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宮澤賢治の主体認識と同時代との連関

一
、〈
世
界
〉
を
組
み
替
え
る
た
め
に

　

一
九
二
〇
か
ら
三
〇
年
代
の
思
想
的
特
徴
に
は
、
通
信
網
や
輸
送
技
術

の
発
達
に
由
来
す
る
世
界
同
時
性
に
も
と
づ
く
、〈
世
界
〉
を
再
編
し
て

い
こ
う
と
す
る
志
向
が
あ
っ
た
。〈
世
界
〉
を
如
何
に
考
え
る
か
は
、
二

〇
世
紀
の
課
題
と
し
て
、
社
会
・
政
治
・
言
語
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
同
時
代
の
文
学
的
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
文
学
的
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
、
宮
澤
賢
治
も
ま
た
無
関

心
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
は
そ
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　
　

わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は

　
　

仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の

　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

は
じ
め
に

　

宮
澤
賢
治
が
め
ざ
し
た
「
第
四
次
元
の
芸
術
」
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の

か
。
文
学
の
み
な
ら
ず
、
音
楽
や
演
劇
な
ど
、
多
岐
に
亘
る
芸
術
分
野
に

関
心
を
示
し
た
賢
治
は
、『
春
と
修
羅
』（
東
京
関
根
書
店
、
一
九
二
四
）

の
な
か
で
、
自
ら
の
文
学
テ
ク
ス
ト
を
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
呼
ん
で
い

た
。
彼
に
と
っ
て
の
文
学
的
営
為
は
、
従
来
の
文
芸
形
式
と
し
て
の
詩
で

は
な
く
、
あ
ら
た
な
芸
術
様
式
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
こ
の
よ
う
な
賢
治
の
芸
術
観
と
同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
企
図

し
て
い
た
「
詩
学
」
と
の
連
関
を
検
討
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
第
一

次
世
界
大
戦
・
関
東
大
震
災
後
に
既
存
の
価
値
観
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
な
か

で
、
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
が
試
み
て
い

た
も
の
を
並
置
す
る
こ
と
で
一
九
三
〇
年
前
後
の
文
学
状
況
に
新
た
な
考

察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

〈
論
文
〉

宮
澤
賢
治
の
主
体
認
識
と
同
時
代
と
の
連
関

─
─
言
葉
に
よ
る
〈
世
界
〉
の
再
構
築
─
─

村
山　

龍
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『
春
と
修
羅
』
の
「
序
」
に
記
さ
れ
た
、
こ
の
一
節
は
我
々
の
目
の
前

に
生
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
物
ご
と
が
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
「
か

ん
じ
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
」
な
い
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
わ
た
く
し
」
と
い
う
語
り
手
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
論
料
」

（
デ
ー
タ
）
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
ご
と
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
そ
れ
を

「
か
ん
じ
て
ゐ
る
」
認
識
主
体
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
近
代
科
学

に
裏
打
ち
さ
れ
た
唯
物
論
的
な
世
界
認
識
を
裏
返
し
た
世
界
観
だ
と
い
え

よ
う
。
そ
れ
は
主
体
と
客
体
と
に
厳
密
に
切
り
分
け
ら
れ
、
両
者
が
混
じ

り
合
う
こ
と
な
く
、
整
然
と
整
理
さ
れ
た
合
理
的
な
〈
世
界
〉
と
は
大
き

く
異
な
る
。

　

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
科
学
的
な
認
識
を
捨
て
去
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。「
序
」
に
お
け
る
語
り
の
主
体
は
、「
か
ん
じ
て
ゐ
る
」
と
い
う

主
観
的
な
認
識
主
体
に
軸
足
を
置
い
て
い
る
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
主
体
が
感
じ
る
対
象
を
「
論
料
」（
デ
ー
タ
）
で
あ
る
と
し
て
い
る

点
だ
。「
序
」
の
語
り
手
に
と
っ
て
〈
世
界
〉
と
は
唯
心
論
的
に
制
作
可

能
な
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
制
作
を
執
り
行
う
際
に
デ
ー
タ
は
用
い
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
主
観
的
に
計
測
さ

れ
た
に
せ
よ
、
デ
ー
タ
は
存
在
す
る
だ
け
で
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
誰
か
が
、
意
志
を
も
っ
て
そ
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
、

〈
物
語
〉
を
紡
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
デ
ー
タ
は
無
価
値
な
記
録
と
し
て
点

在
す
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
〈
世
界
〉
に
主
体

的
に
関
わ
る
と
き
の
方
法
と
し
て
、
客
観
か
つ
合
理
的
な
科
学
的
思
考
に

よ
る
デ
ー
タ
の
記
録
を
作
成
す
る
能
力
と
そ
れ
を
意
味
づ
け
る
こ
と
の
で

き
る
、
い
わ
ば
〈
物
語
〉
る
主
体
の
価
値
創
造
の
能
力
と
が
両
立
す
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）

　
　

風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に

　
　

せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら

　
　

い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る

　
　

因
果
交
流
電
燈
の

　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

　
　
（
ひ
か
り
は
た
も
ち
、
そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）

　
　

こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の

　
　

過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら

　
　

紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね

　
　
（
す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し

　
　
　

み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
）

　
　

こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
ゞ
け
ら
れ
た

　
　

か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
つ

　
　

そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
す

　
　
（
略
）

　
　

け
だ
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
や

　
　

風
景
や
人
物
を
か
ん
ず
る
や
う
に

　
　

そ
し
て
た
ゞ
共
通
に
感
ず
る
だ
け
で
あ
る
や
う
に

　
　

記
録
や
歴
史
、
あ
る
ひ
は
地
史
と
い
ふ
も
の
も

　
　

そ
れ
の
い
ろ
い
ろ
の
論デ
ー
タ料

と
い
っ
し
ょ
に

　
　
（
因
果
の
時
空
的
制
約
の
も
と
に
）

　
　

わ
れ
わ
れ
が
か
ん
じ
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
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宮澤賢治の主体認識と同時代との連関

　

こ
の
よ
う
な
賢
治
の
詩
的
認
識
と
世
界
制
作
の
方
法
が
同
時
代
の
詩
人

に
も
興
味
を
引
く
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
中
原
中
也
の

賢
治
評
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
想
起
さ
れ
る
印
象
を
、
刻
々
新
し
い
概
念
に
、
翻
訳
し
つ
つ
あ

つ
た
の
で
す
。
彼
に
と
つ
て
印
象
と
い
ふ
も
の
は
、
或
ひ
は
現
識
と

い
ふ
も
の
は
、
勘
考
さ
る
べ
き
も
の
で
も
翫
味
さ
る
べ
き
も
の
で
も

な
い
、そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
み
ら
れ
な
い
程
、現
識
は
現
識
の
ま
ゝ

で
、
惚
れ
惚
れ
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
彼
は
、

そ
の
現
識
を
、
出
来
る
だ
け
直
接
に
表
白
出
来
さ
へ
す
れ
ば
よ
か
っ

た
の
で
す（
１
）。

　

こ
こ
で
中
也
が
用
い
て
い
る
「
現
識
」
と
は
、
今
で
は
聞
き
慣
れ
な
い

言
葉
だ
が
、「
表
象
」
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
大
岡
昇
平
の
論
稿
「
神

と
表
象
と
し
て
の
世
界
」（『
図
書
』、一
九
八
一
・
四
）
は
中
也
の
遺
稿
「
芸

術
論
覚
え
書
」
に
現
れ
た
「
現
識
」
と
い
う
言
葉
を
、
一
九
一
〇
年
か
ら

一
二
年
に
書
け
て
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
姉
崎
正
治
訳
・
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
エ
ル
『
意
志
と
現
識
と
し
て
の
世
界
』
全
三
冊
と
関
連
さ
せ
て
論

じ
、「
名
辞
以
前
」
＝
「
認
識
」
以
前
の
無
意
識
層
が
中
也
の
詩
法
の
根

源
に
関
わ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
大
岡
の
指
摘
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
書
物
が
示
し
た
、
世
界
と
は
「
私
」
の
意
志
の

結
果
で
あ
る
と
見
る
唯
心
論
的
な
認
識
と
、
賢
治
の
唯
心
論
的
認
識
が
重

な
り
、
し
か
も
そ
れ
を
同
時
代
の
中
原
中
也
が
慧
眼
に
も
見
い
だ
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
実
と
し
て
浮
か
び
あ

が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

唯
心
論
的
と
も
い
え
る
賢
治
の
世
界
認
識
の
根
底
に
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
エ
ル
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
現
象
学
的
な
間
主
観
の
認
識
論
も
ま
た

響
き
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
賢
治
が
当
時
愛
読
し
て
い
た
総
合
雑
誌
の

『
改
造
』
に
は
一
九
二
三
年
三
月
、
一
九
二
四
年
二
月
、
同
年
四
月
と
三

回
に
亘
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で

フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
複
数
的
な
存
在
と
し
て
の
「
社
会
」

を
導
き
出
し
て
い
る
。

社
会
は
所
謂
多
頭
的
で
あ
る
が
、
併
し
結
合
さ
れ
た
一
個
の
人
格
的

主
体
で
あ
る
。
そ
れ
の
個
々
人
は
人
と
人
と
を
精
神
的
に
結
び
付
け

る
多
形
的
の
「
社
会
的
動
作
」（
自
他
関
係
の
動
作
、
即
ち
命
令
、

合
意
、
愛
情
的
動
作
等
）
に
よ
り
て
、
機
能
的
に
相
互
に
織
り
成
さ

れ
た
そ
れ
の
「
肢
体
」
で
あ
る（
２
）。

　

社
会
と
個
人
が
相
互
に
呼
び
と
め
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え

に
個
人
が
「
倫
理
的
生
活
」
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
全
体
が
革
新
さ

れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
〈
革
新
〉
思
想
が
、
一
九
三
〇
年

代
の
日
本
の
思
想
界
を
牽
引
し
た
西
田
幾
多
郎
と
そ
の
門
弟
た
ち
の
〈
超

国
家
的
共
同
体
〉
の
思
想
と
よ
く
似
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
森

村
修
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
３
）。
西
洋
近
代
の
没
落
を
前
に
し
た
フ
ッ

サ
ー
ル
の
危
機
意
識
と
、
そ
の
事
態
を
目
前
に
し
て
異
な
る
価
値
観
と
し

て
〈
日
本
的
な
も
の
〉
や
〈
東
洋
〉
を
召
喚
し
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た

西
田
や
三
木
清
、
さ
ら
に
は
京
都
学
派
と
呼
ば
れ
た
面
々
が
大
東
亜
共
栄

圏
へ
と
到
る
ア
ジ
ア
主
義
の
思
想
を
提
唱
し
た
意
識
と
は
「
同
工
異
曲
」

の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
と
も
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
危
機
的
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状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
旧
秩
序
を
解
体
・
再
構
築
す
る
べ
く
、〈
世
界
〉

