う
に
し
て
そ
れ
も
失
わ
れ
、「
心
」
で
汲
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
「
心
」
の
均
衡
を
保
つ
「
工
夫
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
Ⅱ 

酔
生
」
に
て
、「
無
邪
気
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
意
識
が

や
が
て
憎
悪
を
生
み
、
本
来
の
「
心
」
を
見
失
わ
せ
た
よ
う
に
、「
モ
ウ
シ
ョ

ン
」
は
「
心
」
の
感
受
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
対
外
的
な

振
る
舞
い
を
意
味
す
る
「
モ
ウ
シ
ョ
ン
」
を
過
剰
に
す
る
行
為
は
、「
対
外
意

識
」
ば
か
り
を
募
ら
せ
る
「
人
々
」
と
同
じ
状
況
へ
と
話
者
を
追
い
遣
る
。
故

に
、
第
三
連
に
て
「
工
夫
」
す
る
余
地
を
無
く
し
た
「
心
」
に
再
び
慎
み
深
さ

を
取
り
戻
し
、
意
識
的
に
振
る
舞
う
こ
と
か
ら
「
神
恵
」
を
待
つ
こ
と
へ
と
態

度
の
変
更
が
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
、「
神
恵
」
と
し
て
下
っ
た
恩

寵
を
受
け
取
る
は
た
ら
き
を
「
心
」
に
取
り
戻
し
、
世
界
を
眩
し
く
輝
か
し
い

も
の
と
感
じ
た
「
む
か
し
」
の
自
己
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
謙
抑
に
し
て
神
恵
を
待
て
よ
」
と
い
う
態
度
は
、「
白
痴
群
」（
昭
５
・
１
）

掲
載
の
「
我
が
祈
り
」
に
も
形
を
変
え
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
終
連
を
引

用
す
る
。

し
か
し
、
噫
！　

や
が
て
お
恵
み
が
下
り
ま
す
時
に
は
、

や
さ
し
く
う
つ
く
し
い
夜
の
歌
と

櫂
歌
と
を
う
た
は
ふ
と
思
つ
て
を
り
ま
す
…
…
…

　
「
俗
人
の
奸
策
」
や
「
人
の
世
の
事
象
」
の
仕
組
み
を
知
り
な
が
ら
も
、
知

ら
な
い
振
り
を
し
て
過
ご
し
て
き
た
日
々
が
、「
神
」
に
懺
悔
す
る
か
の
よ
う

に
告
白
さ
れ
る
。
本
来
の「
心
」を
装
い
、自
己
を
偽
る
行
為
は
、「
歌
」う
、「
叫
」

ぶ
、「
描
」
く
、「
説
明
」
す
る
と
い
う
表
現
の
手
段
を
奪
い
、
話
者
を
無
言
の

ま
ま
佇
立
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
閉
塞
状
態
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、「
神
」

へ
と
話
者
の
眼
は
向
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
お
恵
み
」
を
「
心
」
で
感

じ
取
る
こ
と
に
よ
り
、「
歌
」
と
い
う
表
現
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

両
詩
篇
に
見
ら
れ
る
、「
お
恵
み
」
や
「
神
恵
」
を
待
つ
態
度
と
は
、
本
来

の
は
た
ら
き
を
取
り
戻
し
た
「
心
」
を
介
し
て
「
神
」
の
声
を
聴
く
こ
と
を
意
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味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
の
内
な
る
「
神
」
と
し
て
の
「
魂
」
と
の
対
話

で
あ
る
。
故
に
、「
謙
抑
に
し
て
神
恵
を
待
て
よ
」
と
い
う
一
節
は
、
自
己
の

内
に
「
神
」
を
発
見
し
、そ
の
声
で
あ
る
「
思
ひ
出
」
や
「
夢
」（「
IIII 

終
歌
」）

を
「
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
感
じ
取
る
た
め
の
態
度
の
表
明
だ
と
言
え
る
。

　

そ
の
結
果
、「
心
」
を
装
う
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
話
者
は
、「
IIII 

終
歌
」

に
お
い
て
「
む
か
し
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
今
日
の
日
」
を
「
心
」
の
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
感
受
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
第
一
・
二
連
を
引
用
す
る
。

い
と
い
と
淡
き
今
日
の
日
は

雨
蕭
蕭
と
降
り
洒
ぎ
、

水
よ
り
淡
き
空
気
に
て

林
の
香
り
す
な
り
け
り
。

げ
に
秋
深
き
今
日
の
日
は

石
の
響
き
の
如
く
な
り
。

思
ひ
出
だ
に
も
あ
ら
ぬ
が
に

ま
し
て
夢
な
ど
あ
る
べ
き
か
。

　

樹
々
の
香
り
を
含
ん
だ
秋
雨
に
包
ま
れ
た
「
今
日
の
日
」
を
「
い
と
い
と
淡

き
」
と
歌
い
（
第
一
連
）、
秋
雨
の
音
が
反
響
す
る
様
を
静
か
な
「
石
の
響
き
」

と
し
て
感
じ
取
る
（
第
二
連
）
よ
う
に
、
認
識
さ
れ
た
世
界
で
は
な
く
、「
心
」

で
感
じ
た
ま
ま
の
世
界
を
話
者
は
語
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
外
界
に
触
れ
た

「
魂
」
の
声
を
受
け
取
る
「
心
」
の
は
た
ら
き
に
話
者
が
従
順
に
な
っ
て
い
る

様
子
を
表
し
て
い
る
。）
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「
心
」
の
は
た
ら
き
は
、「
序
歌
」
で
示
さ
れ
た
記
憶
が
「
思
ひ
出
」
を
妨
げ
、

認
識
が
「
夢
」
を
阻
害
す
る
と
い
う
知
性
偏
重
に
伴
う
弊
害
を
露
わ
に
す
る
。

こ
こ
で
「
思
ひ
出
」
と
「
夢
」
が
地
続
き
の
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
も
、

そ
れ
ら
が
共
に
知
性
（
＝
「
精
神
」）
の
は
た
ら
き
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

「
心
」
を
介
し
て
の
み
感
じ
取
ら
れ
る
世
界
の
姿
を
示
し
て
い
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。

　
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
話
者
が
「
心
」
の
は
た
ら
き
の
回
復
に
よ
っ
て
「
思
ひ
出
」

や
「
夢
」
を
取
り
戻
し
た
よ
う
に
、「
思
ひ
出
」
や
「
夢
」
は
「
心
」
を
介
し

て
内
な
る
「
神
」
／
「
魂
」
と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
感
得
さ
れ
る
。

そ
こ
に
知
性
が
喚
起
す
る
「
憶
ひ
出
」
と
の
相
違
が
生
じ
る
。「
心
」
の
は
た

ら
き
を
奪
い
、「
思
ひ
出
」
を
追
い
遣
っ
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、
話
者
に
と
っ

て
の
「
憶
ひ
出
」
は
「
忌
は
し
い
」
も
の
で
し
か
な
い
。
故
に
、「
ゆ
た
か
な
心
」

の
み
が
聴
く
こ
と
を
許
さ
れ
る
「
魂
」
の
声
を
「
神
恵
」
と
捉
え
、
そ
れ
が
訪

れ
る
の
を
ひ
た
す
ら
待
つ
こ
と
を
「
心
」
の
在
る
べ
き
態
度
と
し
て
話
者
は
選

択
し
た
の
で
あ
る
。「
魂
」へ
と
能
動
的
に
接
近
す
る
の
で
は
な
く
、「
Ⅲ 

独
語
」

で
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、「
魂
」
の
声
を
掬
い
取
る
受
け
皿
と
し
て
の
役
割
が
「
心
」

