
北
村
透
　
谷
　
の
　
文
学
理

－
　
「
美
妙
な
る
自
然
」
　
に
つ
い
て
　
－

序

一
八
九
三
年
二
月
、
「
文
学
界
」
第
二
号
に
発
表
さ
れ
た
『
人
生
に
相
捗
る
と

は
何
の
謂
ぞ
」
　
に
お
い
て
、
透
谷
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

肉
を
以
て
肉
を
撃
た
ん
は
文
士
が
最
後
の
戦
場
に
あ
ら
ず
、
眼
を
挙
げ
て

大
、
大
、
大
の
虚
界
を
視
よ
、
彼
処
に
萱
撃
し
て
清
涼
宮
を
捕
接
せ
よ
、

清
涼
宮
を
捕
捉
し
た
ら
ば
携
へ
帰
り
て
、
俗
界
の
衆
生
に
其
一
滴
の
水
を

飲
ま
し
め
よ
、
彼
等
は
活
き
む
、
鴫
呼
、
彼
等
庶
幾
く
は
活
き
ん
か
。

透
谷
は
声
高
に
　
「
文
学
」
の
本
来
的
意
義
を
叫
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を

冷
静
に
た
ど
れ
ば
、
そ
こ
に
論
理
的
な
飛
躍
が
存
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
本
来
的
「
文
学
」
者
の
必
須
要
件
と
し
て
異

質
窒
一
つ
の
性
質
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
、
（
到
底
限
あ
る

権
を
投
げ
や
り
て
、
自
然
と
い
ふ
も
の
、
懐
裡
に
躍
り
入
る
の
妙
）
　
の
境
地
、

つ
ま
り
、
形
而
下
の
拘
縛
か
ら
離
脱
し
て
「
美
」
を
観
照
す
る
態
度
で
あ
る
。

尾
　
西
　
康
　
充

そ
し
て
も
う
一
つ
は
」
右
の
引
用
で
も
（
俗
界
の
衆
生
に
其
一
滴
の
水
を
飲
ま

し
め
よ
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
「
啓
蒙
」
と
い
う
使
命
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
二
つ
の
要
件
は
同
時
に
充
た
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
無
論
、
脇
目
も
振
ら
ず
に
両
者
を
跨
い
で
駆
け
抜
け
る
と
こ
ろ
に
透
谷
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
透
谷
が
提
示
す
る
詩
人
像
に
は
、
い

つ
も
こ
の
問
題
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
二
種
の
揺
夷
思
想
二
「
平

和
」
第
三
号
、
一
八
九
二
年
六
月
）
で
描
き
だ
さ
れ
た
（
沓
遠
な
る
理
想
境
を
観

念
し
て
、
危
淵
に
臨
め
る
群
盲
の
衆
生
を
憂
吟
す
る
者
）
と
い
う
詩
人
の
姿
に
し

て
も
、
「
美
」
の
観
昭
著
と
「
啓
蒙
」
の
実
践
者
と
い
う
二
つ
の
命
題
が
並
立
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
平
岡
敏
夫
氏
は
明
快
に
（
透
谷
の
場

合
、
観
念
は
観
念
、
現
実
は
現
実
と
い
う
ふ
う
に
分
裂
し
て
い
る
感
が
あ
る
）

が
（
透
谷
は
「
実
世
界
」
に
い
る
べ
き
「
国
民
」
に
か
け
る
こ
と
で
「
想
世
界
」

（1）

を
成
立
さ
せ
て
い
る
）
と
止
揚
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
透
谷
の
「
国
民
」
概

念
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
の
典
型
が
窺
え
る
。
そ
の
よ
う
な
透
谷
の
概
念
構
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（2）

某
の
試
み
を
、
（
国
家
の
が
わ
か
ら
の
臣
民
像
の
造
形
）
に
対
す
る
（
果
敢
な
抵
抗
）

（
鹿
野
政
直
氏
）
と
み
る
こ
と
も
、
た
し
か
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、

今
日
の
、
近
代
「
国
民
」
「
国
家
」
概
念
そ
の
も
の
へ
の
疑
義
か
ら
、
透
谷
の
ナ

（3）

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
問
い
直
す
見
方
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
透
谷
の
根
本
的
問
題
と
も
言
え
る
、
そ
の
二
つ
の
要
件
の
相
関
関

係
を
、
透
谷
の
（
美
妙
な
る
自
然
）
概
念
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
検
討
す

る
。透

谷
は
「
美
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
。
ま
ず
、
そ
れ
を
整
理
し

て
お
く
。
透
谷
の
「
美
」
に
関
す
る
立
論
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、

「
人
間
」
と
「
自
然
」
と
の
関
係
規
定
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
明
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
「
人
生
に
相
捗

る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
周
知
の
通
り
人
生
相
渉
論
争
に
お

い
て
、
山
路
愛
山
の
（
文
章
即
ち
事
業
な
り
）
　
（
「
頼
嚢
を
論
ず
」
、
「
国
民
之

友
」
第
一
七
八
号
、
一
八
九
三
年
一
月
）
と
い
う
文
学
観
に
反
駁
す
る
．
た
め
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
透
谷
の
（
嶋
呼
文
士
、
何
す
れ
ぞ
局
促
と
し
て
人
生

に
和
捗
る
を
之
れ
求
め
む
）
と
い
う
断
言
に
は
、
彼
の
文
学
理
念
が
抱
懐
さ
れ

て
い
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
「
人
間
」
と
「
自
然
」
と
の
関
係
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。

自
然
は
吾
人
に
服
従
を
命
ず
る
も
の
な
り
、
「
力
」
と
し
て
の
自
然
は
、
吾

人
を
暴
圧
す
る
こ
と
を
憧
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
「
誘
惑
」
を
向
け
、
「
慾
情
」