を
刷
新
す
る
〈
革
新
〉
的
な
認
識
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
や
現
象
学
の
世
界
認
識
に
つ
い
て
賢
治
が
直
接

的
に
言
及
し
て
い
る
文
章
は
残
念
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
学
事
典
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
）
に
は
「
現

象
学
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、
黒
田
昭
信
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
的
な
連
関

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
現
象
学
は
、〈
世
界
〉
を
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
客
体

と
し
て
分
析
す
る
近
代
科
学
的
認
識
方
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
手
法
を

も
っ
て
、〈
世
界
〉
と
向
き
合
っ
て
い
た
。
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
は
、

同
時
代
に
提
唱
さ
れ
た
こ
の
現
象
学
の
認
識
方
法
と
共
鳴
す
る
、
新
た
な

世
界
認
識
の
方
法
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
賢
治
自
身
が
一
九
二
六
年
二
月
二
七
日
に
岩
手
国

民
高
等
学
校
で
「
農
民
芸
術
」
を
講
義
し
た
際
、「
欧
州
戦
後
―
―
改
造

を
叫
ぶ
様
に
な
っ
た
、
／
戦
争
前
は
個
人
的
で
あ
っ
た
も
の
が
戦
后
社
会

意
／
識
の
発
見
之
れ
感
ん
ず
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
４
）、」

と
述
べ
て
い

た
こ
と
や
、「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
の
あ
ま
り
に
有
名
な
一
節
、「
世
界

が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
／
自

我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
／
こ
の
方
向

は
古
い
聖
者
の
踏
み
ま
た
教
へ
た
道
で
は
な
い
か
／
新
た
な
時
代
は
世
界

が
一
の
意
識
に
な
り
生
物
と
な
る
方
向
に
あ
る
／
正
し
く
強
く
生
き
る
と

は
銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
／

わ
れ
ら
は
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
を
索
ね
よ
う　

求
道
す
で
に
道
で
あ

る
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
賢
治
の
認
識
が
〈
世
界
〉
の
「
改
造
」
に

意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、『
春
と
修
羅
』
に
お
け
る

主
体
生
成
に
関
す
る
認
識
の
な
か
に
は
、
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
日
本

の
〈
革
新
〉
と
共
振
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

す
る
と
、
こ
う
し
た
世
界
認
識
の
方
法
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
な

が
ら
賢
治
の
認
識
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
見

え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、『
春
と
修
羅
』
に
収
録
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
詩

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
　

あ
い
つ
は
こ
ん
な
さ
び
し
い
停
車
場
を

　
　

た
つ
た
ひ
と
り
で
通
つ
て
い
つ
た
ら
う
か

　
　

ど
こ
へ
行
く
と
も
わ
か
ら
な
い
そ
の
方
向
を

　
　

ど
の
種
類
の
世
界
へ
は
ひ
る
と
も
し
れ
な
い
そ
の
み
ち
を

　
　

た
つ
た
ひ
と
り
で
さ
び
し
く
あ
る
い
て
行
つ
た
ら
う
か

　
　
（
略
）

　
　

か
ん
が
へ
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

　
　

ど
う
し
て
も
か
ん
が
へ
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　

と
し
子
は
み
ん
な
が
死
ぬ
と
な
づ
け
る

　
　

そ
の
や
り
か
た
を
通
つ
て
行
き

　
　

そ
れ
か
ら
さ
き
ど
こ
へ
行
つ
た
か
わ
か
ら
な
い

　
　

そ
れ
は
お
れ
た
ち
の
空
間
の
方
向
で
は
か
ら
れ
な
い

　
　

感
ぜ
ら
れ
な
い
方
向
を
感
じ
や
う
と
す
る
と
き
は

　
　

た
れ
だ
つ
て
み
ん
な
ぐ
る
ぐ
る
す
る

　
　
（
略
）

　
　

あ
の
き
れ
い
な
眼
が

　
　

な
に
か
を
索
め
る
や
う
に
空
し
く
う
ご
い
て
ゐ
た

　
　

そ
れ
は
も
う
わ
た
く
し
た
ち
の
空
間
を
二
度
と
見
な
か
つ
た

　
　

そ
れ
か
ら
あ
と
で
あ
い
つ
は
な
に
を
感
じ
た
ら
う
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そ
れ
は
ま
だ
お
れ
た
ち
の
世
界
の
幻
視
を
み

　
　

お
れ
た
ち
の
せ
か
い
の
幻
聴
を
き
い
た
ら
う

�

「
青
森
挽
歌
」

　
　

な
に
も
か
も
み
ん
な
た
よ
り
な
く

　
　

な
に
も
か
も
み
ん
な
あ
て
に
な
ら
な
い

　
　

こ
れ
ら
げ
ん
し
や
う
の
せ
か
い
の
な
か
で

　
　

そ
の
た
よ
り
な
い
性
質
が

　
　

こ
ん
な
き
れ
い
な
露
に
な
つ
た
り

　
　

い
ぢ
け
た
ち
ひ
さ
な
ま
ゆ
み
の
木
を

　
　

紅
か
ら
や
さ
し
い
月
光
い
ろ
ま
で

　
　

豪
奢
な
織
物
に
染
め
た
り
す
る

�

「
過
去
情
炎
」

　
　

す
べ
て
こ
ん
な
に
錯
綜
し
た
雲
や
そ
ら
の
景
観
が

　
　

す
き
と
ほ
つ
て
巨
大
な
過
去
に
な
る

　
　

五
日
の
月
は
さ
ら
に
小
さ
く
副
生
し

　
　

意
識
の
や
う
に
移
つ
て
行
く
ち
ぎ
れ
た
蛋
白
彩
の
雲

　
　

月
の
尖
端
を
か
す
め
て
過
ぎ
れ
ば

　
　

そ
の
ま
ん
中
の
厚
い
と
こ
ろ
は
黒
い
の
で
す

　
　
（
風
と
嘆
息
と
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
因
子
が
あ
る
）

�

「
風
の
偏
奇
」

　

こ
れ
ら
の
詩
句
に
示
さ
れ
る
漢
字
の
「
世
界
」
ま
た
は
平
仮
名
の
「
せ

か
い
」
と
し
て
示
さ
れ
る
〈
世
界
〉
に
は
「
種
類
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、「
お
れ
た
ち
の
」
と
い
う
限
定
か
ら
は
逆
算
的
に
「
お
れ

た
ち
」
以
外
の
も
の
を
見
い
だ
せ
る
し
、
そ
れ
ら
は
「
あ
ら
ゆ
る
」
と
形

容
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
可
算
の
複
数
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、そ
の
「
世
界
」
は
「
幻
視
」
さ
れ
「
幻

聴
」
さ
れ
る
「
げ
ん
し
や
う
」
と
し
て
の
「
世
界
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
、自
ら
の
心
中
に
明
滅
す
る
瞬
間
ご
と
の
「
世
界
」

を
、
そ
の
「
た
よ
り
な
い
性
質
」
ゆ
え
の
か
す
か
な
手
触
り
を
た
だ
ひ
と

つ
の
頼
み
と
し
て
、「
論
料
」（
デ
ー
タ
）
と
し
て
記
述
し
、
同
時
に
そ
れ

を
ひ
と
つ
の
主
体
を
通
し
て
「
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で

し
か
た
な
い
」
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
〈
物
語
〉
へ
と
再
構
成
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

眼
前
に
あ
る
世
界
を
「
紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
」
に
よ
っ
て
、
主
体
の
感
ず

る
ま
ま
に
異
な
る
も
の
へ
と
再
構
成
し
て
い
く
手
法
が
存
分
に
表
わ
さ
れ

て
い
る
好
例
と
し
て
「
蠕ア
ン
ネ
リ
ダ
　
タ
ン
ツ
エ
ー
リ
ン

虫

舞

手
」（『
春
と
修
羅
』）
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　
　
　
（
え
　ゝ

水
ゾ
ル
で
す
よ

　
　
　
　

お
ぼ
ろ
な
寒
天
の
液
で
す
よ
）

　
　

日
は
黄
金
の
薔
薇

　
　

赤
い
ち
ひ
さ
な
蠕
虫
が

　
　

水
と
ひ
か
り
を
か
ら
だ
に
ま
と
ひ

　
　

ひ
と
り
で
を
ど
り
を
や
つ
て
ゐ
る

　
　
　
（
え
　ゝ

８　
γ　
ｅ　

６　
α

　
　
　
　

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

　
　

羽
む
し
の
死
骸
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い
ち
ゐ
の
か
れ
葉

　
　

真
珠
の
泡
に

　
　

ち
ぎ
れ
た
こ
け
の
花
軸
な
ど

　
　
　
（
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い
さ
ま
は

　
　
　
　

い
ま
み
づ
底
の
み
か
げ
の
う
へ
に

　
　
　
　

黄
い
ろ
な
か
げ
と
お
ふ
た
り
で

　
　
　
　

せ
つ
か
く
を
ど
つ
て
ゐ
ら
れ
ま
す

　
　
　
　

い
ゝ
え　

け
れ
ど
も　

す
ぐ
で
せ
う

　
　
　
　

ま
も
な
く
浮
い
て
お
い
で
で
せ
う
）

　
　

赤
い
蠕
虫
舞
手
は

　
　

と
が
つ
た
二
つ
の
耳
を
も
ち

　
　

燐
光
珊
瑚
の
環
節
に

　
　

正
し
く
飾
る
真
珠
の
ぼ
た
ん

　
　

く
る
り
く
る
り
と
廻
つ
て
ゐ
ま
す

　
　
　
（
え
　ゝ

８　
γ　
ｅ　

６　
α

　
　
　
　

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

　
　

脊
中
き
ら
き
ら
燦
い
て

　
　

ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ま
は
り
は
す
る
が

　
　

真
珠
も
じ
つ
は
ま
が
ひ
も
の

　
　

ガ
ラ
ス
ど
こ
ろ
か
空
気
だ
ま

　
　
　
（
い
ゝ
え
、
そ
れ
で
も

　
　
　
　

エ
イ
ト　

ガ
ム
マ
ア　

イ
ー　

ス
イ
ツ
ク
ス　

ア
ル
フ
ア

　
　
　
　

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

　
　

水
晶
体
や
鞏
膜
の

　
　

オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
に
の
ぞ
か
れ
て

　
　

お
ど
つ
て
ゐ
る
と
い
は
れ
て
も

　
　

真
珠
の
泡
を
苦
に
す
る
の
な
ら

　
　

お
ま
へ
も
さ
つ
ぱ
り
ら
く
ぢ
や
な
い

　
　
　
　
　

そ
れ
に
日
が
雲
に
入
つ
た
し

　
　
　
　
　

私
は
石
に
座
つ
て
し
び
れ
が
切
れ
た
し

　
　
　
　
　