の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。
最
終
連
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

ま
こ
と
や
我
は
石
の
ご
と

影
の
ご
と
く
は
生
き
て
き
ぬ
…
…

呼
ば
ん
と
す
る
に
言
葉
な
く

空
の
ご
と
く
は
は
て
も
な
し
。

そ
れ
よ
か
な
し
き
わ
が
心

い
は
れ
も
な
く
て
拳
す
る

誰
を
か
責
む
る
こ
と
か
あ
る
？

せ
つ
な
き
こ
と
の
か
ぎ
り
な
り
。

　
「
石
」
の
よ
う
に
「
心
」
を
硬
く
閉
ざ
し
、「
思
ひ
出
」
や
「
夢
」
を
見
失
い
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な
が
ら
意
味
の
無
い
対
立
を
繰
り
返
し
て
き
た「
青
春
」を
、実
体
の
無
い「
影
」

の
よ
う
な
も
の
と
話
者
は
顧
み
る
。
理
由
も
無
く
他
人
と
争
う
内
に
、
い
つ
の

間
に
か
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
「
心
」
に
呼
び
か
け
て
も
返
答
は
な
い
。
そ
の

よ
う
に
「
心
」
を
閉
ざ
し
た
状
態
が
「
修
羅
」
な
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
「
か
な
し
き
」
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
心
」
に
、「
魂
」
の

声
で
あ
る
「
思
ひ
出
」
や
「
夢
」
を
感
受
す
る
は
た
ら
き
を
取
り
戻
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
話
者
の
「
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
な
人
生
」
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。「
心
」

を
失
っ
て
「
せ
つ
な
き
こ
と
の
か
ぎ
り
」
と
な
っ
て
い
た
自
ら
と
の
別
離
に
際

し
て
捧
げ
ら
れ
た
「
輓
歌
」
が
当
該
詩
篇
な
の
で
あ
る
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、「
修
羅
街
輓
歌
」は「
心
」の
は
た
ら
き
を
取
り
戻
し
、「
魂
」

／
「
神
」
と
の
対
話
を
取
り
戻
す
過
程
を
主
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
示
し
て

い
る
の
は
、「
思
ひ
出
」
や
「
夢
」
と
い
う
「
魂
」
の
声
に
触
れ
る
「
心
」
の

は
た
ら
き
の
仕
組
み
で
あ
り
、「
魂
」
／
「
神
」
を
求
め
て
自
己
の
内
的
世
界

を
旅
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。

　
「
修
羅
街
輓
歌
」
に
見
ら
れ
る
中
原
の
主
張
は
、
先
行
論
が
指
摘
す
る
「
彼

の
生
活
態
度
に
つ
い
て
の
自
戒）

34
（

」
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
心
」
の
は
た
ら
き
を
介
し
て
「
夢
」
に
触
れ
る
と
い
う
態
度
は
、

そ
の
ま
ま
中
原
が
試
み
て
い
た
「
歌
」
と
い
う
詩
作
の
手
法
と
重
な
る
た
め
で

あ
る
。詩
は
言
葉
を
用
い
た
表
現
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、そ
の
内
容
た
る「
夢
」

は
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
と
同
時
に
認
識
の
対
象
と
し
て
形
骸
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
故
に
、「
魂
」
が
語
る
「
夢
」
を
感
受
す
る
「
心
」
の
は
た
ら
き
が
重
要

と
な
る
。「
心
」
が
感
じ
た
「
魂
」
の
声
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
直
す
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
模
倣
し
て
た
だ
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
性
が
得
ら
れ
る
と

信
じ
た
と
こ
ろ
に
「
歌
」
と
し
て
の
中
原
の
詩
作
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か）
35
（

。「
修
羅
街
輓
歌
」
と
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
「
河
上
に
呈
す
る
詩
論）

36
（

」
で

そ
れ
を
確
認
し
て
み
た
い
。

子
供
の
時
に
、
深
く
感
じ
て
ゐ
た
も
の
、
―
―
そ
れ
を
現
は
さ
う
と
し
て
、

あ
ま
り
に
散
文
的
に
な
る
の
を
悲
し
む
で
ゐ
た
も
の
が
、
今
日
、
歌
と
な

つ
て
実
現
す
る
。
／
元
来
、
言
葉
は
説
明
す
る
た
め
の
も
の
な
の
を
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ゝ
う
た
ふ
に
用
う
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
非
常
な
困
難
で
あ
つ

て
、
そ
の
間
の
理
論
づ
け
は
可
能
で
な
い
。

　

説
明
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、認
識
に
従
っ
て
「
夢
」

を
対
象
化
す
る
し
か
な
い
詩
作
に
伴
う
ア
ポ
リ
ア
は
、「
自
由
を
知
つ
て
る
魂
」

が
「
深
く
感
じ
て
ゐ
た
も
の
」
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
と
中
原
は

考
え
て
い
た）

37
（

。
言
葉
に
よ
っ
て
認
識
し
、
対
象
化
さ
れ
た
も
の
を
表
現
す
る
の

で
は
な
く
、「
心
」
で
感
じ
取
っ
た
「
魂
」
の
声
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
置
き
換

え
て
歌
う
こ
と
が
「
僕
の
詩
」
な
の
で
あ
る
。
内
な
る
「
魂
」
／
「
神
」
の
発

見
が
求
め
ら
れ
た
理
由
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

従
っ
て
、「
修
羅
街
輓
歌
」
に
お
け
る
「
謙
抑
」
に
し
て
ひ
た
す
ら
「
神
恵
」

を
待
つ
と
い
う
態
度
と
は
、
詩
人
と
し
て
の
中
原
が
「
神
」
の
模
倣
と
し
て
の

「
歌
」
を
歌
う
た
め
の
方
法
だ
と
言
え
る
。
表
現
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、「
心
」

が
感
じ
た
「
夢
」
や
「
思
ひ
出
」
を
歌
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
中
原
が
、「
心
」

の
は
た
ら
き
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
歌
」
を
取
り
戻
す
過
程
を
示
し
た

詩
篇
と
し
て
「
修
羅
街
輓
歌
」
は
意
味
付
け
ら
れ
る
。
ま
さ
に
「
歌
」
と
は
、

知
的
な
「
モ
ウ
シ
ョ
ン
」
の
「
工
夫
」
か
ら
「
心
」
の
は
た
ら
き
へ
の
転
換
に

よ
り
可
能
と
な
る
営
み
に
他
な
ら
な
い
。
自
ら
の
内
な
る
「
魂
」
へ
の
回
帰

と
詩
作
と
を
強
く
結
び
付
け
、「
心
」
の
在
り
方
と
い
う
一
つ
の
主
題
の
下
に

一
九
三
〇
年
前
後
の
中
原
は
、
思
索
し
、
詩
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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四　

内
的
世
界
の
旅
人
た
ち

　

中
原
が
強
く
求
め
た
「
歌
」
と
は
、「
心
」
を
媒
介
と
し
て
自
ら
の
「
魂
」

と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
中
原
に
と
っ
て
そ
れ
を
実
践
し
て
い

た
詩
人
と
は
、「
河
上
に
呈
す
る
詩
論
」
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、普
遍
的
か
つ
「
無