を
向
け
、
「
空
想
」
を
向
け
、
吾
人
を
し
て
殆
ど
孤
城
落
日
の
地
位
に
立
た

し
む
る
を
好
む
も
の
な
り
、
而
し
て
吾
人
は
或
る
度
ま
で
は
必
ら
ず
服
従

せ
ざ
る
ペ
か
ら
ず
「
運
命
」
、
然
り
、
悲
し
き
「
運
命
」
に
包
ま
れ
て
あ
る

な
り
。

日
常
、
「
人
間
」
を
囲
続
す
る
の
は
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
で
あ
る
。
「
人

間
」
は
そ
れ
に
へ
或
る
度
ま
で
は
必
ら
ず
）
服
従
を
強
制
さ
れ
る
。
（
悲
し
き

L
i
m
i
t
　
は
人
間
の
四
面
に
鉄
壁
を
設
け
て
、
人
間
を
し
て
、
或
る
卑
野
な
る

生
涯
を
脱
す
る
こ
と
能
は
ざ
ら
し
む
）
の
で
あ
る
。
『
楚
凶
之
詩
し
　
（
一
八
八
九

年
四
月
、
春
祥
堂
）
の
獄
舎
の
状
況
を
努
髭
と
さ
せ
る
、
こ
の
よ
う
な
透
谷
の
認

識
は
（
運
命
）
と
い
う
超
越
的
概
念
を
最
後
に
用
い
た
た
め
に
、
論
理
性
が
霧
消

し
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
透
谷
は
「
人
間
」
が
完
全
な
理
性
的
存

在
で
は
な
く
、
（
誘
惑
）
・
（
慾
惰
）
・
（
空
想
）
な
ど
の
揺
さ
ぶ
り
を
受
け
る
「
内

（9）

な
る
自
然
」
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
あ
て
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
人

間
」
と
「
自
然
」
、
外
在
的
自
然
と
内
在
的
自
然
と
の
関
係
論
は
（
人
間
の
内
的

自
然
盲
外
的
自
然
の
内
部
に
解
き
放
す
）
試
み
を
行
い
（
自
然
と
人
間
生
活
の

（4）

相
互
干
渉
を
測
定
す
る
）
た
め
に
書
き
始
め
ら
れ
た
島
崎
藤
村
の
小
説
の
先
駆

（5）

と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
日
本
自
然
主
義
の
晴
矢
と
し
て
評
価
で
き
る
。

こ
の
（
「
力
」
と
し
て
の
日
登
は
不
可
視
の
（
空
の
空
な
る
銃
創
）
に
た
と

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
抗
し
得
る
の
は
（
霊
の
剣
）
＝
（
霊
魂
）
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
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吾
人
は
吾
人
の
霊
魂
を
し
て
、
肉
と
し
て
吾
人
の
失
ひ
た
る
自
由
を
、
他

の
大
日
在
の
霊
世
界
に
向
っ
て
縦
に
提
ら
し
む
る
事
を
得
る
な
り
。
自
然

は
暴
虐
を
専
一
と
す
る
兵
馬
の
英
雄
の
如
き
に
あ
ら
ず
、
一
方
に
於
て
風

雨
雷
電
を
駆
っ
て
吾
人
を
困
し
ま
し
む
る
と
同
時
に
、
他
方
に
於
て
は
、

美
妙
な
る
絶
対
的
の
も
の
を
あ
ら
は
し
て
吾
人
を
楽
し
ま
し
む
る
な
り
。

「
人
間
」
は
（
霊
魂
）
の
活
動
に
よ
っ
て
自
由
を
回
復
す
る
と
と
も
に
、
「
白
秋
こ

が
開
示
す
る
（
美
妙
な
る
絶
対
的
の
も
の
）
を
享
受
す
る
。
そ
れ
が
理
想
的
な

状
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
人
間
」
は
（
意
志
の
自
由
）
と
い
う
（
造
化
主
の

吾
人
に
与
へ
た
る
大
活
機
を
利
用
）
す
る
こ
と
で
（
実
を
忘
れ
、
肉
を
脱
し
、

人
間
を
離
れ
）
　
て
（
力
と
し
て
の
自
然
を
後
へ
に
見
て
、
一
躍
し
て
美
妙
な
る

自
然
に
進
み
入
）
る
。
（
美
妙
な
る
自
然
）
は
ま
さ
に
「
人
間
」
の
精
神
の
絶
対

的
自
由
の
確
立
と
相
侯
っ
て
現
像
す
る
の
で
あ
る
。
「
自
然
」
に
対
す
る
精
神
の

自
律
性
を
前
提
と
す
る
点
に
、
透
谷
の
「
美
」
の
重
要
な
特
徴
が
存
す
る
の
だ

が
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
坪
内
遺
遥
の
（
美
術
的
の
文
学
）
（
『
小
説
神
髄
』
、

一
八
八
六
年
）
　
と
決
定
的
に
相
違
す
る
。
遣
遥
は
『
シ
ヱ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評

註
』
緒
言
（
「
早
稲
田
文
学
」
第
一
号
、
一
八
九
一
年
十
月
）
で
（
心
を
虚
平
に

し
て
観
れ
ば
自
然
迂
只
自
然
に
し
て
善
悪
の
い
づ
れ
に
も
偏
り
た
り
と
は
見
え

ず
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
遺
遥
の
文
学
理
念
は
認
識
主
体
で
あ
る
「
裁
」
を
捨

て
如
実
知
見
の
境
地
に
至
っ
た
時
に
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
」
と