水
底
の
黒
い
木
片
は
毛
虫
か
海
鼠
の
や
う
だ
し
さ

　
　
　
　
　

そ
れ
に
第
一
お
ま
へ
の
か
た
ち
は
見
え
な
い
し

　
　
　
　
　

ほ
ん
と
に
溶
け
て
し
ま
つ
た
の
や
ら

　
　

そ
れ
と
も
み
ん
な
は
じ
め
か
ら

　
　

お
ぼ
ろ
に
青
い
夢
だ
や
ら

　
　
　
（
い
ゝ
え　

あ
す
こ
に
お
い
で
で
す　

お
い
で
で
す

　
　
　
　

ひ
い
さ
ま　

い
ら
つ
し
や
〔
い
〕
ま
す

　
　
　
　

８　
γ　
ｅ　

６　
α

　
　
　
　

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

　
　

ふ
ん
、
水
は
お
〔
ぼ
〕
ろ
で

　
　

ひ
か
り
は
惑
ひ

　
　

虫
は　

エ
イ
ト　

ガ
ム
マ
ア　

イ
ー　

ス
イ
ツ
ク
ス　

ア
ル
フ
ア

　
　
　
　
　

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
か
い

　
　
　
　
　

ハ
ツ
ハ
ツ
ハ

　
　
　
（
は
い　

ま
〔
つ
〕
た
く
そ
れ
に
ち
が
ひ
ま
せ
ん

　
　
　
　
　

エ
イ
ト　

ガ
ム
マ
ア　

イ
ー　

ス
イ
ツ
ク
ス　

ア
ル
フ
ア

　
　
　
　
　

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

　

小
さ
い
イ
ト
ミ
ミ
ズ
の
よ
う
な
蠕
虫
が
蠢
く
姿
を
「
８　
γ　
ｅ　

６

α
」
と
い
う
文
字
へ
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
「
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
」
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し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
注
文
の
多
い
料
理
店
』（
東
京

光
原
社
、
一
九
二
四
）
の
「
序
」
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄

道
線
路
や
ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き
た
の
で
す
。

　

ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
り
で
通
り

か
か
つ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
へ
な
が
ら
立
つ

た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
気
が
し
て
し
か
た
な
い

の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や

う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い

た
ま
で
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、「
わ
た
く
し
」
と
い
う
語
り
手
が
「
こ
ん
な
気
が
し
て
し

か
た
な
い
」「
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
」
と
い
う
言
葉

と
と
も
に
、
自
ら
の
「
お
は
な
し
」
の
来
歴
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自

然
や
風
景
か
ら
受
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
外
部
刺
激
を
「
論
料
」（
デ
ー
タ
）

と
し
、
語
り
手
と
い
う
主
体
を
通
じ
て
〈
物
語
〉
へ
の
再
構
築
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。『
春
と
修
羅
』
に
示
さ
れ
る
主
体

と
同
様
に
、
童
話
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
主
体
の
位
置
が
き
わ
め
て
重
要
に
な

る
の
で
あ
る
。
続
け
て
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」（
初
期
形
第
三
次
稿
）
と

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
を
取
り
上
げ
て
、
こ
う
し
た
認
識
の
あ
り

方
を
確
認
し
て
い
く
。

の
如
き
美
を
見
い
だ
す
こ
の
詩
に
は
、「
水
晶
体
や
鞏
膜
の
オ
ペ
ラ
グ
ラ

ス
」、
す
な
わ
ち
眼
球
で
蠕
虫
た
ち
の
姿
を
見
る
主
体
が
存
在
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
主
体
は
「
赤
い
蠕
虫
舞
手
」
に
飾
ら
れ
た
「
真
珠
の
ぼ
た

ん
」
が
実
は
「
ガ
ラ
ス
ど
こ
ろ
か
空
気
だ
ま
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、

そ
れ
を
美
し
い
「
青
い
夢
」
と
し
て
書
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
眼
球
を
備
え
た
観
察
主
体
が
そ
れ
を
科
学
的
に
〈
正
し
い
〉
蠕
虫
と

し
て
認
識
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
青
い
夢
」
と
い
う
文
学

的
表
象
へ
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
、「
ま
〔
つ
〕
た
く
そ
れ
に
ち
が
ひ
ま

せ
ん
」
と
し
て
自
ら
の
〈
物
語
〉
を
提
示
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
〈
物
語
〉
は
絶
え
ず
更
新
さ
れ
続
け
る
も
の
で

も
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
賢
治
自
身
は
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
定
ま
っ

た
ひ
と
つ
の
形
に
と
ど
め
お
く
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
生
前
に
刊
行
さ
れ

た
『
春
と
修
羅
』
で
す
ら
、
宮
澤
家
所
蔵
本
や
菊
池
暁
輝
所
蔵
本
、
藤
原

嘉
藤
治
旧
蔵
本
の
よ
う
に
刊
行
後
に
自
ら
書
き
入
れ
を
し
た
バ
リ
ア
ン
ト

が
残
さ
れ
て
い
る
。
定
稿
を
つ
く
ら
ず
に
、
常
に
テ
ク
ス
ト
を
生
成
の
運

動
の
な
か
に
お
く
こ
と
は
、「
げ
ん
し
や
う
」
と
し
て
の
「
世
界
」
を
「
論

料
」
に
用
い
る
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
あ
り
方
と
し
て
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ

と
で
あ
ろ
う
。「
永
訣
の
朝
」
で
死
に
ゆ
く
ト
シ
が
望
ん
だ
「
こ
の
ふ
た

わ
ん
の
ゆ
き
」
は
、か
つ
て
は
「
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
と
し
て
「
幻

視
」
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
「
兜
率
の
天
の
食
」
と
し
て
再
び
「
幻
視
」
さ

れ
、
書
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
の
瞬
間
、『
春
と
修
羅
』
と
い
う
心
象
ス
ケ
ッ

チ
に
よ
る
〈
世
界
〉
さ
え
も
ひ
と
つ
で
は
な
く
な
り
、
複
数
の
〈
世
界
〉

に
分
岐
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
現
象
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
〈
世
界
〉
の
認
識
論
的
な
転
換
は
、
童
話
テ
ク
ス
ト

か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
賢
治
に
と
っ
て
重
要
な
認
識
の
系
を
成
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二
、
童
話
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
認
識
の
複
数
性

み
ん
な
が
め
い
め
い
じ
ぶ
ん
の
神
さ
ま
が
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
だ
と

い
ふ
だ
ら
う
、
け
れ
ど
も
お
互
ほ
か
の
神
さ
ま
を
信
ず
る
人
た
ち
の

し
た
こ
と
で
も
涙
が
こ
ぼ
れ
る
だ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
ぼ
く
た
ち
の
心

が
い
ゝ
と
か
わ
る
い
と
か
議
論
す
る
だ
ら
う
。
そ
し
て
勝
負
が
つ
か

な
い
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
も
し
お
ま
へ
が
ほ
ん
た
う
に
勉
強
し
て

実
験
で
ち
ゃ
ん
と
ほ
ん
た
う
の
考
と
う
そ
の
考
と
を
分
け
て
し
ま
へ

ば
そ
の
実
験
の
方
法
さ
へ
き
ま
れ
ば
も
う
信
仰
も
化
学
と
同
じ
や
う

に
な
る
。
け
れ
ど
も
、ね
、ち
ょ
っ
と
こ
の
本
を
ご
ら
ん
、い
ゝ
か
い
、

こ
れ
は
地
理
と
歴
史
の
辞
典
だ
よ
。
こ
の
本
の
こ
の
頁
は
ね
、
紀
元

前
二
千
二
百
年
の
地
理
と
歴
史
が
書
い
て
あ
る
。
よ
く
ご
ら
ん
紀
元

前
二
千
二
百
年
の
こ
と
で
な
い
よ
。
紀
元
前
二
千
二
百
年
の
こ
ろ
に

み
ん
な
が
考
へ
て
ゐ
た
地
理
と
歴
史
と
い
ふ
も
の
が
書
い
て
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
頁
一
つ
が
一
冊
の
地
歴
の
本
に
あ
た
る
ん
だ
。
い
ゝ
か

い
、
そ
し
て
こ
の
中
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
紀
元
前
二
千
二
百
年
こ

ろ
に
は
た
い
て
い
本
統
だ
。
さ
が
す
と
証
拠
も
ぞ
く
ぞ
く
出
て
ゐ
る
。

け
れ
ど
も
そ
れ
が
少
し
ど
う
か
な
と
斯
う
考
へ
だ
し
て
ご
ら
ん
、
そ

ら
。
そ
れ
は
次
の
頁
だ
よ
。
紀
元
前
一
千
年　

だ
い
ぶ
、
地
理
も
歴

史
も
変
っ
て
る
だ
ら
う
。
こ
の
と
き
に
は
斯
う
な
の
だ
。
変
な
顔
を

し
て
は
い
け
な
い
。
ぼ
く
た
ち
は
ぼ
く
た
ち
の
か
ら
だ
だ
っ
て
考

だ
っ
て
天
の
川
だ
っ
て
汽
車
だ
っ
て
歴
史
だ
っ
て
た
ゞ
さ
う
感
じ
て

ゐ
る
の
な
ん
だ
か
ら
、

　
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」（
初
期
形
第
三
次
稿
）
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
の
ブ
ル

カ
ニ
ロ
博
士
の
発
言
は
、
そ
の
時
そ
の
瞬
間
に
よ
っ
て
移
ろ
い
ゆ
く
〈
世

界
〉
の
姿
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
論
理
展
開
は
非
常
に
興
味

深
い
。
ま
ず
「
め
い
め
い
じ
ぶ
ん
の
神
様
」
が
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ

れ
は
、「
ハ
ル
レ
ヤ
」
が
う
た
わ
れ
る
天
国
と
お
ぼ
し
き
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ

ス
の
駅
で
降
り
る
沈
没
船
か
ら
乗
っ
て
い
た
人
び
と
、
石
炭
袋
で
「
お
っ

か
さ
ん
」
の
い
る
（
お
そ
ら
く
）
天
上
の
風
景
を
み
て
い
る
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
、
そ
し
て
ひ
と
り
に
な
っ
て
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
と
出
会
う
ジ
ョ
バ
ン
ニ

と
い
う
よ
う
に
三
者
三
様
の
「
天
上
」
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え

て
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
は
こ
れ
ら
の
「
天
上
」

を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
つ
つ
、「
け
れ
ど
も
」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
を
と
も

な
っ
て
、「
実
験
で
ち
ゃ
ん
と
ほ
ん
た
う
の
考
と
う
そ
の
考
」
を
分
け
ら

れ
る
と
い
う
風
に
、
前
言
を
ひ
る
返
し
、
三
種
類
の
な
か
に
「
ほ
ん
た
う
」

と
「
う
そ
」
が
区
別
出
来
る
と
示
す
。
し
か
し
、
さ
ら
に
「
け
れ
ど
も
」

と
続
け
、
時
間
と
い
う
概
念
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
「
ほ
ん