意
識
に
持
続
す
る
欣
怡
の
情
」
と
い
う
も
う
一
人
の
「
彼
自
身
」
で
あ
る
「
魂
」

／
「
神
」
を
自
己
の
内
的
世
界
に
発
見
し
得
た
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
中
原
固
有
の
問
題
と
し
て
そ
の
創
作
意
識
に
底
流
す
る
も
の
を
論

じ
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
一
九
三
〇
年
前
後
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ル

レ
ー
ヌ
の
「
神
」
の
発
見
に
倣
っ
て
、
中
原
が
「
心
」
を
介
し
て
「
魂
」
と
向

き
合
い
、
そ
の
声
を
歌
お
う
と
し
た
こ
と
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、「
魂
」
が
存
在
す
る
無
意
識
の
領
域
の
探
求
は
、
中
原
だ
け
で
は

な
く
、
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
洗
礼
を
受
け
た
若
い
世
代
の
作
家
や
詩
人
た

ち
が
抱
え
た
共
通
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
「
修
羅
街
輓
歌
」

に
見
ら
れ
る
詩
観
と
を
対
照
し
た
時
、
中
原
の
創
作
意
識
が
極
め
て
同
時
代
的

な
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
先
ず
は
「
河
上
に
呈
す
る
詩
論
」
に
先
行
し
て
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
に

つ
い
て
言
及
し
た
河
上
の
「
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の
愛
国
詩
」（「
白
痴
群
」（
昭
４
・

４
））
を
手
掛
か
り
に
、「
修
羅
街
輓
歌
」
の
発
表
媒
体
で
あ
る
「
白
痴
群
」
に

共
有
さ
れ
て
い
た
問
題
を
確
認
し
た
い
。

　
「
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の
愛
国
詩
」
で
は
、
知
性
の
範
囲
内
で
認
識
し
得
る
も
の
を

示
し
た
「
心
理
の
設プ

ラ

ン
計
図
」
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
に
生
き
る
人
間
と
し

て
「
現
代
人
」
は
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
現
代
人
」
は
、
認
識
に
よ

っ
て
意
識
化
さ
れ
た
世
界
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
普
遍
的
な

「
魂
の
真
摯
性
」
を
重
視
し
、自
ら
の
内
側
に
無
意
識
の
状
態
で
存
在
す
る
「
魂
」

を
通
し
て
世
界
を
感
じ
取
る
「
真
の
自
覚
」
を
遂
げ
た
詩
人
と
し
て
ヴ
ェ
ル
レ

ー
ヌ
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
無
意
識
の
天
才
」
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ル
レ
ー

ヌ
に
倣
っ
て
、「
神
」
／
「
魂
」
を
内
的
世
界
に
発
見
す
る
必
要
性
を
河
上
は

説
い
た
。
認
識
の
主
体
の
内
に
宿
る
意
識
化
で
き
な
い
も
う
一
人
の
自
己
が
発

す
る
声
に
従
順
に
な
る
と
い
う
態
度
を
以
て
、
知
性
の
更
な
る
追
求
に
拠
ら
な

い
方
法
で
「
精
神
の
危
機
」
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
岡
昇
平
が
訳
出
し
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
「
ラ
ン
ボ
オ）

38
（

」
に
説

か
れ
て
い
る
「「
開
眼
し
た
」
睡
眠
」
も
、
内
な
る
無
意
識
の
領
域
を
可
視
化

す
る
方
法
を
示
し
て
い
る
。
肉
体
と
「
魂
」、
意
識
と
無
意
識
と
の
境
界
に
確

立
さ
れ
る
「「
開
眼
し
た
」
睡
眠
」
と
い
う
ラ
ン
ボ
オ
の
態
度
は
、
知
性
が
停

止
す
る
睡
眠
状
態
に
お
い
て
「
魂
」
の
声
を
聴
き
、
開
眼
し
た
眼
を
以
て
そ
れ

を
捉
え
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
自
ら
の
「
魂
」
と
交
渉
す
る
ラ
ン
ボ
オ
の
詩

作
を
説
い
た
ク
ロ
ー
デ
ル
の
論
が
大
岡
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
も
、「
白

痴
群
」
同
人
が
知
的
な
主
体
の
内
に
宿
る
「
魂
」
へ
と
意
識
を
巡
ら
せ
て
い
た

こ
と
の
証
左
と
な
る
。

　
「
白
痴
群
」
同
人
に
よ
る
こ
れ
ら
の
試
み
は
、「
あ
ら
ゆ
る
外
的
観
念
、
あ
ら

ゆ
る
学
校
教
育
な
ぞ
が
人
を
誤
ら
せ
る）

39
（

」
と
中
原
が
述
べ
た
よ
う
に
、
見
る

0

0

こ

と
の
合
理
性
に
対
す
る
批
判
を
孕
ん
で
い
る
。
知
性
の
認
識
作
用
を
通
し
て
見

た
世
界
で
は
な
く
、「
魂
」
が
感
じ
た
世
界
の
姿
を
象
徴
詩
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

内
的
世
界
の
深
層
に
存
在
す
る
「
魂
」
／
「
神
」
と
対
話
す
る
方
法
を
模
索
し
、

詩
作）

40
（

や
評
論
、
翻
訳
を
「
白
痴
群
」
同
人
は
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
白
痴
群
」
同
人
の
志
向
は
、
ラ
ン
ボ
オ
、
殊
に
プ
ル
ー
ス
ト
を
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紐
帯
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
人
物
で
あ
っ
た
小
林
秀
雄
や
佐
藤
正
彰
ら
が

参
加
し
た
同
人
誌
「
文
学
」
が
掲
げ
た
「
文
学
の
革
命
」
に
連
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。「
文
学
」（
昭
５
・
６
）
の
「
編
輯
後
記
」
に
て
、
そ
の
営
み
は
次
の

よ
う
に
決
算
さ
れ
た
。

僕
ら
は
ラ
ン
ボ
オ
に
よ
つ
て
、
僕
ら
の
感
性
の
領
域
を
、
や
や
未
耕
の
ま

ま
で
は
あ
る
が
、
す
こ
ぶ
る
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
そ
し
て
ま
た
プ
ル

ウ
ス
ト
に
よ
つ
て
、
そ
の
拡
大
さ
れ
た
が
未
耕
の
ま
ま
で
あ
る
感
性
の
領

域
を
ば
、
充
分
に
肥
沃
に
す
る
方
法
を
も
、
僕
ら
は
同
時
に
知
つ
た
の
で

あ
る
。

　
「
文
学
」
同
人
が
掲
げ
た
「
文
学
の
革
命

0

0

0

0

0

」
は
、
唯
物
史
観
に
基
づ
く
「
革0

命
の
た
め
の
文
学

0

0

0

0

0

0

0

」
に
対
置
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ラ
ン
ボ
オ
と
プ
ル
ー
ス
ト

と
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
「
マ
ル
ク
ス
派
文
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」

を
掲
げ
た
一
派
と
し
て
平
林
初
之
輔）

41
（

は
「
文
学
派
」
を
紹
介
し
、「
文
学
」
に

お
け
る
ラ
ン
ボ
オ
や
プ
ル
ー
ス
ト
は
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
象
徴
と
し
て
の

機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、「
文
学
」
誌
上
に
お
け
る
ラ
ン
ボ
オ
や
プ
ル
ー
ス
ト
翻
訳
の
目
的

は
、
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
掲
げ
る
た
め
に
だ
け
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

同
「
編
集
後
記
」
が
「
ラ
ン
ボ
オ
と
プ
ル
ウ
ス
ト
と
を
、
僕
ら
の
ア
ダ
ム
と
イ

0

0

0

0

0

ヴ0

と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ら
う
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
両
者
を
通
し
た
新
た
な
文