「
自
然
」
と
の
厳
し
い
浩
抗
を
始
点
と
す
る
透
谷
の
も
の
と
は
対
極
の
も
の
と

言
え
よ
う
。
さ
ら
に
続
い
て
、
『
人
生
に
相
捗
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
で
は
、
（
美
妙

な
る
自
然
）
は
（
美
妙
な
る
絶
対
の
も
の
）
・
（
絶
対
的
の
物
、
即
ち
H
d
e
a
）

と
換
言
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
る
。
平
岡
氏
が
（
「
『
力
」
と

し
て
の
自
然
」
　
へ
の
括
抗
に
よ
り
、
「
活
路
」
と
し
て
開
か
れ
て
く
る
「
大
自
在

（6）

の
霊
世
界
」
「
美
妙
な
る
自
然
」
の
世
界
こ
そ
透
谷
の
も
の
で
あ
る
）
と
高
く
評

価
す
る
部
分
で
あ
る
。

し
か
し
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
る
。
（
「
力
」
と

し
て
の
自
然
）
を
振
り
切
っ
た
後
で
（
美
妙
な
る
自
然
）
が
看
取
さ
れ
る
と
説

か
れ
て
い
る
が
、
所
詮
、
そ
れ
は
「
自
然
」
に
対
す
る
二
様
の
視
点
に
過
ぎ
な

一

7

）

い
の
で
あ
っ
て
、
「
存
在
」
と
「
当
為
」
と
を
混
同
す
る
「
現
象
即
実
在
論
」
（
井

上
哲
次
聖
井
上
円
了
・
清
沢
満
之
）
と
同
じ
レ
ト
リ
ッ
ク
に
陥
い
る
危
険
が
一

存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
を
う
か
。
同
時
に
、
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自
　
1
6

然
）
（
百
川
敬
仁
氏
）
に
抵
触
す
る
可
能
性
も
生
じ
る
。
百
川
氏
に
よ
れ
ば
、
－

（
「
自
然
」
概
念
は
す
で
に
近
世
中
期
に
本
居
宣
長
の
思
想
を
介
し
て
少
な
く

と
も
秩
序
と
人
間
と
を
一
貫
す
る
制
度
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
点
に
ま
で
な
っ

て
い
た
）
の
だ
が
、
近
代
に
入
っ
て
（
い
つ
の
ま
に
か
人
間
的
事
象
に
関
す
る

だ
け
で
な
く
天
地
山
川
を
も
意
味
す
る
最
上
位
の
存
在
＝
当
為
概
念
と
し
て
そ

（8）

れ
自
身
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
て
い
る
）
状
況
に
陥
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
透
谷
の
「
自
然
」
概
念
の
さ
ら
な
る
検
討
が

必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。



二

透
谷
の
重
要
概
念
、
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
・
（
美
妙
な
る
自
然
）
を
分
析

す
る
に
は
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
シ
ラ
ー
（
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
v
O
n
 
S
c
h
i
〓

e
r
一
〓
悪
γ
－
∽
○
ご
の
術
語
の
転
用
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
心
安
が
あ
る
。

透
谷
の
著
作
〓
マ
ル
ソ
ン
二
一
八
九
四
年
四
月
、
民
友
社
刊
）
に
は
（
シ
ル

レ
ル
は
「
自
然
」
を
論
じ
て
、
其
両
面
を
詳
か
に
せ
ん
と
し
た
り
、
一
側
面
に

は
力
あ
り
、
他
の
側
面
に
は
美
あ
り
、
力
を
以
て
自
然
は
人
を
脅
か
し
、
美
を

（10）

以
て
「
自
然
」
は
人
を
楽
し
ま
し
む
）
と
い
う
シ
ラ
ー
思
想
の
紹
介
が
あ
る
。

出
原
隆
俊
氏
は
精
細
な
調
査
に
些
つ
い
て
（
透
谷
が
〝
直
接
”
英
訳
に
目
を
通

へ
〓
、

し
て
い
た
こ
と
を
強
調
）
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
透
谷
が
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
シ
ラ
ー
の
　
「
自
然
に
概
念
を
一
瞥
し
、
シ
ラ
ー
と
透
谷
と
の
対
比
的
考
察
を

通
し
て
、
透
谷
の
間
趨
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

シ
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
誓
学
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
美
学
を
発
展
さ
せ
、

ゲ
ー
テ
と
と
も
に
古
典
主
義
芸
術
理
論
を
建
設
し
た
。
思
潮
と
し
て
の
古
典
主

義
は
、
「
人
間
」
の
自
然
性
と
紺
神
性
が
調
和
し
て
い
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術

を
理
想
と
し
、
そ
こ
へ
還
る
と
い
う
要
求
を
基
本
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
美
学
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
近
代
市
民
社
会
の
進
歩
的
思
想
を
あ
ら
わ
し
て

（12〉

い
る
と
、
今
口
で
は
評
価
さ
れ
て
い
る
。

シ
ラ
ー
は
　
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
と
い
う
概
念
を
r
人
間
の
美
的
教
育
に

つ
い
て
（
U
b
e
r
 
d
i
e
訝
t
h
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
i
e
h
u
n
g
 
d
e
s
 
M
e
n
s
c
h
e
n
⊥
n
 
e
i
コ
e
r

（13）

R
e
i
h
e
＜
O
n
 
B
r
i
e
f
e
n
）
二
一
七
九
三
～
五
年
）
の
な
か
で
用
い
て
い
る
。
シ
ラ

ー
に
よ
れ
ば
、
感
性
的
な
規
定
の
状
態
＝
自
然
石
状
態
、
理
性
的
な
規
定
の
状

態
＝
論
理
的
で
遺
徳
的
な
状
態
、
現
実
的
で
能
動
的
な
規
定
可
能
状
態
＝
美
的

な
状
態
と
そ
れ
ぞ
れ
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
、
美
的
状
態
は
、