た
う
」
や
「
う
そ
」
と
い
っ
た
区
別
は
無
化
さ
れ
、「
た
ゞ
さ
う
感
じ
て

ゐ
る
」
だ
け
の
〈
世
界
〉
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
述
べ
る
。
こ

の
認
識
を
確
か
め
る
よ
う
に
、
ブ
ル
カ
ニ
ロ
の
言
葉
に
続
け
て
次
の
よ
う

な
描
写
が
な
さ
れ
る
。

す
る
と
い
き
な
り
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
自
分
と
い
ふ
も
の
が
じ
ぶ
ん
の
考

と
い
ふ
も
の
が
、
汽
車
や
そ
の
学
者
や
天
の
川
や
み
ん
な
い
っ
し
ょ

に
ぽ
か
っ
と
光
っ
て
し
い
ん
と
な
く
な
っ
て
ぽ
か
っ
と
と
〔
も
〕
つ

て
ま
た
な
く
な
っ
て
そ
し
て
そ
の
一
つ
が
ぽ
か
っ
と
と
も
る
と
あ
ら

ゆ
る
広
い
世
界
が
が
ら
ん
と
ひ
ら
け
あ
ら
ゆ
る
歴
史
が
そ
な
は
り
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す
っ
と
消
え
る
と
も
う
が
ら
ん
と
し
た
た
ゞ
も
う
そ
れ
っ
き
り
に

な
っ
て
し
ま
ふ
の
を
見
ま
し
た
。

　

明
滅
す
る
「
じ
ぶ
ん
の
考
」
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
広
い

世
界
」
と
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
」
は
、
あ
る
瞬
間
に
は
機
能
し
て
も
次
の
瞬

間
に
は
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
繰
り
返
し
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
実
感
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
し
て
〈
世
界
〉
が
あ
く
ま
で
個
人
の
認
識
に
よ
っ

て
成
立
す
る
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
だ
。

そ
し
て
〈
世
界
〉
が
相
対
的
な
認
識
の
揺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
不
安
定
な
状
態

に
な
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
ほ
ん

た
う
の
幸
福
」
を
求
め
て
や
ま
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
既
に
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
自
身
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
そ
の
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
こ
そ
が
「
ほ
ん
た

う
の
幸
福
」
だ
と
い
う
具
体
的
な
確
証
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
常
に

求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
概
念
と
し
て
あ
る
の
み
で
あ
り
、

決
し
て
万
人
に
共
通
す
る
た
っ
た
ひ
と
つ
の
答
え
に
は
結
び
つ
か
な
い
の

で
あ
る
。「
ハ
ル
レ
ヤ
ハ
ル
レ
ヤ
。」
と
合
唱
さ
れ
「
み
ん
な
」
が
降
り
て

い
っ
た
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
で
も
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
一
緒
に

つ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
直
後
に
カ
ム
パ
ネ

ル
ラ
と
す
ら
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
違
う
風
景
を
見
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
別
れ
を

迎
え
る
。「
み
ん
な
」
の
「
天
上
」
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
「
ほ
ん
た
う
の

天
上
」、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
探
す
こ
と
に
な
る
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」、
そ
れ

ら
は
み
な
異
な
る
姿
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
び
と
に
と
っ
て
重

要
な
道
標
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ブ
ル
カ
ニ
ロ

博
士
が
い
う
よ
う
に
「
み
ん
な
が
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
だ
。
お
ま
へ
が
あ
ふ
ど

ん
な
ひ
と
で
も
み
ん
な
何
べ
ん
も
お
ま
へ
と
い
っ
し
ょ
に
苹
果
を
た
べ
た

り
汽
車
に
乗
っ
た
り
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
お
ま
へ
は
さ
っ
き
考

へ
た
や
う
に
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
い
ち
ば
ん
の
幸
福
を
さ
が
し
み
ん
な
と
一

し
ょ
に
早
く
そ
こ
に
行
く
が
い
ゝ
、
そ
こ
で
ば
か
り
お
ま
へ
は
ほ
ん
た
う

に
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
い
つ
ま
で
も
い
っ
し
ょ
に
行
け
る
の
だ
。」
と
い
う

こ
と
の
重
要
性
、
つ
ま
り
、「
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
い
ち
ば
ん
の
幸
福
を
さ

が
」
す
意
志
を
持
つ
こ
と
と
そ
れ
を
人
び
と
と
共
有
す
る
こ
と
の
重
要
性

が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
銀
河
鉄
道
の
夜
」（
初
期
形
第
三
次
稿
）
の
認

識
に
お
い
て
、〈
世
界
〉
は
「
私
」
と
い
う
主
体
と
距
離
を
取
っ
た
他
者

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
手
に
取
っ
て
関
わ
る
こ
と
の
で
き

る
「
私
」
と
あ
な
た
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
と
そ
の
先
駆
形
「
グ
ス
コ
ン
ブ

ド
リ
の
伝
記
」
に
は
「
歴
史
の
歴
史
」
と
い
う
メ
タ
概
念
が
登
場
す
る
。

中
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
を
し
た
学
生
が
ぎ
っ
し
り
で
す
。
向
ふ
は
大

き
な
崖
く
ら
ゐ
あ
る
黒
い
壁
に
な
っ
て
ゐ
て
そ
こ
に
た
く
さ
ん
の
白

い
線
が
引
い
て
あ
り
さ
っ
き
の
せ
い
の
高
い
眼
が
ね
を
か
け
た
人
が

大
き
な
声
で
講
義
を
や
っ
て
居
り
ま
し
た
。

「
す
な
は
ち
こ
ゝ
の
と
こ
ろ
か
ら
昔
の
方
を
見
る
と
昔
と
い
ふ
も
の

が
い
か
に
も
か
う
い
ふ
風
の
も
の
で
あ
る
と
〔
〕
見
え
る
。
決
し
て

も
う
こ
の
外
で
な
い
と
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
ゝ
の
と
こ
ろ
か
ら
見

れ
ば
昔
と
い
ふ
も
の
が
か
う
い
ふ
風
の
も
の
で
あ
る
と
大
ぶ
変
っ
て

見
え
る
。
そ
し
て
も
う
そ
の
外
の
も
の
で
な
い
と
見
え
る
か
ら
、
前

の
こ
の
見
方
は
う
そ
だ
と
云
ふ
。
と
こ
ろ
が
も
っ
と
こ
の
辺
に
来
て

見
る
と
か
う
い
ふ
風
に
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
ど
れ
が
ほ
ん
た
う
で
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あ
る
と
何
人
も
云
ふ
こ
と
が
で
き
ぬ
。」

　

み
ん
な
は
し
き
り
に
首
を
か
た
む
け
て
ど
う
も
わ
か
ら
ん
と
い
ふ

風
に
し
て
ゐ
ま
し
た
が
ブ
ド
リ
に
は
み
ん
な
な
る
ほ
ど
と
思
は
れ
ま

し
た
。

�

「
グ
ス
コ
ン
ブ
ド
リ
の
伝
記
」

中
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
服
装
を
し
た
学
生
が
ぎ
つ
し
り
で
す
。
向
こ
ふ

は
大
き
な
黒
い
壁
に
な
つ
て
ゐ
て
、
そ
こ
に
た
く
さ
ん
の
白
い
線
が

引
い
て
あ
り
、
さ
つ
き
の
せ
い
の
高
い
目
が
ね
を
か
け
た
人
が
、
大

き
な
櫓
の
形
の
模
型
を
、
あ
ち
こ
ち
指
し
な
が
ら
、
さ
つ
き
の
ま
ゝ

の
高
い
声
で
、
み
ん
な
に
説
明
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

ブ
ド
リ
は
そ
れ
を
一
目
見
る
と
、
あ
ゝ
こ
れ
は
先
生
の
本
に
書
い

て
あ
つ
た
歴
史
の
歴
史
と
い
ふ
こ
と
の
模
型
だ
な
と
思
ひ
ま
し
た
。

先
生
は
笑
ひ
な
が
ら
、
一
つ
の
と
つ
て
を
回
し
ま
し
た
。
模
型
は
が

ち
つ
と
鳴
つ
て
奇
体
な
船
の
や
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
が
ち

つ
と
と
つ
て
を
回
す
と
、
模
型
は
こ
ん
ど
は
大
き
な
む
か
で
の
や
う

な
形
に
変
り
ま
し
た
。

　

み
ん
な
は
し
き
り
に
首
を
か
た
む
け
て
、
ど
う
も
わ
か
ら
ん
と
い

ふ
風
に
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
ブ
ド
リ
に
は
た
ゞ
面
白
か
つ
た
の
で
す
。

�

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」

　

両
者
を
あ
わ
せ
る
と
、「
歴
史
の
歴
史
」
が
「
ど
れ
が
ほ
ん
た
う
で
あ

る
と
何
人
も
云
ふ
こ
と
が
で
き
ぬ
」
よ
う
な
不
確
か
さ
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
れ
も
本
当

で
あ
っ
て
、
そ
の
優
劣
を
決
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。
つ
ま
り
、〈
見
る
〉
場
所
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
「
歴
史
」
は
変

わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
歴
史
」
は
違
う
時
代

か
ら
見
れ
ば
「
う
そ
」
に
な
る
が
、
そ
の
時
代
に
は
「
ほ
ん
た
う
」
に
な

る
。
今
現
在
で
す
ら
「
う
そ
」
で
あ
り
、「
ほ
ん
た
う
」
で
あ
る
。
す
べ

て
の
可
能
性
が
同
時
に
成
立
す
る
よ
う
な
こ
の
認
識
世
界
は
、
ま
さ
に

〈
世
界
〉
の
〈
物
語
〉
化
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

両
博
士
の
発
言
を
用
い
て
、
賢
治
が
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
、
こ

の
よ
う
な
現
象
学
的
（
ま
た
は
量
子
力
学
的
）
と
も
い
え
る
世
界
観
を
提

示
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
賢
治
に
と
っ
て
重
要
な
の

は
、
そ
う
し
た
変
化
す
る
「
歴
史
」
や
〈
世
界
〉
を
前
に
し
て
、
瞬
間
瞬

間
に
自
分
の
心
の
な
か
で
生
起
し
て
い
る
こ
と
を
記
述
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
か
ら
だ
。「
歴
史
の
歴
史
」
は
、
そ
の
「
論
料
」（
デ
ー
タ
）
を

用
い
て
構
築
さ
れ
た
相
対
的
な
〈
物
語
〉
で
あ
り
、
そ
の
〈
物
語
〉
を
紡

ぐ
行
為
こ
そ
が
、
ひ
と
り
の
人
間
が
〈
世
界
〉
と
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る

た
っ
た
ひ
と
つ
の
方
法
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
論
料
」（
デ
ー
タ
）
と
し
て
記
述
し
、「
歴
史
の
歴
史
」
を