学
の
創
造
に
よ
る
既
成
文
学
に
対
す
る
革
命
が
試
み
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
新
た
な
文
学
と
は
、
知
性
で
は
認
識
で
き
な
い
「
感
性
の
領
域
」
に
光
を

当
て
、
意
識
的
な
言
語
表
現
に
よ
っ
て
そ
れ
を
捉
え
る
文
学
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
は
、「
文
学
」
誌
上
で
も
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
同
時
代
に
最
盛
期
を

迎
え
て
い
た
プ
ル
ー
ス
ト
受
容）

42
（

を
手
掛
か
り
に
そ
の
一
端
を
紡
ぎ
出
し
て
み
た

い
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
方
法
の
特
徴
は
、識
域
下
に
閑
却
さ
れ
た
「
無
意
識
の
記
憶
」

が
意
識
の
上
に
立
ち
現
れ
る
瞬
間
を
発
見
し
、
知
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
世

界
と
自
己
の
内
な
る
無
意
識
の
世
界
と
の
差
を
埋
め
る
こ
と
に
あ
る
と
小
川
泰

一）
43
（

は
捉
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
法
に
よ
っ
て
「
我
々
が
習
慣
に
縛
ら
れ
て
盲

目
に
な
つ
て
ゐ
る
無
意
識
の
世
界
」
を
示
し
得
た
こ
と
を
プ
ル
ー
ス
ト
最
大
の

功
績
と
評
し
た
。
即
ち
、ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
時
〉
を
巡
る
思
考
が
示
し
た
「「
感

覚
を
契
機
と
す
る
偶
発
的
な
記
憶
の
想
起
」
と
い
う
概
念）

44
（

」
を
共
有
し
た
プ
ル

ー
ス
ト
は
、
知
性
が
司
る
因
習
的
な
時
間
を
超
え
た
偶
発
性
の
感
覚
の
類
似
に

起
因
す
る
過
去
の
再
生
を
作
品
の
中
で
実
践
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

　
『
ス
ワ
ン
家
の
方）

45
（

』
に
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
語
っ
た
過
去
と
は
、「
意
志
的
な

記
憶
、
理
智
の
記
憶
」
が
喚
起
す
る
「
知
識
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
あ
る
物
体
が
与
え
る
感
覚
に
よ
っ
て
無
意
識
の
領
域
か
ら
偶
然
に
蘇

る
も
の
が
過
去
で
あ
る
。
殊
に
、
紅
茶
に
浸
さ
れ
た
「
プ
ッ
チ
イ
ッ
ト
・
マ
ド

レ
エ
ヌ
」
を
口
に
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
識
域
下
に
閑
却
さ
れ
た
「
思
ひ

出
」
が
無
意
志
的
過
去
の
体
験
と
し
て
語
ら
れ
る
場
面
は
有
名
で
あ
る
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、
自
己
の
内
な
る
無
意
識
の
領
域
に
光
が
当
て
ら
れ
、
そ

こ
に
存
在
す
る
過
去
や
「
思
ひ
出
」
が
生
命
力
を
保
っ
た
ま
ま
意
識
の
上
に
表

出
さ
れ
る
方
法
を
プ
ル
ー
ス
ト
が
実
践
的
に
示
し
て
み
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
と
は
、
過
去
を
不
正
確
に
写
し
た
知
性
が
見
せ
る
意
志
的
な
記
憶
を
捨
て
去

り
、
自
己
の
内
側
に
存
在
す
る
「
無
意
識
の
記
憶
」
を
見
つ
め
る
態
度
に
他
な

ら
な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
も
ま
た
、
内
的
世
界
を
旅
し
、
そ
こ
に
知
性
で
は
見
ら

れ
な
い
世
界
の
姿
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
躍
動
性
の
無
い
過
去
の
記
憶
で
は

な
く
、
偶
然
呼
び
起
さ
れ
る
生
き
た
過
去
を
重
視
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
態
度
は
、
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「
修
羅
街
輓
歌
」
に
て
「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」
と
を
使
い
分
け
、
後
者
へ

と
立
ち
戻
ろ
う
と
し
た
中
原
の
態
度
と
も
交
差
す
る
。

　

淀
野
隆
三）

46
（

は
、
こ
う
し
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
試
み
を
「
生
命
を
賭
け
た
る
創
造

者
の
魂
の
変
化
過
程
の
記
録
」
と
し
て
捉
え
、「
自
我
」
の
問
題
に
終
止
符
を

打
つ
極
致
と
見
た
。
そ
の
よ
う
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
示
し
た
問
題
は
、「
常
に

見
る
「
我
」
と
、
見
ら
る
る
「
我
」
と
の
対
立）

47
（

」
に
享
楽
し
苦
悩
し
た
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
か
ら
派
生
し
た
自
我
の
文
学
に
自
ず
と
波
及
し
た
。『
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
』
を
「
自
我
に
没
入
し
た
文
学
」
と
捉
え
る
佐
藤
正
彰）

48
（

も
、「
プ
ル
ウ

ス
ト
の
我
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
新
し
さ
を
「
自
我
の
中
に
生
ま
れ
た
我
で

あ
り
、
他
を
知
ら
な
い
我
」
で
あ
る
点
に
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
彼
は
自

分
の
中
に
す
べ
て
を
見
た
」
と
説
い
た
言
葉
は
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
を
「
常
に
概

念
を
俟
た
ざ
る
自
覚
の
裡
に
呼
吸
せ
る
「
彼
自
身
」」
を
歌
っ
た
「
人
間
詩
人
」

と
評
し
た
「
河
上
に
呈
す
る
詩
論
」
に
お
け
る
中
原
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。

両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
自
己
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
「
自

我
の
中
に
生
ま
れ
た
我
」
や
「
魂
」
に
誠
実
に
な
る
と
い
う
態
度
で
あ
る）

49
（

。
同

時
代
に
お
い
て
、
限
界
を
露
呈
し
た
「
精
神
」
に
支
え
ら
れ
た
近
代
の
シ
ス
テ

ム
を
超
克
す
る
方
法
と
し
て
、
知
性
に
犯
さ
れ
な
い
も
う
一
人
の
自
己
が
探
求

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
同
時
代
に
全
盛
を
迎
え
て
い
た
プ
ル
ー
ス
ト

受
容
は
、
無
意
志
的
過
去
を
描
く
と
い
う
新
し
い
方
法
へ
の
単
な
る
興
味
と
言

う
よ
り
も
、
知
性
に
対
す
る
欺
瞞
と
い
う
内
的
危
機
に
際
し
て
、
抑
圧
さ
れ
て

き
た
無
意
識
の
領
域
に
あ
る
「
魂
」（
＝
「
神
」）
を
自
覚
す
る
こ
と
に
こ
そ
本

質
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

右
の
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
後
の
西
洋
が
直
面
し
た
「
精
神
」
の
崩
壊
を
追

体
験
す
る
よ
う
に
し
て
、「
白
痴
群
」
や
「
文
学
」
の
同
人
た
ち
は
、
近
代
化

さ
れ
た
自
身
の
切
迫
し
た
問
題
と
し
て
「
精
神
の
危
機
」
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
プ
ル
ー
ス
ト
や
ラ
ン
ボ
オ
を
用
い
た
「
文
学
」
誌
上
に
お
け
る
「
文
学