自
然
と
自
由
、
感
性
と
理
性
、
本
能
的
生
命
と
道
徳
的
自
己
規
定
と
い
う
二
元

的
対
立
を
解
消
す
る
中
間
段
階
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
定
の
な

か
で
、
問
題
の
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
　
（
d
e
r
 
N
a
t
u
r
 
a
－
s
 
M
g
h
t
）
は
、

自
然
を
た
だ
感
じ
て
い
る
か
ぎ
り
は
自
然
の
奴
隷
で
あ
る
人
間
が
、
自
然

を
考
え
る
と
き
に
は
す
ぐ
に
自
㌣
の
立
法
者
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は

人
間
を
た
だ
力
と
し
て
支
配
し
て
い
た
自
然
が
、
い
ま
や
客
体
と
し
て
人

間
の
審
判
の
目
の
前
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
人
間
」
の
主
体
的
認
識
以
前
の
現
象
一
般
を
総
括
し
て

（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
と
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ラ
ー
の
場
合
、
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
と
対
立
す
る
概
念
は
（
美
的
な

仮
象
）
（
陣
∽
t
h
e
t
i
s
c
h
e
r
 
S
c
h
e
i
コ
）
で
あ
る
。
こ
の
「
美
的
仮
象
」
こ
そ
、
シ

ラ
ー
美
学
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
人
間
」
理
解
の

も
と
で
提
示
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
人
間
」
の
内
部
で
結
抗
し
て

い
る
の
は
、
感
性
的
本
性
か
ら
由
来
し
て
「
人
間
」
の
変
転
す
る
物
種
1
1
的
状
態

を
支
え
る
（
感
性
的
彷
動
）
（
s
i
n
n
l
i
c
h
e
r
 
O
d
e
r
 
S
t
O
き
r
i
e
b
）
と
、
理
性
的
本

性
か
ら
由
来
し
て
人
格
を
碓
保
す
る
（
形
式
衝
動
）
（
F
O
r
ヨ
t
r
i
e
b
）
で
あ
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
衝
動
の
相
互
作
用
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
調
和
的
に
統
一
す

17



る
廿
同
次
の
箪
二
の
衝
動
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
が
（
遊
戯
衝
動
）
（
S
p
i
e
1
t
r
i
e
b
）

で
（
感
覚
や
情
動
か
ら
そ
の
動
的
な
影
響
力
を
奪
い
と
る
に
比
例
し
て
、
そ
れ

ら
を
理
性
の
理
念
と
調
和
）
さ
せ
（
理
性
の
法
則
か
ら
そ
の
道
徳
的
な
強
制
を

取
り
さ
る
に
比
例
し
て
、
理
性
の
法
則
を
感
覚
の
興
味
と
融
和
さ
せ
る
）
。
こ

の
（
遊
戯
的
彿
動
）
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
が
、
ま
さ
に
「
美
的
仮
象
」

で
あ
る
。
「
美
的
仮
象
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
（
美
的
な
国
家
）
は
、
一
切
の
実

在
的
な
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
認
識
の
課
題
を
解

く
こ
と
も
、
義
務
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
。
そ
の
世
界
に
固

、〓V

有
で
完
全
な
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
シ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
遺
徳
的
自
由
よ
り
も
美
的
自
由

こ
そ
が
究
極
の
理
想
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
仮
象
を
楽
し
む
心
情
は
表

象
と
い
う
「
人
間
」
の
兵
の
主
体
的
行
為
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
美
的
仮

象
」
に
能
動
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
的
話
力
は
自
由
な
遊
戯
の

状
態
に
入
り
、
完
全
な
人
間
性
が
獲
得
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
理
想
の
実
現

の
た
め
に
「
美
的
教
育
」
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
「
美
的
教
育
」
に
よ
っ
て
、

「
人
間
」
は
美
的
感
情
を
獲
得
し
て
、
人
格
の
高
尚
化
が
は
か
ら
れ
て
ゆ
く
と

一

1

5

）

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

で
は
、
シ
ラ
ー
の
「
美
的
仮
象
」
と
透
谷
の
（
美
妙
な
る
自
然
）
と
を
対
比

さ
せ
て
、
そ
の
相
違
点
か
ら
透
谷
の
文
学
理
念
の
問
題
を
考
察
す
る
。

ま
ず
重
要
な
細
目
遠
と
し
て
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
シ
ラ
ー
の

場
合
、
「
人
間
」
が
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
に
飛
翔
す

る
の
は
「
美
的
仮
象
」
の
世
界
で
あ
っ
た
が
、
透
谷
の
場
合
は
、
「
美
」
が
顕
現

す
る
（
美
妙
な
る
日
豊
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
（
美
の
標
準
は
、
自
然
の
諸
形

一ほ）

態
が
完
全
に
一
巡
す
る
こ
と
1
自
然
の
全
体
性
で
あ
る
）
と
い
う
エ
マ
ソ
ン

思
想
へ
、
透
谷
が
傾
斜
し
て
い
る
様
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

透
谷
は
（
造
化
は
人
間
を
支
配
す
る
、
然
れ
ど
も
人
間
も
亦
た
造
化
を
支
配
す
、

人
間
の
中
に
存
す
る
自
由
の
精
神
は
造
化
に
黙
従
す
る
を
昔
ぜ
ざ
る
な
り
）

（
r
内
部
生
命
論
㌢
　
「
文
学
界
」
第
五
号
、
一
八
九
三
年
五
月
）
と
い
う
「
人

間
」
と
「
自
然
」
と
の
厳
し
い
括
抗
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
い
る
。
こ
の
事
態

は
笹
淵
友
一
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
（
肉
の
世
界
に
背
を
向
け
て
平
ら
粕
神
の