紡
ぎ
上
げ
る
こ
と
を
、
な
ぜ
賢
治
は
こ
こ
ま
で
希
求
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

伝
記
的
事
実
を
用
い
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
少
し
そ
の
点
に
つ
い
て
も
考

え
て
お
き
た
い
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
『
春
と
修
羅
』
に
収
録
さ

れ
て
い
る
「
噴
火
湾
（
ノ
ク
タ
ー
ン
）」
の
一
節
だ
ろ
う
。

　
　

駒
ヶ
岳
駒
ヶ
岳

　
　

暗
い
金
属
の
雲
を
か
ぶ
つ
て
立
つ
て
ゐ
る

　
　

そ
の
ま
つ
く
ら
な
雲
の
な
か
に

　
　

と
し
子
が
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
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あ
あ
何
べ
ん
理
智
が
教
へ
て
も

　
　

私
の
さ
び
し
さ
は
な
ほ
ら
な
い

　
　

わ
た
く
し
の
感
じ
な
い
ち
が
つ
た
空
間
に

　
　

い
ま
ま
で
こ
こ
に
あ
つ
た
現
象
が
う
つ
る

　
　

そ
れ
は
あ
ん
ま
り
さ
び
し
い
こ
と
だ

　
　
　
　
（
そ
の
さ
び
し
い
も
の
を
死
と
い
ふ
の
だ
）

　
　

た
と
へ
そ
の
ち
が
つ
た
き
ら
び
や
か
な
空
間
で

　
　

と
し
子
が
し
づ
か
に
わ
ら
は
う
と

　
　

わ
た
く
し
の
か
な
し
み
に
い
ぢ
け
た
感
情
は

　
　

ど
う
し
て
も
ど
こ
か
に
か
く
さ
れ
た
と
し
子
を
お
も
ふ

　
『
春
と
修
羅
』
で
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
と
題
さ
れ
た
詩
群
の
な
か
に

配
さ
れ
た
こ
の
詩
に
は
、
妹
ト
シ
へ
の
追
慕
の
念
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
と
な
る
の
は
ト
シ
を
賢
治
が
如
何
に
大
事
に
思
っ
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
方
法
で
あ
る
。
こ

こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、〈
世
界
〉
の
認
識
更
新
の
背
景
と
し
て
、
失

わ
れ
た
も
の
の
存
在
を
回
復
す
る
目
的
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
傍
線
部

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
死
は
存
在
の
消
滅
で
は
な
く
「
わ
た
く
し
の
感
じ

な
い
ち
が
つ
た
空
間
に
」「
現
象
が
う
つ
る
」
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

合
理
的
な
近
代
科
学
に
整
序
さ
れ
た
世
界
観
に
お
い
て
死
は
存
在
の
終
極

で
あ
っ
た
。
死
後
の
世
界
を
説
い
た
「
宗
教
は
疲
れ
て
」
人
び
と
へ
の
言

葉
を
失
い
、「
近
代
科
学
に
置
換
さ
れ
」
て
い
た
の
で
あ
る
。
賢
治
は
こ

う
し
た
近
代
的
世
界
観
の
な
か
で
死
ん
で
い
っ
た
ト
シ
の
〈
復
活
〉
を
宗

教
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
最
新
の
科
学
哲
学
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
現
象

学
的
多
世
界
観
を
持
ち
込
み
、〈
う
つ
る
〉
こ
と
に
見
い
だ
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、〈
世
界
〉
を
客
観
か
つ
合
理
的
で
確
定
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
人
び
と
の
主
観
的
認
識
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
現
象

的
な
も
の
へ
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
死
で
な
く
す
る
こ
と
に

賢
治
の
目
的
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
振
り
返
れ
ば
、「
銀

河
鉄
道
の
夜
」（
初
期
形
第
三
次
稿
）
で
の
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
の
言
葉
は

カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
を
失
っ
て
嘆
く
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ク
ー
ボ
ー
大
博
士
の
理
論
を
知
っ
た
ブ
ド
リ
は
「
こ
の
お
話
の
は
じ
ま
り

の
や
う
に
な
る
筈
の
、
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
」

と
「
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
や
ネ
リ
」
を
救
い
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
」
の

「
お
話
」
を
異
な
る
「
現
象
」
へ
と
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は

喪
失
の
体
験
を
異
化
す
る
た
め
に
新
し
い
〈
世
界
〉
の
認
識
の
仕
方
を
手

に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

明
滅
す
る
心
象
を
記
述
し
続
け
、
膨
大
な
「
論
料
」
を
手
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、〈
世
界
〉
を
新
た
な
〈
物
語
〉
と
し
て
組
み
替
え
て
い
く
。

そ
れ
は
、
行
き
詰
ま
り
混
乱
し
た
近
代
的
〈
世
界
〉
を
一
度
解
体
し
、
言

語
に
よ
る
認
識
の
転
位
に
よ
っ
て
再
統
合
し
た
新
た
な
〈
世
界
〉
を
紡
ぎ

出
す
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
個
人
的
な
救
済
の
思
い
か
ら
は
じ

ま
っ
た
で
あ
ろ
う
、賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
、主
体
の
働
き
は
、〈
世
界
〉

と
個
人
の
関
係
を
問
い
直
す
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
交
差
点

　

そ
も
そ
も
認
識
す
る
主
体
が
異
な
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
感
じ
る
〈
世
界
〉

は
異
な
る
し
、
同
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
時
間
や
空
間
が
異
な
れ
ば
や
は
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り
感
じ
る
〈
世
界
〉
は
異
な
る
。
こ
う
し
た
主
体
に
即
し
た
テ
ク
ス
ト
生

成
を
運
動
と
し
て
試
み
て
い
た
宮
澤
賢
治
と
、
同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩

は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
か
く
、
同
時
代
の

詩
壇
と
、
物
理
的
に
も
文
学
的
に
も
距
離
を
取
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る

こ
と
の
多
い
宮
澤
賢
治
だ
が
、
実
際
に
は
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
共
通
す
る
認
識
の
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
賢
治

と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
詩
の
ア
ポ
リ

ア
に
い
か
に
取
り
組
ん
で
い
た
か
を
比
較
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
入
り
口
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、
保
阪
嘉
内
へ
の
手
紙
で
あ
る
。

私
は
前
の
手
紙
に
階
書
で
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
書
き
列
ね
て
あ
な
た

に
御
送
り
致
し
ま
し
た
。
あ
の
南
の
字
を
書
く
と
き
無
の
字
を
書
く

と
き
私
の
前
に
は
数
知
ら
ぬ
世
界
が
現
じ
又
滅
し
ま
し
た
。
あ
の
字

の
一
一
の
中
に
は
私
の
三
千
大
千
世
界
が
過
去
現
在
未
来
に
亘
っ
て

生
き
て
ゐ
る
の
で
す（
５
）。

　

賢
治
は
、
盛
岡
高
等
農
林
時
代
の
親
友
で
あ
る
保
阪
に
、
法
華
経
を
勧

め
る
手
紙
を
い
く
つ
も
書
き
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
う
ち
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
賢
治
が
「
南
無
妙
法
蓮
華

経
」
と
い
う
文
字
の
一
字
一
字
に
「
過
去
現
在
未
来
」
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
と
感
じ
て
い
る
点
だ
。
ひ
と
つ
の
言
葉
に
長
い
時
間
的
ス
パ
ン
を
盛
り

込
み
、「
数
知
ら
ぬ
世
界
」
が
明
滅
す
る
と
し
た
こ
の
言
葉
に
も
、
既
に

論
じ
て
き
た
よ
う
な
〈
世
界
〉
を
言
葉
に
よ
っ
て
組
み
替
え
よ
う
と
す
る

認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
字
に
よ
っ
て
書
き
連
ね
ら
れ
た
〈
世
界
〉
と
時
間
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
や
は
り
『
春
と
修
羅
』
で
示
さ
れ
た
認
識
に
触
れ
て
お

こ
う
。「
げ
ん
し
や
う
」
と
し
て
の
「
世
界
」
は
「
心
象
や
時
間
そ
れ
自

身
の
性
質
と
し
て
／
第
四
次
延
長
の
な
か
で
主
張
さ
れ
」
る
と
す
る
が
、

そ
れ
は
直
線
的
な
一
方
通
行
の
時
間
概
念
を
突
き
崩
す
も
の
で
あ
っ
た
。

再
び
「
序
」
の
言
葉
を
み
る
と
、「
こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の
／
過
去
と

か
ん
ず
る
方
角
か
ら
／
紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね
／
（
す
べ
て
わ
た
く

し
と
明
滅
し
／
み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
）
／
こ
こ
ま
で
た
も
ち

つ
ゞ
け
ら
れ
た
／
か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
つ
／
そ
の
と
ほ
り
の

心
象
ス
ケ
ツ
チ
で
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は
「
青
森
挽

歌
」
に
記
さ
れ
た
生
の
世
界
と
死
の
世
界
と
を
「
お
れ
た
ち
の
空
間
の
方

向
」「
感
ぜ
ら
れ
な
い
方
向
」
と
い
っ
た
方
向
感
覚
と
で
と
ら
え
て
い
る

の
と
同
様
に
、「
過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
」
と
い
う
よ
う
に
時
間
も
ま
た

空
間
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、「
第
四
次
延
長
」

と
い
う
世
界
認
識
に
お
い
て
は
、生
／
死
や
時
間
（
過
去
／
現
在
／
未
来
）

と
い
っ
た
人
間
が
関
与
で
き
な
い
も
の
が
、「
紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
」
を
用

い
る
こ
と
で
自
由
に
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

自
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
そ
う
し
た
「
第
四
次
延
長
」
の
自
由
さ
の
な
か
に

お
い
た
賢
治
は
、
実
際
に
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
常
に
更
新
し
続
け
て
い
く
。

そ
こ
で
は
未
来
が
過
去
を
書
き
換
え
る
の
み
な
ら
ず
、
過
去
が
未
来
の
自

分
の
精
神
を
上
書
き
す
る
と
い
っ
た
作
用
も
起
こ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
も
ま
た
定
稿
の
な
い
運
動
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
方

と
符
合
す
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
時
間
と
言
葉
の
相
関
関
係
こ
そ
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム

詩
と
宮
澤
賢
治
の
共
通
す
る
問
題
意
識
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
二
〇
年

代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
展
開
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
と
詩
論
の
達
成
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宮澤賢治の主体認識と同時代との連関

判
も
第
一
歩
は
こ
の
点
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
冊
子
「
詩
と
詩
論
」
刊
行
の
主
要
な
目
的
は
、
わ
れ
〳
〵
が

詩
壇
に
対
し
て
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の

も
の
を
、実
践
す
る
に
あ
る
、の
で
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
が
、い
ま
こ
ゝ