の
革
命
」
の
意
義
が
あ
り
、
無
意
識
の
領
域
を
探
求
し
た
「
白
痴
群
」
同
人
の

狙
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
故
に
、「
修
羅
街
輓
歌
」に
表
明
さ
れ
た「
夢
」や「
思

ひ
出
」
な
ど
の
「
魂
」
の
声
を
「
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
感
受
し
、
作
品

の
中
に
投
影
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
同
時
代
の
文
学
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を

持
ち
得
た
の
で
あ
る
。

　

 

お
わ
り
に

　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
薫
陶
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
精
神
」（
＝
知
性
）
が
揺
ら
ぐ
と

い
う
内
的
危
機
を
自
覚
し
た
若
い
世
代
の
作
家
や
詩
人
た
ち
は
、
そ
の
克
服
を

課
題
と
し
て
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
中
に
解
決
策
を
模
索
し
た
。
ヴ
ェ
ル
レ

ー
ヌ
や
ラ
ン
ボ
オ
、
プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、「
魂
」
や
「
神
」

を
求
め
て
自
己
の
内
な
る
無
意
識
の
領
域
を
渉
猟
し
た
「
白
痴
群
」
や
「
文
学
」

同
人
に
共
有
さ
れ
た
問
題
の
上
に
「
修
羅
街
輓
歌
」
を
重
ね
る
と
、「
心
」
の

は
た
ら
き
を
取
り
戻
し
、「
夢
」
や
「
思
ひ
出
」
へ
と
回
帰
す
る
話
者
は
、
知

性
を
支
え
と
し
て
自
己
を
確
立
し
て
き
た
近
代
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
喪
失
を
克
服
し
、
新
た
な
自
己
を
確
立
す
る
過
程
を
示
し
た
極
め
て
同
時

代
的
な
表
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
修
羅
街
輓
歌
」
が
照
射
す
る
の
は
、
そ
の
水
面
下
に
共
有
さ
れ
て
い
る
思

考
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
上
で
詩
作
す
る
こ
と
の
意
味

を
考
え
続
け
た
一
九
三
〇
年
前
後
の
中
原
の
創
作
意
識
で
あ
る
。
知
性
に
支
え

ら
れ
た
主
体
の
在
り
方
を
、「
詩
に
関
す
る
話）

50
（

」
に
て
中
原
が
次
の
よ
う
に
転
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倒
し
て
み
せ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

近
頃
人
々
は
、「
唯
物
、
々
々
」
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
彼
等
が
さ
う
云
つ

て
ゐ
る
時
く
ら
ゐ
唯
心
的
な
も
の
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
／
惟
ふ
に
、
物

と
心
と
は
同
時
に
在
る

0

0

。
今
仮
に
「
太
初
に
言
葉
あ
り
き
」
と
い
ふ
こ
と

を
考
へ
て
み
る
に
、
そ
は
「
太
初
に
意
あ
り
き
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
と

同
時
に
「
太
初
に
意
を
聴
か
さ
れ
し
も
の

0

0

あ
り
き
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
「
物
と
心
と
は
同
時
に
在
る

0

0

」
と
い
う
主
客
合
一
の
境
地
が
、「
ヨ
ハ
ネ
伝
」

一
章
一
節
を
例
と
し
な
が
ら
語
ら
れ
る
。
そ
れ
と
は
、
言
葉
が
生
じ
る
以
前
に
、

言
葉
を
用
い
る
者
の
内
側
に
思
い
が
存
在
し
、
そ
の
思
い
を
受
け
取
る
「
も0

の0

」
が
同
時
に
存
在
す
る
状
態
で
あ
る
。「
意
」
と
は
内
な
る
「
魂
」
が
外
界

の「
物
」に
触
れ
て
発
し
た
声
を
指
し
、「
も
の

0

0

」と
は
そ
の
声
を
聞
き
取
る「
心
」

を
指
す
。「
物
」
を
意
識
す
る
こ
と
が
「
心
」
で
「
意
」
を
感
じ
取
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
た
め
に
「
唯
心
的
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
魂
」
か
ら

「
心
」
へ
と
知
性
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
夢
」
が
伝
達
さ
れ
る
は
た
ら
き
の
保

た
れ
た
状
態
を
中
原
は
詩
作
に
強
く
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
自
己
の
内
側
に
お

い
て
「
心
」
と
「
魂
」
と
の
関
係
性
を
見
定
め
、
近
代
の
理
性
的
主
体
と
し
て

で
は
な
く
、「
魂
」
の
声
を
感
受
す
る
器
と
し
て
の
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
が
、

中
原
に
と
っ
て
の
「
精
神
の
危
機
」
克
服
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
精
神
」

を
鍵
語
と
す
る
同
時
代
文
学
に
共
有
さ
れ
た
問
題
に
応
じ
る
べ
く
中
原
は
詩
作

と
向
き
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
詩
学
／
文
学
に
触
発
さ
れ
る
形
で
「
精
神
の

危
機
」
を
課
題
と
し
て
、
知
性
で
は
幻
想
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
世
界

の
実
層
を
捉
え
る
も
う
一
人
の
自
己
を
発
見
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
自
己
を
再
形

成
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、「
白
痴
群
」
や
「
文
学
」
に
共
有
さ

れ
た
問
題
の
同
時
代
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
原
の
場
合
、「
芸

術
と
は
、
自
然
の
模
倣
で
は
な
い
、
神
の
模
倣
で
あ
る
！
」（「
河
上
に
呈
す
る

詩
論
」）
と
い
う
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
に
お
け
る
「
神
」
の
発
見
を
下
敷
き
に
し
た

詩
観
と
し
て
そ
れ
は
示
さ
れ
、
実
践
さ
れ
た
。「
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て

聴
き
取
っ
た
「
魂
」
の
声
を
模
倣
し
て
歌
う
と
い
う
態
度
、
そ
れ
こ
そ
が
中
原

が
獲
得
し
た「
歌
」と
い
う
詩
作
の
手
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
精
神
」（
＝
知
性
）

か
ら
「
心
」
を
解
放
し
、「
魂
」
の
声
に
触
れ
る
こ
と
は
、
言
語
化
の
暴
力
性

に
よ
っ
て
「
暫
く
天
を
忘
れ
て
ゐ
た
」
状
態
の
「
半
意
識
家
に
さ
れ
た
る

0

0

0

0

無
意

識
家
」（「
河
上
に
呈
す
る
詩
論
」）
と
な
っ
て
い
た
中
原
が
、詩
人
と
し
て
「
歌
」

を
歌
う
た
め
に
は
不
可
欠
な
態
度
で
あ
っ
た
。「
神
」
へ
の
眼
差
し
を
介
し
て

無
意
識
の
領
域
を
顕
在
化
し
て
み
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
中
原
に
お
け
る

「
神
」
の
発
見
と
い
う
宗
教
性
は
初
め
て
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
辰
野
サ
ロ
ン
周
辺
で
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
薫
陶
を
受

け
た
世
代
が
抱
え
た
内
的
危
機
の
克
服
に
挑
ん
だ
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
知
性

に
偏
っ
た
主
体
の
内
的
世
界
に
「
魂
」
／
「
神
」
を
発
見
す
る
旅
の
記
録
を
「
修

羅
街
輓
歌
」
は
伝
え
て
い
る
。

注（
１
） 

分
銅
惇
作
「
詩
人
像
と
そ
の
位
相
」『
中
原
中
也
』（
昭
49
・
９
、
講
談
社
現

代
新
書
）は「『
山
羊
の
歌
』所
収
の
詩
篇「
修
羅
街
輓
歌
」の
題
名
は〈
修
羅
〉も〈
輓

歌
〉
も
賢
治
語
彙
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
吉
田
凞
生
「
恋
愛
」『
評