世
界
に
立
て
舐
る
）
と
い
う
（
霊
魂
の
自
由
）
を
信
仰
す
る
（
観
念
性
と
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
）
の
た
め
に
、
透
谷
が
エ
マ
ソ
ン
の
（
汎
神
論
に
傾
き
な
が
ら
し

か
も
こ
れ
と
矛
盾
す
る
二
元
的
世
界
観
の
拘
縛
か
ら
脱
出
し
て
ゐ
な
か
っ
た
）

（17）

か
ら
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ラ
ー
の
「
美
的
仮
象
」
は
精
神
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
す

べ
て
の
概
念
の
作
用
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
理
論
的
認
識
を
志

向
す
る
悟
性
か
ら
も
、
実
践
的
行
為
を
命
令
す
る
理
性
か
ら
も
、
「
美
的
仮
象
」

は
理
論
上
、
完
全
に
独
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
「
仮
象
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
透
谷
の
よ
う
窒
一
元
論
の
問
題
を
生
じ
な
い
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
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さ
ら
に
付
言
し
て
む
く
と
、
こ
の
　
「
美
的
仮
象
」
と
い
う
概
念
は
森
融
外
が

「
審
美
論
二
「
L
か
ら
み
草
紙
」
第
三
七
～
四
二
ィ
、
一
八
九
二
年
十
、
十
一

月
、
九
三
年
一
、
二
、
六
月
）
で
（
芙
し
き
仮
象
）
と
翻
訳
し
て
、
（
美
は
仮
象

に
あ
り
。
美
は
主
象
に
あ
り
、
美
は
悪
を
る
も
の
な
り
。
実
物
に
は
美
を
L
V

と
い
う
（
審
美
学
）
の
主
要
概
念
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
。
鴎
外
も
ま
た
（
美

は
観
相
に
あ
ら
ず
し
て
、
美
し
き
仮
象
に
あ
り
）
と
主
張
し
、
一
切
の
概
念
作

用
で
あ
る
（
観
相
）
を
排
除
し
て
、
「
美
」
の
仮
象
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
美
学
思
想
に
立
脚
し
て
構
想
さ
れ
る
鵜
外
の
（
美
文
学
）
（
「
「
文

学
ト
自
然
」
ヲ
読
ム
「
「
国
民
之
友
」
第
五
十
r
l
㌢
一
八
八
九
年
五
日
）
は
、

あ
く
ま
で
「
仮
象
」
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
ゆ
え
、
二
元
論
の
問
題
と
は
関
わ

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
反
面
、
鵜
外
の
（
宗
心
〉
の
レ
ベ
ル
自
体
は
先
験

的
で
あ
る
た
め
に
、
透
谷
の
　
完
疋
閃
之
詩
』
や
『
蓬
莱
曲
』
　
の
よ
う
に
激
し
い

（ほ）

運
動
域
へ
の
自
己
投
入
な
ど
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
）
（
北
川
透
氏
一
と
い
う
限

（19）

界
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
二
元
論
を
克
接
す
る
も
の
は
な
に
か
。
透
谷
の
文
学
を
佃
略
し

た
と
き
、
そ
の
手
段
と
し
て
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
（
ィ
ン
ス
ピ
レ

ー
シ
ョ
ン
）
と
（
意
志
の
自
由
）
と
で
あ
る
。
（
ィ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
は
『
内

部
生
命
論
』
　
に
登
場
す
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
（
宇
宙
の
粕
神
即

ち
内
部
の
生
命
な
る
も
の
に
対
す
る
一
純
の
感
応
）
で
あ
り
（
人
間
の
内
部
の

生
命
を
捕
造
す
る
者
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
（
再
造
せ
ら
れ
た
る
生
命
の
服
を
以

て
観
る
時
に
、
造
化
万
物
何
れ
か
極
致
な
き
も
の
あ
ら
ん
や
）
と
さ
れ
る
。
袖

か
ら
の
啓
示
と
い
う
理
論
的
認
識
を
超
越
し
た
方
法
に
よ
っ
て
、
「
人
間
」
と
「
自

然
」
と
の
調
相
的
状
態
を
獲
得
し
て
、
「
美
」
な
る
「
白
状
こ
を
発
見
す
る
の
で

あ
る
。他

方
の
（
意
志
の
自
由
）
と
い
う
概
念
は
「
人
生
に
相
捗
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」

の
な
か
で
、

造
化
主
は
吾
人
に
許
す
に
意
志
の
自
由
を
以
て
す
。
現
象
世
界
に
於
て
煩

悶
苦
戦
す
る
問
に
、
吾
人
は
造
化
主
の
吾
人
に
与
へ
た
る
大
活
機
を
利
用

し
て
、
猛
虎
の
牙
を
弱
め
、
例
…
用
の
根
を
撃
フ
す
る
こ
と
を
得
る
な
り
。
現

象
以
外
に
ぷ
立
し
て
、
最
後
の
理
想
に
到
着
す
る
の
道
、
吾
人
の
前
に
開
け

て
あ
り
。
大
自
在
の
風
雅
を
伝
道
す
る
は
、
此
の
大
活
機
を
伝
道
す
る
な
り
。

と
説
明
さ
れ
る
。
自
由
意
志
は
詩
人
を
（
現
象
以
外
の
別
乾
坤
に
ま
で
挺
立
せ

し
め
て
、
其
処
に
大
自
在
の
風
雅
と
迫
遥
）
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
八
大
白
花
の
風
雅
）
　
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
作
品
の
な
か
で
は
、
そ

の
言
藁
と
同
時
に
、
松
姥
芭
蕉
の
「
明
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
よ
も
す
が
ら
」
と