に
旧
詩
壇
の
無
詩
学
的
独
裁
を
打
破
し
て
、
今
日
の
ポ
エ
ジ
ー
を
正

当
に
示
し
得
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
、
何
ん
と
い
ふ
喜
び
で
あ
ら
う
。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
る
春
山
の
意
識
を
読
み
解
く
と
、「
旧
詩
壇
」
へ
の
批

判
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、「
詩
学
」
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
彼

ら
が
「
詩
学
」
を
持
た
ず
に
詩
壇
を
「
独
裁
」
し
、「
今
日
の
ポ
エ
ジ
ー

を
」
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
春
山
は
不
満
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

春
山
の
「
詩
学
」・「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
い
っ
た
語
は
、
春
山
自
身
が
詳
し

い
定
義
を
示
し
て
い
な
い
た
め
意
味
の
確
定
が
し
に
く
い
と
い
う
難
点
が

あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
春
山
は
朔
太
郎

を
「
無
詩
学
」
だ
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
は
朔
太
郎
の
詩
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

右
に
記
し
た
よ
う
に
、
春
山
は
朔
太
郎
の
口
語
自
由
詩
に
強
い
影
響
を
受

け
て
詩
を
書
き
始
め
て
い
る
。『
月
に
吠
え
る
』（
感
情
詩
社
、一
九
一
七
）

の
「
序
」
に
あ
る
よ
う
に
、
朔
太
郎
は
自
ら
の
詩
に
つ
い
て
「
人
心
の
内

部
に
顫
動
す
る
所
の
感
情
そ
の
も
の
の
本
質
を
凝
視
し
、
か
つ
感
情
を
さ

か
ん
に
流
露
さ
せ
る
こ
と
」
が
目
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
誰
と
も
分
か
ち

あ
う
こ
と
の
で
き
な
い
「
特
異
心
性
質
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
朔
太
郎

は
こ
の
「
特
異
心
性
質
」
を
誰
か
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
詩

の
喜
び
が
あ
る
と
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
分
析
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
朔
太
郎
は
詩
の
か
く
あ
る
べ
き
姿
を
主
張
す
る
も
の
の
、

の
ひ
と
つ
に
言
葉
の
「
伝
統
」
の
発
見
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言

葉
は
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
、
連
綿
た
る
歴
史
性
を

持
っ
て
い
る
こ
と
、
詩
人
は
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
セ
ン
ス
、「
歴
史
的
意
識
」

に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
性
を
自
覚
し
、
言
葉
を
こ
れ
ま
で
の
使
用
か
ら
異
化

し
て
い
く
こ
と
が
文
学
的
営
為
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
と
詩
論
の
こ
う
し
た
発
見
を
検
討
す
る
。

　

一
九
二
〇
・
三
〇
年
代
を
代
表
す
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
は
詩
人
・
春
山
行

夫
で
あ
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
や
北
園
克
衛
ら
と
詩
誌
『
詩
と
詩
論
』（
一

九
二
八
・
九
～
一
九
三
一
・
一
一
）
を
刊
行
し
、
阿
部
知
二
の
い
う
「
主

知
的
文
学
論
」
と
連
繋
し
な
が
ら
、
春
山
は
日
本
の
近
・
現
代
詩
に
重
要

な
足
跡
を
残
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

こ
の
春
山
は
名
古
屋
で
佐
藤
一
英
ら
と
詩
誌
『
青
騎
士
』（
一
九
二
二
・

九
～
一
九
二
四
・
六
）
を
立
ち
上
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
文
学
生
活
を
始

め
た
。
彼
は
当
初
、
同
時
代
の
流
行
と
同
様
に
萩
原
朔
太
郎
が
切
り
拓
い

た
口
語
自
由
詩
を
書
い
て
い
た
が
、
一
九
二
四
年
に
上
京
し
て
か
ら
は
百

田
宗
治
の
詩
誌
『
椎
の
木
』
に
加
わ
り
、
よ
り
自
由
な
散
文
詩
を
目
指
す

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
厚
生
閣
書
店
に
入
社
し
、『
詩
と
詩
論
』
を
編

集
運
営
す
る
の
は
、
ま
さ
に
春
山
の
こ
う
し
た
変
化
の
時
期
に
あ
た
る
。

彼
が
『
詩
と
詩
論
』
に
お
い
て
目
指
し
た
も
の
を
確
認
し
よ
う
。『
詩
と

詩
論
』
第
一
冊
の
「
後
記
」
に
は
次
の
よ
う
な
「
刊
行
の
主
要
な
目
的
」

を
述
べ
た
宣
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

わ
れ
〳
〵
に
と
つ
て
、
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
わ
れ
〳
〵
の

こ
と
は
わ
れ
〳
〵
自
身
が
、
こ
れ
を
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
の
詩
壇
に
対
す
る
凡
て
、
そ
の
主
張
も
批
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反
動

→
創
造

　
　
　

混
乱

→
綜
合

　
　
　

病
的

→
健
康

　
　
　

波
動
的

→
建
築
的

　
　

内
容
主
義

→
様
式
主
義

　
　
　

朦
朧

→
明
快

　
　
　

独
断

→
分
析

　
　
　

盲
進

→
批
評
的

　
　
　

告
白
的

→
純
粋
意
識
的

　
　
　

心
理
的

→
主
知
的

　

こ
こ
で
示
さ
れ
た
春
山
の
観
点
を
見
て
い
け
ば
、
春
山
に
と
っ
て
の
新

し
い
詩
の
あ
る
べ
き
姿
が
見
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
認
識
を
も
と
に
、
春

山
は
、
同
時
代
の
詩
が
「
本
来
の
ポ
エ
ジ
イ
」
を
失
っ
て
「Ego

的
ポ
エ

ジ
イ
」
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
現
代
芸
術
の
本
質

に
於
て
」
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
「Ego

とCubi

の
二
傾
向
」
に
あ

る
と
し
な
が
ら
、「Ego

→cubi

へ
の
不
断
の
流
動
」
が
求
め
ら
れ
る
の

が
「
近
代
詩
の
転
回
」
だ
と
し
、「cubi

の
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ

れ
は
愉
快
な
ポ
エ
ジ
イ
の
飛
躍
を
見
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
提
言

を
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
春
山
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
導
か

れ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
目
指
そ
う
と
し
た
詩
の
新
し
い
フ
ォ
ル
ム
と
は
、

そ
れ
ま
で
の
個
人
的
な
抒
情
の
世
界
を
一
度
離
れ
、
個
人
の
主
観
的
認
識

を
客
観
化
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
詩
の
世
界
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
も

の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
の
厳
密
な
使
用
が
求
め
ら

れ
た
と
き
、
新
た
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
言
葉
の
歴
史
性
に
つ
い
て
で

そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
「
酔
い
」
や
「
香
気
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
、

感
覚
的
な
言
葉
で
語
る
に
と
ど
ま
る
。
春
山
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
こ

う
し
た
論
理
的
分
析
の
な
さ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
花
を
咲
か

せ
よ
う
と
思
え
ば
、
誰
で
も
咲
か
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
同
じ
よ

う
に
や
っ
て
い
る
は
ず
で
も
、
な
ぜ
か
上
手
い
人
が
い
る
。
上
手
い
人
は

何
と
な
く
水
を
や
っ
た
り
肥
料
を
や
っ
た
り
、
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
で
き

る
か
ら
花
を
う
ま
く
咲
か
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
説
明
し
て
く
れ
と

言
わ
れ
て
も
感
覚
的
な
こ
と
を
う
ま
く
説
明
で
き
る
人
は
少
な
い
。
実
際
、

そ
の
「
感
覚
」
な
る
も
の
が
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
的

な
説
明
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
こ
れ
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
す
る
の
が
春
山
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
個
々
の
感
性
に
根
ざ

し
た
感
覚
的
な
詩
を
人
び
と
が
互
い
に
理
解
し
合
う
た
め
の
翻
訳
機
と
な

る
も
の
こ
そ
が
「
詩
学
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
構
築
す
る
た
め
に
主
知
主
義

が
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
が
感
性
に
由
来
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
詩
人
は
言
葉
を
い
か
に
利
用
す
る
か
、
そ
し
て
言

葉
か
ら
読
者
が
何
を
受
け
と
る
か
と
い
っ
た
、
言
語
の
性
質
や
そ
れ
に
関

わ
る
人
間
の
性
質
を
熟
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
春
山
の「
詩
学
」

／
「
ポ
エ
ジ
ー
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

春
山
が
目
指
し
た
詩
の
傾
向
は
、
近
代
科
学
の
分
析
的
視
点
を
徹
底
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
さ
し
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
左
に
示
す
新
旧
詩
の
転
換
の
構
図（
６
）か

ら
も
明
ら
か
だ

ろ
う
。

　
　

主
観

→
客
観

　
　
　

破
壊

→
組
織
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が
現
れ
た　

君
は　

な
ん
だ　

い
つ
た
い　

な
ん
だ
！　

す
る
と
純

白
の
硝
子
棚
が
庭
園
の
方
へ
出
て
行
っ
て
し
ま
ひ
ま
す　

金
属
の
窓

を
あ
け
て
夏
の
海
洋
に
輝
く
ホ
テ
ル
を
眺
め
て
ご
ら
ん　

純
白
の
ホ

テ
ル
を
見
て
ご
ら
ん
よ
！　

と
つ
ぜ
ん
に
空
間
が
破
れ
て
直
線
の
下

を
緑
色
の
猫
が
通
過
し
た

　
　
　

水
晶
の
踵
の
尖
っ
た
明
白
な
襟
飾
の
少
年

飛
行
眼
鏡
を
懸
け
た
踊
子
よ　

あ
な
た
は
蛍
色
の
拠
物
線
に
跨
つ
て

M
etaphysiche�A

nfangsgrunde�der　

N
aturw

issenschaft

と
い
ふ
歌
を
歌
ふ　

見
る
と　

直
線
や
曲
線
だ
ら
け
の
空
間
の
底
で

メ
エ
デ
エ
が
一
群
の
ピ
ス
ト
ン
に
な
つ
て
動
い
て
ゐ
た

　
　
　

金
属
の
縞
あ
る
少
年
と
黄
色
い
手
術
室
の
環

あ
る
極
限
に
来
る
と
逆
に
ぶ
ら
さ
が
つ
て
し
ま
つ
た　

弾
条
の
ほ
ぐ

れ
る
の
は
ま
も
な
く
で
す　

そ
れ
か
ら
額
帯
鏡
の
や
う
な
も
の
で
黄

色
い
円
錐
を
求
め
な
が
ら　

ス
ポ
イ
ト
の
や
う
な
も
の
で
蛍
色
の
限

界
を
静
か
に
吸
ひ
は
じ
め
た

　
　
　