伝
中
原
中
也
』（
昭
53
・
５
、東
京
書
籍
）は
賢
治
に
と
っ
て
自
己
規
定
で
あ
っ
た「
修

羅
」
と
い
う
語
彙
を
中
原
が
「〈
社
会
〉」
と
読
み
替
え
、
そ
の
中
に
置
か
れ
た
孤
独

な
「
詩
人
の
〈
悲
し
み
〉」
を
歌
っ
た
詩
篇
と
位
置
付
け
る
。
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（
２
） 

「
思
い
出
」「
近
代
文
学
」（
昭
25
・
８
）

（
３
） 

『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
一
巻
／
詩
Ⅰ　

解
題
篇
』（
平
12
・
３
、
角
川
書

店
）
は
「
河
上
の
思
い
違
い
」
と
否
定
的
見
解
を
示
し
、渡
邊
浩
史
「「
白
痴
群
」「
生

活
者
」
の
比
較
を
通
し
て
見
え
て
く
る
中
原
詩
の
特
質
」『
中
原
中
也
―
―
メ
デ
ィ

ア
の
要
請
に
応
え
る
詩
』（
平
24
・
７
、
れ
ん
が
書
房
新
社
）
は
「
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ

宗
教
詩
集
『Sagesse

』
か
ら
の
影
響
＝
受
容
に
よ
つ
て
詩
篇
を
生
成
し
、
発
表
し

て
い
た
」
と
肯
定
的
に
捉
え
る
。

（
４
） 

中
村
稔
「
言
葉
な
き
歌
」『
言
葉
な
き
歌
』（
昭
48
・
１
、
角
川
書
店
）
は

「
一
九
二
九
年
の
一
連
の
作
品
」
に
「
生
活
圏
（
対
人
圏
）」
に
属
す
る
「
言
葉
（
名

辞
）」
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
詩
作
の
矛
盾
解
消
の
た
め
に
、「
神
の
恩
寵
を
待
ち
の

ぞ
む
姿
勢
」
を
求
め
た
「
中
原
中
也
の
回
心
」
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、佐
藤
泰
正
「
中

原
中
也
を
ど
う
読
む
か
―
―
そ
の
〈
宗
教
性
〉
の
意
味
を
問
い
つ
つ
―
―
」『
中
原

中
也
を
読
む
』（
平
18
・
７
、
笠
間
書
院
）
は
「
Ⅲ
独
語
」
を
「
そ
の
詩
法
の
根
源

に
介
在
す
る
も
の
の
何
た
る
か
を
明
ら
か
に
語
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
５
） 

「
中
原
中
也
」『
日
本
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』（
昭
39
・
９
、
中
央
公
論
社
）

（
６
） Paul V

aléry, V
ariété, （Paris: Gallim

ard, 1924

）

（
７
） 

ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
／
佐
藤
正
彰
・
中
島
健
蔵
共
訳
「
精
神
の
危
機
」『
ヴ

ァ
リ
エ
テ
』（
昭
７
・
11
、
白
水
社
）

（
８
） 

恒
川
邦
夫
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
お
け
る
〈
精
神
〉
の
意
味
」『
精
神

の
危
機 

他
十
五
篇
』（
平
22
・
５
、
岩
波
文
庫
）
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
お
け
る
「
精

神
」
の
意
味
を
「〈
文
明
〉
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
に
〈
知
性
〉

intellect, intelligence

と
言
い
換
え
ら
れ
る
」
も
の
と
定
義
す
る
。
ま
た
、
中
原

は
「
詩
に
関
す
る
話
」「
白
痴
群
」（
昭
５
・
４
）
に
お
い
て
、「
魂
の
裡
に
感
じ
」

ら
れ
る
も
の
を
感
性
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
「
感
興
或
ひ
は
、
感
謝
」
と

し
て
「
吸
気
」
す
る
よ
う
に
感
受
す
る
「
誠
意
」
あ
る
態
度
を
詩
作
に
お
い
て
重
視

し
て
い
る
。
一
方
、「
精
神
的
」
で
あ
る
散
文
に
は
「
呼
気
」
で
な
さ
れ
る
「
分
析
」

が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、「
魂
的
」
で
あ
る
詩
作
に
と
っ
て
は
不
要
で
あ
る
と
説
く
。

〈「
吸
気
」
―
「
魂
」
―
詩
〉
と
〈「
呼
気
」
―
「
精
神
」
―
散
文
〉
と
の
対
比
構
造
は
、

中
原
が
「
分
析
」
な
ど
の
思
考
や
判
断
を
司
る
知
性
を
「
精
神
」
と
捉
え
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
「
精
神
」
を
知
性
の
意
味
で
用
い
る
。

（
９
） 

「
日
本
に
お
け
る
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
―
―
小
林
秀
雄

と
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
―
―
」「
文
学
」（
平
２
・
10
）

（
10
） 

こ
こ
に
は
朔
太
郎
ら
前
世
代
の
詩
人
の
「
無
詩
学
」
を
批
判
（「
ポ
エ
ジ
イ

と
は
何
で
あ
る
か
―
―
高
速
度
詩
論 

そ
の
一
―
―
」「
詩
と
詩
論
」（
昭
３
・
12
））

し
た
春
山
行
夫
な
ど
「
詩
と
詩
論
」
に
参
加
し
た
詩
人
た
ち
も
含
ま
れ
る
。

（
11
） 

清
水
徹
「
日
本
に
お
け
る
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
―
―
小

林
秀
雄
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
―
―
」（
前
掲
）

（
12
） 

「
意
味
の
外
へ
―
―
ひ
と
つ
の
透
視
図
と
し
て
」『
ダ
ダ
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
の
時
代
』（
平
15
・
９
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

（
13
） 

「〈
遊
ぶ
〉シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」『〈
遊
ぶ
〉シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
』（
平
25
・
４
、

平
凡
社
）

（
14
） 

「
略
伝
」『
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
研
究
序
説　

詩
人
の
態
度
』（
昭
４
・
12
、
第
一

書
房
）

（
15
） 

原
題
は
“SIT

U
A

T
IO

N
 D

E BA
U

D
ELA

IRE

”、
初
出
はLa R

evue 

de France, 

（septem
bre 1924

）、
引
用
は
『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
７　

マ
ラ
ル
メ
論

叢
（
新
装
版
）』（
昭
48
・
10
、
筑
摩
書
房
）
所
収
の
佐
藤
正
彰
訳
に
拠
る
。

（
16
） 
「
白
痴
群
」
復
刻
版
「
解
説
」（
昭
49
・
１
、
日
本
近
代
文
学
館
）。
ま
た
、

大
岡
は
「
解
説
」『
新
訂
小
林
秀
雄
全
集
別
巻
Ⅰ
』（
昭
54
・
７
、
新
潮
社
）
に
て
、
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小
林
か
ら
「
昭
和
三
年
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ラ
ン
ボ
ー
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
な
ど
、
フ
ラ

ン
ス
象
徴
派
系
の
文
学
教
わ
る
」
と
回
顧
す
る
。

（
17
） 
原
題
は« Introduction à  la M

éthode de Léonard de V
inci »