い
う
句
が
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
透
谷
独
自
の
理
論
が
展
間
さ
れ
て
い
る
。
あ
る

部
分
に
お
い
て
、
透
谷
の
風
雅
に
は
蕉
風
俳
請
に
準
え
る
よ
う
な
造
化
随
順
の

美
意
識
に
わ
い
て
達
成
さ
れ
る
、
「
人
間
」
と
「
白
秋
こ
と
の
一
体
化
が
意
味
さ

一

2

0

）

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
自
由
意
志
に
よ
っ
て
到
着
す

る
（
現
象
以
外
の
別
乾
坤
）
と
は
、
「
人
間
」
と
「
臼
状
こ
と
が
調
和
的
状
態
を

保
つ
　
（
美
妙
な
る
自
然
）
　
の
世
界
に
つ
な
が
る
も
の
と
も
読
め
る
。
し
か
し
、

へ

2

1

｝

透
谷
は
そ
の
つ
な
が
り
を
明
経
に
説
明
し
て
い
な
い
。
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そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
間
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
啓
示
と
自
由

意
志
と
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
（
粕
神
の
自
由
）

（
r
日
本
文
学
史
骨
」
、
「
評
論
」
第
一
～
四
号
、
一
八
九
三
年
四
、
五
且

が
構
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
関
係
は
具
体
的
に
は
説
明
さ
れ
て

い
な
い
。
一
切
の
理
論
的
認
識
を
超
越
し
、
「
美
」
を
観
照
す
べ
く
与
え
ら
れ
る

神
の
啓
示
と
、
実
践
理
性
の
要
請
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
自
由
意
志
と
は
、
本

来
、
別
次
元
の
間
題
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
透
谷
の
文
学
論
は
そ
れ
を

（
現
象
以
外
に
超
立
）
し
た
世
界
で
営
ま
れ
る
二
人
生
の
事
業
」
に
「
相
渉
ら

な
い
」
文
学
の
虚
構
性
・
想
像
性
の
問
題
に
置
換
し
て
通
過
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
透
谷
の
理
論
を
解
託
す
る
う
え
で
、
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
啓
示
と
自
由
意
志
と
の
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
ど
ち

ら
も
超
越
神
か
ら
「
理
論
的
文
学
者
＝
詩
人
」
に
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
（
瞬
間
の
冥
契
と
は
何
ぞ
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
足
れ
な
り
、
こ

の
瞬
間
の
冥
契
あ
る
者
を
イ
ン
ス
パ
イ
ア
ド
さ
れ
た
る
詩
人
と
は
云
ふ
な
り
、

而
し
て
吾
人
は
、
真
正
な
る
理
想
家
な
る
者
は
こ
の
イ
ン
ス
パ
イ
ア
ド
さ
れ
た

る
詩
人
の
外
に
は
、
之
れ
な
き
を
信
ぜ
ん
と
す
る
老
な
り
）
（
「
内
部
生
命
諭
し
）

と
断
言
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
（
イ
ン
ス
パ
イ
ア
ド
さ
れ
た
る
詩
人
）
が
（
貧
正

な
る
理
想
家
）
と
し
て
際
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
由
意
志
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
（
造
化
主
は
五
日
人
に
許

す
に
意
志
の
自
由
を
以
て
す
）
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
（
現
象
以
外
に
超
立
し
て
、

‖
以
後
の
理
想
に
到
着
す
る
の
道
、
吾
人
の
前
に
間
け
て
あ
り
）
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
（
空
の
空
な
る
事
業
）
を
敢
行
す
る
（
文
士
）
　
の
立
場
に
拠

っ
た
見
解
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
透
谷
に
よ
れ
ば
、
「
人
生
に
相
渉
ら
な
い
」
文

学
を
可
能
に
す
る
の
は
自
由
意
志
を
賦
与
さ
れ
た
「
理
想
的
文
学
者
＝
詩
人
」

な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
透
谷
は
認
識
と
実
践
と
間
の
根
本
問
題
で
あ
る
皆
示
と
自
由

意
志
と
の
関
係
論
を
十
分
に
議
論
し
な
い
ま
ま
、
「
理
想
的
文
学
者
＝
詩
人
」
の

立
場
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
の
克
腰
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
も
う
一
点
、
シ
ラ
ー
と

透
谷
と
の
相
違
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
ラ
ー
は
「
美
的
教
育
」

に
よ
る
「
美
的
国
家
」
の
建
設
を
理
想
と
し
た
。
「
美
的
教
育
」
に
よ
っ
て
、
人

間
は
一
切
の
因
習
や
束
縛
か
ら
自
由
な
「
美
的
仮
象
」
を
想
山
す
る
甘
同
尚
な
性

柏
が
陶
冶
さ
れ
、
「
美
的
国
家
」
の
住
人
に
な
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

力
動
的
な
国
家
は
自
然
を
自
然
に
よ
っ
て
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
、
社
会
を
可
能
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
倫
理
的
な
国
家

は
個
人
の
意
志
を
一
般
の
意
志
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
を
た

だ
　
（
道
徳
的
に
）
必
然
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
美
的
な
国
家
だ
け

が
個
体
の
自
然
を
通
し
て
全
体
の
意
志
を
実
現
す
る
た
め
に
、
社
会
を
現

実
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
r
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
こ

そ
れ
に
対
し
て
、
透
谷
の
場
合
、
（
美
妙
な
る
自
然
）
の
境
地
に
到
達
で
き
る
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の
は
天
賦
の
才
能
を
持
っ
た
「
理
想
的
文
学
者
＝
詩
人
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
詩
人
に
は
（
清
涼
富
を
捕
捉
し
た
ら
ば
携
へ
帰
り
て
、
俗
界
の
衆
生