聡
明
な
鉛
の
魚　

ま
た
は
フ
ラ
ス
コ
の
中
の
曲
線

円
錐
曲
線
を
は
づ
せ　

す
る
と
純
白
の
猿
が
孔
雀
色
の
眼
鏡
を
静
か

に
懸
け　

水
晶
の
パ
ラ
シ
ウ
ト
に
決
っ
て
ビ
ヤ
ホ
オ
ル
の
か
な
た
に

消
え
て
し
ま
ふ

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
内

容
を
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
春
山
が
詩
論
を
構
築
す
る
際
に
、

そ
の
都
度
、
言
及
し
て
い
た
の
が
こ
の
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
論
で

あ
っ
た
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
「
伝
統
と
個
人
的
才
能（
７
）」

と
訳
さ
れ
る
評
論
で
、

一
人
の
詩
人
の
偉
大
さ
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
「
過
去
の
過
去
性

の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
現プ
レ
ゼ
ン
ス存を

知
覚
」
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
述
べ
る
。

詩
人
は
「
単
独
で
は
自
己
の
完
全
な
意
味
」
を
持
た
ず
、
自
ら
の
詩
語
の

な
か
に
か
つ
て
の
詩
人
た
ち
の
紡
い
だ
詩
語
を
取
り
込
む
こ
と
で
は
じ
め

て
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
春
山
の
「
詩
論
」
に
「
モ
ダ
ニ
ス

ト
詩
人
は
そ
の
特
殊
化
、
専
門
化
し
た
詩
の
技
術
と
同
時
に
、
歴
史
的
な

努
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
は
、
エ
リ
オ
ツ
ト
の
歴
史
的
意
識
と
い

ふ
意
味
に
同
じ
く
、
詩
の
伝
統
と
い
ふ
こ
と
、
詩
の
芸
術
（the�art�of�

poetry

）、
即
ち
、
詩
の
過
去
に
於
け
る
機
能
や
効
用
に
つ
い
て
知
り
、

そ
の
現
在
に
於
け
る
適
応
性
や
可
能
性
を
知
ら
ね
ば
な
ら
」
ぬ（
８
）と
い
う
主

張
が
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
詩
論
の
中
心
的
骨
格
を
成
し
て
い
く
。
か
く
し

て
一
九
二
〇
か
ら
三
〇
年
代
の
詩
人
た
ち
は
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
春

山
の
詩
論
を
中
心
に
、
言
葉
の
な
か
の
歴
史
性
を
自
覚
し
、
そ
の
歴
史
性

か
ら
い
か
に
し
て
離
れ
て
い
き
、
同
時
に
新
し
い
関
係
性
を
い
か
に
結
ん

で
い
く
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
モ
ダ
ニ

ズ
ム
詩
人
の
こ
う
し
た
傾
向
は
春
山
の
み
な
ら
ず
、
北
園
克
衛
の
詩
な
ど

か
ら
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

軽
金
属
の
頸
と
そ
の
眼
球
の
紫
の
瓦
斯

水
晶
の
頬
が
思
は
ず
ほ
つ
と
紫
色
に
な
る
と　

天
空
に
黄
色
い
円
錐
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が
ど
の
よ
う
に
接
続
さ
れ
た
の
か
を
最
後
に
指
摘
し
て
、
稿
を
ま
と
め
る

こ
と
と
す
る
。

　

草
野
心
平
は
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

　
　
　

吾
々
の
尊
敬
す
る
詩
人
宮
沢
賢
治
は
言
ふ
。

　
　
　

蒼
鉛
色
の
暗
い
空
か
ら

　
　
　

み
ぞ
れ
は
び
じ
よ
び
じ
よ
沈
ん
で
く
る

　

宮
沢
賢
治
に
よ
っ
て
世
界
中
の
霙
は
降
ら
な
い
こ
と
に
な
つ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
私
一
個
の
独
断
の
た
め
の
独
断
で
あ
ら
う
か
。（
詩

集
「
春
と
修
羅
」
を
読
ま
な
い
こ
と
は
損
失
ぢ
や
な
い
か
）
詩
人
は

アマ
マ

ポ
ツ
ク
を
生
き
る
こ
と
に
生
甲
斐
を
感
じ
る
。
極
言
す
れ
ば
そ
の

こ
と
の
み
に
胴
ぶ
る
い
す
る
。

　

こ
の
賢
治
評
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
で
あ
る
草
野
が

賢
治
の
テ
ク
ス
ト
に
自
分
た
ち
の
問
題
意
識
を
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
を

示
す
好
例
だ
ろ
う
。「
永
訣
の
朝
」
に
記
さ
れ
た
名
詞
〈「
み
ぞ
れ
」〉
と

動
詞
〈「
沈
」
む
〉
の
接
続
さ
れ
た
表
現
を
取
り
上
げ
、「
世
界
中
の
霙
は

降
ら
な
い
こ
と
に
な
つ
た
」
と
い
う
草
野
の
指
摘
は
、「
み
ぞ
れ
」
に
か

か
る
述
語
を
「
降
る
」
か
ら
「
沈
む
」
に
切
り
替
え
た
こ
と
で
起
こ
る
心

的
展
開
を
「
エ
ポ
ツ
ク
」
だ
と
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。「
み
ぞ
れ
が

降
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
み
ぞ
れ
が
沈
む
」
と
す
る
こ
と
で
、
言
葉
の

歴
史
性
を
漂
白
し
、
個
人
の
心
情
を
経
由
し
て
新
た
な
文
章
表
現
を
生
み

出
す
。
ま
さ
に
一
九
二
〇
か
ら
三
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
た
ち
の
求

め
た
表
現
の
刷
新
そ
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
草
野
の
問
題
意
識

は
詩
「
生
殖　

Ⅰ
」
に
端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（
後
略（
９
））

　

北
園
は
こ
の
詩
に
お
い
て
、
目
に
見
え
る
世
界
を
も
と
に
、
言
語
の
通

常
の
連
結
を
解
除
し
、
新
し
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
世
界
と
し
て
再
構
成
し
て

い
る
。
春
山
は
ポ
エ
ジ
イ
の
純
粋
性
は
「
意
味
の
な
い
詩
」
を
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
実
験
さ
れ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
北
園
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
詩
は
言
語
を
、
こ
れ
ま
で
の
使
用
履
歴
の
集
成
で
あ
る
意
味
、
す
な

わ
ち
歴
史
性
か
ら
解
放
し
、
北
園
克
衛
と
い
う
詩
人
の
詩
的
感
性
に
よ
っ

て
再
構
築
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
詩
の
内
部
に
存
在
す
る
主
体
は
、
意
味

か
ら
解
放
さ
れ
て
宙
づ
り
に
な
っ
て
い
る
言
葉
を
自
由
自
在
に
用
い
る
こ

と
で
、
彼
の
心
象
風
景
を
素
描
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

詩
の
根
幹
を
成
す
も
の
が
抒
情
で
あ
る
と
す
る
と
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
は

そ
の
抒
情
性
か
ら
遠
く
離
れ
た
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
は
、
抒
情

す
る
た
め
に
も
っ
と
も
腐
心
し
た
詩
の
形
式
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
言
葉
の
使
用
法
を
刷
新
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
新

し
い
〈
世
界
〉
へ
と
認
識
を
更
新
し
、
そ
の
な
か
に
生
起
す
る
自
ら
の
詩

情
を
表
わ
す
こ
と
が
、
そ
の
詩
作
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。四

、〈
世
界
〉
は
言
葉
に
よ
っ
て
広
が
っ
た

　

賢
治
や
同
時
代
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
言
葉
と
抒
情
の
関
係
を
再
構
築

す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
し
て
あ
っ
た
。
異
な
る
場
所
で
同
じ
系
統
の

問
題
を
問
お
う
と
し
て
い
た
宮
澤
賢
治
を
中
央
詩
壇
に
紹
介
し
た
の
が
、

や
は
り
草
野
心
平
で
あ
っ
た
。
草
野
の
賢
治
理
解
と
詩
論
を
通
じ
て
両
者
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そ
れ
よ
り
も
も
つ
と
決
定
的
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ア　

リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
故

を
も
つ
て
、
或
は
又
ブ
ル
ジ
ヨ
ア　

ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
故
を
も
つ
て
。

彼
等
は
社
会
科
学
の
認
識
に
於
て
確
固
た
る
方
向
を
も
つ
て
ゐ
な
い
。

従
つ
て
そ
れ
を
芸
術
上
に
於
て
も
表
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ

こ
で
必
然
、
フ
オ
ル
ム
の
「
新
」
に
於
て
「
芸
術
の
新
」
を
か
ち
得

よ
う
と
す
る
逃
亡
（
努
力
）
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
恰
度
彼
等
の
マ

ル
セ
ル
・
ソ
オ
ヴ
ア
ジ
ユ
が
「
脱
走
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
を
、
無
意

識
の
青
草
の
上
に
置
か
う
。
僕
が
言
ひ
た
い
の
は
、
も
つ
と
大
き
な

自
由
だ
。
も
つ
と
直
線
的
で
な
い
幻
想
だ
。
つ
ま
り
独
立
な
の
だ
。」

と
い
つ
た
や
う
に
。
自
由
―
―
全
く
だ
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
自
由
は
青

草
の
上
に
あ
る
。
そ
し
て
人
間
に
「
独
立
」
が
あ
る
と
思
ふ
ほ
ど
エ

ゴ
イ
ス
テ
イ
ツ
ク
な
認
識
の
上
に
。

　

右
の
詩
論
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
草
野
は
自
己
の
「
フ
オ
ル
ム
の

革
命
」
や
「
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
に
於
け
る
何
で
あ
る
か
」
を
今

の
詩
人
は
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
草
野
に
と
っ
て
詩
を

書
く
こ
と
は
、
言
葉
を
用
い
て
抒
情
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
抒
情
の
背

後
に
あ
る
社
会
（
こ
れ
を
生
産
諸
関
係
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）
と
の

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

こ
ま
で
し
て
は
じ
め
て
、
詩
人
は
本
来
、
他
者
と
共
有
不
可
能
な
個
人
の

心
象
風
景
を
、
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
言
葉
を
用

い
て
表
現
す
る
と
い
う
、
矛
盾
し
た
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
詩
作
の
目
的
と
な
る
。「
る
」
と
い
う
一
文
字
の
連
続

で
す
ら
、「
生
殖
」
ま
た
は
「
春
殖
」
と
い
う
題
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、

新
た
な
関
係
性
を
生
じ
さ
せ
、
自
ら
の
〈
物
語
〉
を
そ
こ
に
託
す
こ
と
が

る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る

る

　

草
野
は
こ
の
詩
で
「
る
」
一
文
字
を
複
数
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
蛙

の
卵
を
表
現
し
た
。
も
と
も
と
「
る
」
と
い
う
一
文
字
だ
け
で
は
歴
史
性

が
入
る
余
地
は
か
な
り
狭
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
そ
ぎ
落
と