、
所

収
はPaul V

aléry; V
ariété, （Paris: Gallim

ard, 1924

）。
山
本
亮
介「
ポ
ー
ル
・

ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
の
邂
逅
」『
横
光
利
一
と
小
説
の
論
理
』（
平
20
・
２
、笠
間
書
院
）
は
、

河
上
訳
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
方
法
論
序
説
」
に
触
れ
て
「
横
光
の
ヴ
ァ

レ
リ
ー
受
容
が
は
じ
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
」
と
指
摘
す
る
。

（
18
） 

「
ポ
エ
ジ
イ
と
は
何
で
あ
る
か
―
―
高
速
度
詩
論　

そ
の
一
―
―
」（「
詩
と

詩
論
」
昭
３
・
12
）

（
19
） 

当
時
の
辰
野
周
辺
の
状
況
に
関
し
て
は
出
口
裕
弘
「
弟
子
た
ち
」『
辰
野
隆 

日
仏
の
円
形
広
場
』（
平
11
・
９
、
新
潮
社
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
長
沼
光
彦
「
象

徴
詩
と
の
出
会
い
」『
中
原
中
也
の
時
代
』（
平
23
・
２
、
笠
間
書
院
）
は
、
辰
野
サ

ロ
ン
を
介
し
て
中
原
が
「
た
び
た
び
仏
文
科
の
講
義
を
訪
れ
」、「
辰
野
隆
と
の
個
人

的
な
つ
き
合
い
も
続
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
20
） 

「
辰
野
隆
教
授
の
最
終
講
義
」『
最
終
講
義
』（
平
９
・
12
、
実
業
之
日
本
社
）

（
21
） 

「
若
い
友
だ
ち
―
―
東
大
時
代
の
教
え
子
た
ち
」『
辰
野
隆
随
想
全
集
』
第
５

巻
（
昭
58
・
９
、
福
武
書
店
）

（
22
） 

「
東
京
八
景
」「
文
学
界
」（
昭
16
・
１
）。
な
お
、
太
宰
の
帝
大
仏
文
へ
の
眼

差
し
に
関
し
て
は
、
野
口
尚
志
「
太
宰
治
の
〈
コ
ン
ト
〉、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
の

攪
乱
―
―
「
盗
賊
」
と
東
京
帝
大
仏
文
研
究
室
―
―
」（「
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
別

冊
」
平
25
・
６
）
に
詳
し
い
。

（
23
） 

「
八
月
七
日　

小
林
佐
規
子
宛
書
簡
」『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
五
巻
／
日

記
・
書
簡　

本
文
篇
』（
平
15
・
４
、
角
川
書
店
）

（
24
） 

長
谷
川
泰
子
述
／
村
上
護
編
「
私
の
聖
母
！
」『
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
―
―
中

原
中
也
と
の
愛
』（
昭
49
・
10
、
講
談
社
）
に
て
、「
小
林
が
持
っ
て
た
本
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
本
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
あ
の
こ
ろ
ポ
ー
ル
・
バ
レ
リ
ー
を
よ
く
話
題
に

し
た
り
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
が
す
き
で
し
た
か
ら
、
大
部
分
は
そ
ん
な
系
統
の
本

で
し
た
」
と
「
白
痴
群
」
刊
行
当
時
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） 

大
岡
昇
平
「
白
痴
群
」
復
刻
版
「
解
説
」（
前
掲
）

（
26
） 

「
編
輯
後
記
」「
文
學
」（
昭
５
・
３
）

（
27
） 

『
大
漢
和
辞
典
』
に
拠
れ
ば
、「
憶
」
と
い
う
字
に
は
「
思
い
出
す
、
思
い
起

こ
す
、
か
ん
が
え
」
と
い
う
知
性
の
は
た
ら
き
を
示
す
意
味
が
あ
り
、「
お
も
ん
ぱ

か
る
、
こ
こ
ろ
」
と
い
う
感
性
の
は
た
ら
き
を
示
す
「
思
」
と
い
う
文
字
と
は
字
義

が
異
な
る
。
詩
篇
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、字
義
か
ら
も
「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」

が
「
修
羅
街
輓
歌
」
に
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
28
） 

喪
失
の
メ
タ
フ
ァ
と
し
て
読
み
得
る
「
風
船
玉
」
を
再
度
求
め
る
こ
と
は
、

失
わ
れ
た
「
心
」
や
「
感
情
」
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
話
者
の
強
い
願
望
を
示
し
て

い
る
。

（
29
） A

rthur Rim
baud,« Jeunesse 1 D

im
anche »

。
中
原
が
参
照
し
た
の

は
ク
ロ
ー
デ
ル
の
序
を
掲
げ
る
べ
リ
シ
ョ
ン
編
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
版
「
ラ
ン
ボ
オ
著

作
集
」O

euvres de A
rthur R

im
baud,vers et proses, 

（Paris: M
ercure de 

France, 1924

）。『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
三
巻
／
翻
訳　

解
題
篇
』（
平
12
・
６
、

角
川
書
店
）
に
拠
る
。
中
原
の
翻
訳
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
便
宜
上
、
小
林
秀

雄
訳
『
ラ
ン
ボ
オ
詩
集
』（
昭
47
・
11
、
東
京
創
元
社
）
所
収
の
「
青
年
時　

Ⅰ 

日

曜
日
」
を
引
用
す
る
。

（
30
） 

西
條
八
十
「『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』
の
内
容
（
一
）」『
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・

ラ
ン
ボ
オ
研
究
』（
昭
42
・
11
、
中
央
公
論
社
）
は
「
現
象
世
界
の
背
後
に
あ
る
真

の
実
在
」
を
掴
も
う
と
す
る
試
み
を
「
幻
ア
リ
ユ
シ
ナ
シ
オ
ン
想
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
中
地
義
和
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「『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』
の
成
立
」『
ラ
ン
ボ
ー
詩
集
』（
平
18
・
９
、
青
土
社
）
の

当
該
詩
篇
註
に
て
第
三
連
を
、「
詩
人
が
、
外
的
現
実
を
離
れ
、
自
分
の
精
神
を
占

領
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
振
り
払
っ
て
、
ふ
た
た
び
意
識
的
能
動
的
な
創
作
に
集
中
し

よ
う
と
す
る
と
き
に
、
多
数
の
不
定
型
な
想
念
や
心
象
が
う
ご
め
く
な
か
で
明
確
な

詩
的
形
態
と
そ
れ
に
見
合
う
言
葉
を
補
足
し
よ
う
と
す
る
探
求
の
過
程
」
を
示
し
た

「
詩
作
の
詩
（
メ
タ
ポ
エ
ム
）
の
色
彩
が
濃
い
一
文
」
と
評
し
て
い
る
。

（
31
） 

引
用
は
中
原
も
所
有
し
た
「
新
約
全
書 

馬
太
伝 

第
二
十
六
章
」『
引
照
旧

新
約
全
書
』（
明
32
、
大
日
本
聖
書
館
）
に
拠
る
。

（
32
） 

「
修
羅
街
輓
歌
」『
中
也
を
読
む
―
―
詩
と
観
賞
』（
平
13
・
７
、
青
土
社
）

（
33
） 

拙
稿
「「
白
痴
」
た
ち
の
「
夢
」
―
―
中
原
中
也
「
詩
友
に
」、「
寒
い
夜
の

自
我
像
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」「
稿
本
近
代
文
学
」（
平
26
・
12
）
で
論
じ
た
が
、
自

ら
の
「
心
」
に
従
順
に
な
る
と
い
う
態
度
は
、「
詩
友
に
」「
白
痴
群
」（
昭
４
・
４
）

で
も
「
な
が
心
、
か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め
な
」
と
い
う
形
で
「
詩
友
」
に
呼
び