に
其
一
滴
の
水
を
飲
ま
し
め
よ
）
と
い
う
使
命
が
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
（
家
な
く
、
食
な
き
茅
の
家
の
住
民
）
に
（
一
滴
温
か
き
渓
）
　
〓
時
勢
に

感
あ
り
』
、
「
女
学
雑
誌
」
第
一
一
〇
三
号
、
一
八
九
〇
年
三
月
）
を
こ
ぼ
す
よ
う

な
遺
徳
的
感
情
に
基
づ
く
も
の
で
、
（
俗
世
を
済
度
す
る
は
俗
世
に
啓
ぼ
る
、
が

為
な
ら
ず
）
と
い
う
定
言
的
命
令
に
指
示
さ
れ
る
、
事
の
成
否
を
問
わ
な
い
（
空

の
空
な
る
事
業
）
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
透
谷
が
最
も
力
説
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。

認
識
と
実
践
と
の
関
係
論
が
あ
い
ま
い
な
透
谷
の
文
学
論
は
、
結
局
、
詩
人

に
定
言
的
命
令
と
し
て
啓
蒙
者
と
い
う
役
割
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
関

係
論
に
根
本
的
な
解
答
を
出
さ
な
い
ま
ま
展
開
さ
れ
る
。
詩
人
は
（
預
言
者
）

に
た
と
え
ら
れ
、
（
彼
等
は
己
れ
の
「
時
」
を
代
表
す
る
と
共
に
、
己
れ
の
「
時
」

を
継
ぐ
べ
き
他
の
「
時
」
を
轡
導
す
る
な
り
）
　
（
「
徳
川
氏
時
代
の
平
民
的
理

想
「
「
女
学
雑
誌
」
甲
の
巻
、
箪
二
二
二
l
一
四
号
、
一
八
九
二
年
七
月
）
と
、

そ
の
啓
蒙
的
役
割
の
強
調
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

結

シ
ラ
ー
美
学
の
「
美
的
仮
象
」
論
と
、
透
谷
の
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の

謂
ぞ
』
に
お
け
る
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
・
（
美
妙
な
る
自
然
）
概
念
の
比

較
を
通
し
て
、
透
谷
の
文
学
理
念
の
問
題
を
検
討
し
て
き
た
。

明
治
二
十
年
代
の
文
芸
理
論
の
地
平
に
お
い
て
、
透
谷
の
論
の
独
自
性
は
何

よ
り
「
人
間
」
と
「
自
然
」
と
の
関
係
論
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。
「
文
学
」
の
営
為
は
、
「
人
間
」
に
本
能
的
衝
動
を
加
え
続
け
る

（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
か
ら
、
精
神
が
自
律
性
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
可
能
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
想
」
の
基
盤
と
な
る
重
要
な
認
識
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
関
係
論
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
透
谷
に
よ
れ
ば
、
神

か
ら
の
啓
示
と
「
人
間
」
の
自
由
意
志
と
の
働
き
に
よ
っ
て
、
詩
人
は
（
「
力
」

と
し
て
の
自
然
）
か
ら
（
美
妙
な
る
自
警
　
へ
躍
り
込
む
と
さ
れ
た
。
そ
こ

に
お
い
て
、
「
人
生
に
和
捗
ら
な
い
」
本
来
的
な
「
文
学
」
が
創
造
さ
れ
る
は
ず
一

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
啓
示
と
自
由
意
志
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
問
で
　
2
1

結
ば
れ
る
、
「
文
学
」
に
お
け
る
認
識
と
実
践
と
の
関
係
論
が
曖
味
な
も
の
で
ー

あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
表
現
行
為
と
し
て
実
践
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
、

そ
の
具
体
的
な
説
明
が
充
分
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

透
谷
の
そ
の
よ
う
な
理
論
的
欠
落
は
、
な
ぜ
生
じ
た
か
。
そ
れ
は
透
谷
の
「
国

民
」
概
念
の
強
度
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
国
民
と
思
想
』

（
「
評
論
」
第
八
号
、
一
八
九
三
年
七
月
）
　
で
は
、
（
国
民
の
ヂ
ニ
ア
ス
は
退
守

と
共
に
退
か
ず
、
進
歩
と
共
に
進
ま
ず
、
そ
の
根
本
の
生
命
と
共
に
、
深
く
且

つ
牢
き
基
礎
を
有
せ
り
）
と
い
う
、
潜
在
的
に
創
造
力
を
秘
め
た
（
国
民
の
元

気
）
が
理
念
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
透
谷
の
目
に
現
実
に
映
っ
て
い

た
の
は
一
滴
の
水
を
渇
望
す
る
（
俗
界
の
衆
生
）
　
の
姿
で
あ
っ
た
。



翻
っ
て
シ
ラ
ー
の
理
論
に
も
う
一
度
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
は
「
普
越
的

な
共
感
可
能
性
」
を
前
提
と
し
た
「
人
間
共
同
体
」
の
理
念
を
自
明
な
も
の
と

一

2

2

一

し
て
い
た
。趣

味
判
断
は
、
そ
の
対
象
を
主
観
の
適
意
に
関
し
て
　
（
美
と
し
て
）
規

定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
、
あ
た
か
も
客
観
的
判
断
で
あ
る
か
の
よ

一

2

3

）

う
に
、
す
べ
て
の
人
の
同
意
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
透
谷
も
（
国
民
の
一
致
的
活
動
）
　
（
『
国
民
の
思
想
』
）
を
念
頭
に
置
い

て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
美
」
に
対
す
る
「
普
遍
的
な
人
間
共
同
体
」
の
存
在
を

（24）

考
慮
し
た
う
え
で
の
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
透
谷
の
埋
論
に
お
け
る
決