し
、「
る
」
と
い
う
文
字
の
形
象
だ
け
を
残
し
、
そ
こ
に
新
た
に
草
野
の

詩
的
抒
情
を
充
填
す
る
こ
と
で
、
こ
の
詩
は
た
だ
の
文
字
の
羅
列
で
は
な

く
、
詩
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
草
野
は
形

式
と
内
容
の
問
題
に
つ
い
て
、
自
ら
の
詩
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
詩
集
等
々
を
現
在
い
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
の
時

代
々
々
に
新
鮮
な
フ
ォ
ル
ム
を
展
開
し
た
と
い
ふ
に
止
ま
る
。
そ
れ

ら
の
人
々
及
び
欠
名
し
た
そ
れ
ら
の
人
々
は
意
識
的
に
或
は
無
意
識

的
に
自
己
の
フ
オ
ル
ム
を
作
り
、
又
は
つ
く
る
こ
と
に
努
力
し
た
。

取
材
の
「
新
へ
」
と
同
時
に
フ
オ
ル
ム
の
革
命
を
意
図
し
た
。
で
又

先
に
も
ど
ら
う
。
で
私
は
彼
等
の
フ
オ
ル
ム
へ
の
努
力
を
見
る
。
そ

し
て
首
肯
す
る
。「
新
ら
し
い
フ
オ
ル
ム
へ
の
発
達
は
…
…
個
々
の

フ
オ
ル
マ
リ
ス
ト
の
手
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
」（
百
田
宗

治
）
こ
れ
も
正
し
い
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
す
る
重
大
な
る
、

最
も
重
大
な
る
問
題
が
他
に
あ
る
。
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
に

於
け
る
何
で
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
二
に
私
の
言

は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
何
が
故
に
フ
オ
ル
マ

リ
ス
ト
に
走
つ
た
か
、
詩
に
於
け
る
当
然
に
於
て
、
勿
論
。
そ
し
て

（
11
）

（
10
）
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五
つ
も
六
つ
も
地
球
が
こ
ろ
ん
で
く
る

　
　

さ
う
し
て
女
に

　
　

僕
は
言
つ
た

　
　

世
間
は
ひ
と
つ
の
地
球
で
間
に
合
つ
て
も

　
　

ひ
と
つ
ば
か
り
の
地
球
で
は

　
　

僕
の
世
界
が
広
す
ぎ
る
。

　

高
橋
新
吉
や
金
子
光
晴
と
交
流
を
持
ち
、
草
野
心
平
と
と
も
に
『
歴
程
』

に
参
加
し
た
こ
の
詩
人
は
「
ひ
と
つ
ば
か
り
の
地
球
で
は
／
僕
の
世
界
が

広
す
ぎ
る
」
と
詠
っ
た
。〈
世
界
〉
を
言
葉
で
再
構
築
す
る
術
を
知
っ
た

モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
詩
人
に
と
っ
て
、〈
世
界
〉
は
「
ひ
と
つ
ば
か
り
の

地
球
」
で
は
足
り
な
い
ほ
ど
、
広
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
た
ち
が
、
広
が
り
す
ぎ
た
〈
世
界
〉
ゆ
え
に
か
、
一
九

三
〇
年
代
後
半
か
ら
再
び
〈
伝
統
〉
と
い
う
枠
組
み
へ
の
回
帰
を
は
じ
め

て
い
っ
た
こ
と
は
今
な
お
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
や
は
り
没
後
す
ぐ
の
詩
人
と
し
て
の
宮
澤
賢
治

を
評
価
し
、
そ
の
後
も
「
昭
和
か
ら
次
の
代
に
亘
る
詩
人
」
と
し
て
高
い

評
価
を
与
え
続
け
た
保
田
與
重
郎
は
評
論
家
と
し
て
の
出
発
期
に
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
や
萩
原
朔
太
郎
に
触
れ
、
数
多
く
の
詩
に
ま
つ
わ
る
論
稿
を
書

い
て
い
た
。保
田
は
そ
の
後
、古
典
回
帰
と
日
本
主
義
に
突
き
進
ん
で
い
っ

た
が
、
彼
の
論
理
的
転
回
に
も
三
〇
年
代
後
半
の
詩
人
た
ち
と
同
様
の
傾

向
を
見
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
世
界
〉
の
言
葉
に
よ
る
再
構
築
と
、

そ
れ
に
よ
る
〈
伝
統
〉
の
再
発
見
に
は
深
い
連
関
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

で
き
る
。
そ
れ
が
草
野
の
詩
の
作
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
詩
を
書
い

た
草
野
心
平
だ
か
ら
こ
そ
、
賢
治
の
生
前
か
ら
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
同
時

代
性
と
先
進
性
に
着
目
し
、
自
分
た
ち
の
詩
論
の
具
体
的
表
現
と
し
て
称

揚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
宮
澤
賢
治
を
は
じ
め
、
一
九
二
〇
か
ら
三
〇
年
代
の

詩
人
た
ち
が
言
葉
の
歴
史
性
へ
の
注
目
と
、
そ
の
関
係
性
を
組
み
替
え
る

こ
と
で
新
し
い
〈
世
界
〉
認
識
が
可
能
に
な
る
こ
と
へ
の
挑
戦
を
繰
り
広

げ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
こ
の
時
期
に
い
た
る
ま
で
の
近
代
詩
は
、

言
葉
の
持
つ
歴
史
性
や
象
徴
性
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
を
用
い
て
先
人
た

ち
と
共
有
さ
れ
る
文
学
的
詩
境
に
参
加
す
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
詩
的
達
成

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
突
き
崩
し
て
、
徹
底
的
に
個
人
的
な
〈
世
界
〉
を

構
築
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
賢
治
や
同
時
代
の
詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
い

わ
ば
、
彼
ら
は
き
わ
め
て
個
人
的
な
抒
情
を
表
明
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
知
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
既
存
の
枠
組
み
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
賢
治
よ
り
七
歳
年
下
の
沖
縄
出
身
の
詩
人
・
山
之
口
貘
に

「
僕
の
詩
」（『
思
弁
の
苑
』、
む
ら
さ
き
出
版
部
、
一
九
三
八
）
と
い
う
詩

が
あ
る
。

　
　

僕
の
詩
を
み
て

　
　

女
が
言
つ
た

　
　

ず
ゐ
ぶ
ん
地
球
が
お
好
き
と
み
え
る

　
　

な
る
ほ
ど

　
　

僕
の
詩　

な
が
め
て
ゐ
る
と

（
12
）

（
13
）
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宮澤賢治の主体認識と同時代との連関

本　

蛙
』（
大
地
書
房
、
一
九
四
八
）
で
は
「
春
殖
」
と
改
題
）。

（
11
）　

草
野
心
平
「
君
も
僕
も
退
屈
し
な
い
か
」（『
詩
神
』、
一
九
二
九
・
八
）。

（
12
）　

保
田
與
重
郎
「
雑
記
帖
（
一
）」（『
コ
ギ
ト
』、
一
九
三
七
・
四
）。

（
13
）　

保
田
與
重
郎
「
伊
東
静
雄
を
哭
す
」（『
祖
国
』、
一
九
五
三
・
六
）。

附
記

◆
宮
澤
賢
治
の
文
章
の
引
用
は
全
て
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』』（
全
一
九
冊
、

筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
～
二
〇
〇
九
）
に
拠
る
。

◆
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
に
際
し
て
圏
点
・
ル
ビ
は
省
略
し
、
仮
名
づ
か
い
は

原
文
の
ま
ま
と
し
て
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
な
お
引
用
文
中
の
傍
線
は
、

断
り
な
き
場
合
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

◆
本
稿
は
、
博
士
学
位
申
請
論
文
「〈
世
界
全
体
〉
の
再
創
造
―
一
九
三
〇
年
代
、

宮
澤
賢
治
受
容
と
そ
の
背
景
―
」（
慶
應
義
塾
大
学
、
二
〇
一
六
年
一
月
受
理
、

二
〇
一
七
年
一
月
学
位
取
得
）
と
一
部
内
容
が
重
な
る
点
が
あ
る
。

◆
本
稿
は
「
宮
澤
賢
治
『
春
と
修
羅
』
に
お
け
る
主
体
と
そ
の
ま
な
ざ
し
―
モ

ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
の
交
差
点
―
」（
法
政
大
学
国
文
学
会
大
会
、
二
〇
一
八
・

七
・
二
八
）
と
題
し
た
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
会
場
で
い
た
だ
い
た
ご

質
問
や
ご
指
摘
に
対
し
、
心
か
ら
の
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
む
ら
や
ま　

り
ゅ
う
・
本
学
助
教
）

が
、
そ
れ
を
述
べ
る
た
め
の
紙
幅
は
も
は
や
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

注（
１
）　

中
原
中
也
「
宮
澤
賢
治
の
詩
」（『
レ
ツ
ェ
ン
ゾ
』、
一
九
三
五
・
六
）。

（
２
）　

エ
ド
ム
ン
ド
・
フ
ッ
サ
ー
ル
「
個
人
倫
理
問
題
の
再
新
」（『
改
造
』、
一

九
二
四
・
二
）。

（
３
）　

森
村
修
「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
西
田
幾
多
郎
の
「
大
正
・
昭
和
時
代
（
一
九

一
二
～
一
九
四
五
）」
―
『
改
造
』
論
文
と
『
日
本
文
化
の
問
題
』
に
お

け
る
「
文
化
」
の
問
題
―
」（
法
政
大
学
教
養
部
『
紀
要
』、
一
九
九
八
・

二
）。

（
４
）　

伊
藤
清
一
「
講
演
筆
記
帖
」（『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
一
六
巻
（
上
）、

筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
）。

（
５
）　

書
簡　

保
阪
嘉
内
宛
（
一
九
一
八
年
六
月
二
七
日
付
）。

（
６
）　

春
山
行
夫
「
日
本
近
代
象
徴
主
義
の
終
焉　

萩
原
朔
太
郎
・
佐
藤
一
英

両
氏
の
象
徴
主
義
詩
を
検
討
す
」（『
詩
と
詩
論
』
第
一
冊
、厚
生
閣
書
店
、

一
九
二
八
・
九
）。

（
７
）　

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
（
北
村
常
夫
訳
）「
伝
統
と
個
人
的
才
能
」（『
詩

と
詩
論
』
第
八
冊
、
厚
生
閣
書
店
、
一
九
三
〇
・
六
）。T

radition 
and the Individual T

alent,�1919.

（
８
）　

春
山
行
夫
「
詩
論
（
６
）」（『
新
領
土
』
一
二
号
、
ア
オ
イ
書
房
、
一
九

三
八
・
四
）。

（
９
）　

北
園
克
衛
「
水
晶
質
の
客
観　

FILM
�A

BST
RA

IT

」（『
詩
と
詩
論
』

第
五
冊
、
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
・
九
）。

（
10
）　

草
野
心
平
「
生
殖　

Ⅰ
」（『
第
百
階
級
』、
銅
鑼
社
、
一
九
二
八
。『
定
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