掛
け
ら
れ
て
い
る
。「
修
羅
街
輓
歌
」
の
話
者
も
そ
う
し
た
態
度
を
獲
得
し
た
者
と

し
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。「
白
痴
群
」
掲
載
詩
篇
に
は
中
原
の
詩
作
態
度
を

表
明
し
た
メ
タ
ポ
エ
ム
が
含
ま
れ
て
お
り
、
中
原
が
詩
作
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
か
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

（
34
） 

大
井
康
暢
「
序
論
」『
中
原
中
也
論
』（
平
10
・
７
、
土
曜
美
術
社
）

（
35
） 

権
田
浩
美「『
山
羊
の
歌
』の
詩
境
―
―
詩
魂
に
包
摂
さ
れ
る
世
界
―
―
」『
空

の
歌
―
―
中
原
中
也
と
富
永
太
郎
の
現モ
ダ
ニ
テ
ィ

代
性
―
―
』（
平
23
・
10
、翰
林
書
房
）は
、「
白

痴
群
」
前
後
の
中
原
の
詩
論
か
ら
「
詩
人
た
る
〈
個
〉
が
あ
く
ま
で
〈
個
〉
の
領
域

に
お
い
て
深
く
〈
感
じ
る
〉
こ
と
こ
そ
が
、〈
他
〉
者
に
も
通
底
す
る
普
遍
的
な
意

味
を
有
す
る
の
だ
と
い
う
確
固
た
る
〈
信
〉
が
中
也
に
は
あ
っ
た
」
こ
と
を
読
み
取

っ
て
お
り
、「
修
羅
街
輓
歌
」
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。

（
36
） 

昭
４
・
６
・
27
の
日
付
で
草
稿
が
現
存
。
引
用
は
『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
四
巻
／
詳
論
／
小
説　

本
文
篇
』（
平
15
・
11
、角
川
書
店
）
に
拠
る
。
な
お
、『
新

編
中
原
中
也
全
集　

第
四
巻
／
詳
論
／
小
説　

解
題
篇
』（
平
15
・
11
、
角
川
書
店
）

は
同
詩
論
か
ら
「
こ
れ
ほ
ど
詩
に
お
け
る
言
葉
と
格
闘
す
る
こ
と
か
ら
詩
作
に
出
発

し
た
詩
人
は
お
そ
ら
く
中
原
以
外
に
は
他
に
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
37
） 

『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
四
巻
／
詳
論
／
小
説　

解
題
篇
』（
前
掲
）は
、「
河

上
に
呈
す
る
詩
論
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
詩
作
に
伴
う
ア
ポ
リ
ア
の
自
覚
に
中
原
の

詩
作
の
出
発
を
認
め
て
い
る
。

（
38
） 

「
白
痴
群
」（
昭
４
・
４
）。
ま
た
、小
林
秀
雄
は「
人
生
斫
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・

ラ
ン
ボ
オ
」「
仏
蘭
西
文
学
研
究
」（
大
15
・
10
）
に
て
、「
彼
の
眼
は
、
痴
呆
の
如
く
、

夢
遊
病
者
の
如
く
見
開
か
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
無
意
識
を
捉
え
た
ラ
ン

ボ
オ
の
手
法
を
語
っ
て
い
る
。

（
39
） 

「
詩
と
詩
人
」
未
発
表
（
昭
３
後
半
‐
昭
５
制
作
推
定
）

（
40
） 

中
原
の
詩
篇
「
詩
友
に
」（
前
掲
）
の
「
な
が
心
、
か
た
く
な
に
し
て
あ
ら

し
め
な
」
と
い
う
詩
句
に
応
じ
て
、「
な
ご
み
て
あ
れ
や
我
が
心
、
我
も
人
技
な
す

も
の
な
り
」と「
か
つ
て
」の「
無
信
」を
告
白
し
た
安
原
喜
弘「
詩
一
篇
」「
白
痴
群
」

第
二
号
（
昭
４
・
７
）
な
ど
。

（
41
） 

「
昭
和
四
年
の
文
壇
の
概
観
」「
新
潮
」（
昭
４
・
12
）

（
42
） 

重
徳
泗
水
訳「
彼
女
の
眠
」「
明
星
」第
二
次（
大
12
・
３
）を
嚆
矢
と
し
て
、「
仏

蘭
西
文
学
研
究
」（
大
15
・
10
）
に
お
け
る
小
川
泰
一
に
よ
る
紹
介
、『
プ
ル
ウ
ス
ト

随
筆
―
仏
蘭
西
文
学
集
記
』（
昭
５
・
１
、
森
彩
雲
堂
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
堀
田
周

一
に
よ
る
「
プ
ル
ー
ス
ト
小
品
」「
仏
蘭
西
文
学
」（
昭
３
・
５
）
の
翻
訳
、
昭
和
６

年
に
武
蔵
野
書
院
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ウ
ス
ト
全
集
』
全
三
巻
な

ど
昭
和
５
年
前
後
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
受
容
が
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
。
こ
の
動
向
に
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関
し
て
は
淀
野
隆
三「
あ
と
が
き
」『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て　

ス
ワ
ン
の
恋
Ⅰ
』（
昭

28
・
３
、
新
潮
社
）、
井
上
究
一
郎
「
私
が
《
作
品
》
に
プ
ル
ー
ス
ト
を
訳
し
て
い

た
こ
ろ
」「
作
品
」
復
刻
版
解
説
（
昭
56
・
４
、日
本
近
代
文
学
館
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
43
） 

「PRO
U

ST
IA

N
A

」「
仏
蘭
西
文
学
」（
昭
４
・
８
）

（
44
） 

菊
池
博
子
「『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
お
け
る
想
像
力
と
感
受
性
」「
人

間
文
化
創
成
科
学
論
叢
」（
平
21
・
３
）

（
45
） 

マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ウ
ス
ト
／
神
田
龍
雄
・
三
宅
徹
三
・
佐
藤
正
彰
・
淀
野

隆
三
共
訳
「
ス
ワ
ン
家
の
方
（
Ⅳ
）」「
文
學
」（
昭
５
・
１
）、
原
題
はD
u côté de 

chez Sw
ann, （1913

） 

。

（
46
） 

「
訳
者
の
言
葉
」「
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ウ
ス
ト
全
集 

広
告
」「
詩
・
現
実
」（
昭

６
・
３
）

（
47
） 

辰
野
隆
「
対
女
性
」『
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
研
究
序
説
』（
昭
４
・
12
、第
一
書
房
）

（
48
） 

「
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ウ
ス
ト
に
就
い
て
」「
文
學
」（
昭
４
・
10
）

（
49
） 

保
苅
瑞
穂
「
夢
の
方
法
」『
プ
ル
ー
ス
ト
・
夢
の
方
法
』（
平
９
・
１
、
筑
摩

書
房
）
は
、「
精
神
が
言
葉
以
前
の
世
界
に
、
つ
ま
り
対
象
が
意
識
に
よ
っ
て
概
念

に
な
る
以
前
の
世
界
に
返
る
と
い
う
こ
と
」
に
プ
ル
ー
ス
ト
の
目
的
が
あ
っ
た
と
指

摘
す
る
。

（
50
） 

『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
四
巻
／
評
論
・
小
説　

解
題
篇
』（
前
掲
）
は
、

引
用
箇
所
に
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
や
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
影

響
を
指
摘
す
る
。