定
的
な
欠
落
は
、
「
個
人
－
国
家
－
『
類
』
と
し
て
の
人
間
の
相
互
関
係
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
蕾
藤
」
　
へ
の
思
念
で
あ
る
。
（
「
力
」
と
し
て
の
自
然
）
か
ら
解
脱

し
た
個
人
が
直
ち
に
へ
美
妙
な
る
自
然
）
　
に
躍
り
入
る
と
い
う
経
路
は
、
そ
の

詰
藤
の
図
式
を
安
易
に
踏
み
越
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

結
局
、
「
自
然
」
と
「
人
間
」
、
認
識
と
実
践
と
い
う
本
質
的
間
題
が
解
決
さ

れ
な
い
ま
ま
、
そ
の
突
破
方
法
と
し
て
、
詩
人
に
啓
示
と
自
由
意
志
が
特
権
的

に
賦
与
さ
れ
「
啓
蒙
」
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
、
論
中
、
北
村
透
谷
・
山
路
愛
山
・
坪
内
遺
遥
・
森
鶴
外
の
引
用
は
原
則
と

し
て
　
『
明
治
文
学
全
集
』
（
筑
摩
責
竺
　
か
ら
行
な
っ
た
。
な
お
、
旧
字
体
は
新

字
体
に
改
め
て
い
る
。

（
1
）
　
「
北
村
透
谷
研
究
』
　
二
九
六
七
年
六
月
、
石
和
堂
、
十
八
貢
）

（
2
）
　
F
近
代
日
本
政
冶
思
想
史
I
』
（
『
近
代
日
本
思
想
史
大
系
』
箪
二
巻
、

有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
二
月
、
二
五
二
頁
）

（
3
）
柄
谷
行
人
氏
は
対
談
（
『
明
治
批
判
の
諸
関
越
』
、
「
批
評
空
間
」
、
一
九

九
一
年
四
月
、
審
武
書
店
、
三
九
頁
）
の
な
か
で
、
（
ぼ
く
は
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
的
な
文
学
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
非
政
治
的
あ
る
い
は
反
政
治

的
な
近
代
文
学
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る
し
完
？
え
て
い
る
。
す
る

と
「
文
学
」
そ
の
も
の
が
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
）
と
い
う
基
本
的
立
場

を
示
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

透
谷
の
最
後
の
作
品
は
エ
マ
ソ
ン
論
だ
け
ど
、
こ
れ
は
、
同
じ
く
エ

マ
ソ
ン
に
な
ら
っ
て
、
『
代
表
的
日
本
人
』
を
英
文
で
書
い
た
内
村
と

比
べ
る
と
問
題
に
な
ら
な
い
。
透
谷
の
よ
う
な
タ
イ
プ
が
無
自
覚
に

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ん
で
す
。
内
村
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
1
　
（
ジ

ャ
パ
ン
と
ジ
ー
ザ
ス
）
が
括
抗
し
て
い
る
。
彼
は
は
っ
き
り
と
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
意
識
し
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
国
家
と
敵
対
す
る
こ

と
も
意
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
か
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
、
そ

ん
な
も
の
は
な
い
。

他
方
、
薮
禎
子
氏
は
（
近
代
的
市
民
）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
こ
の
問

題
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
そ
の
概
念
も
ま
た
純
粋
に
中
立
な
も
の

と
は
言
え
な
い
　
（
F
北
村
透
谷
に
お
け
る
国
民
・
民
衆
の
問
題
』
、
「
日
本

近
代
文
学
」
第
十
集
、
一
九
六
九
年
四
月
、
一
～
十
二
貢
）
。
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（
4
）
三
好
行
雄
「
島
崎
藤
村
諭
し
二
九
八
四
年
一
月
、
筑
摩
書
房
、
一
二
一

貢
）

（
5
）
通
説
と
し
て
、
中
村
光
夫
氏
の
見
解
を
引
い
て
お
く
。
（
遺
融
の
二
家
を

除
け
ば
、
明
治
二
十
年
代
に
「
自
炊
こ
と
芸
術
の
問
題
を
も
っ
と
も
深
く

考
へ
た
の
は
、
透
谷
と
独
歩
）
　
で
あ
り
、
透
谷
の
言
う
「
自
然
」
は
（
追

追
、
融
外
に
お
い
て
は
対
立
的
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
、
自
然
と
人
間
、
事

実
と
表
現
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
二
人
が
文

学
に
た
い
し
て
、
あ
る
意
味
で
学
究
的
態
度
で
対
し
て
い
る
の
と
ち
が
つ

て
、
透
谷
は
あ
く
ま
で
「
詩
人
」
と
し
て
、
実
行
的
態
度
で
臨
み
ま
す
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
　
（
「
透
谷
と
独
歩
－
三
葉
の
芸
術
　
（
十
）
－
「
　
「
群

像
」
一
九
六
五
年
二
月
号
、
一
五
六
～
一
五
七
頁
）
。

（
6
）
　
「
北
村
透
谷
研
究
箪
三
（
一
九
八
二
年
一
月
、
有
用
堂
、
一
九
四
頁
）

（
7
）
　
「
現
像
即
実
在
論
」
を
説
く
井
上
哲
次
郎
は
、
一
九
〇
二
年
九
月
、
「
倫

理
と
宗
教
と
の
関
係
し
（
「
明
治
文
学
全
集
〓
射
八
十
巻
、
一
五
八
頁
）
　
に

お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

実
在
と
は
何
を
い
ふ
か
な
れ
ば
、
足
れ
他
な
し
、
世
界
の
本
体
を
い

ふ
な
り
、
世
界
は
哲
学
上
よ
り
之
れ
を
言
へ
ば
、
現
象
と
実
在
と
よ

り
成
る
、
現
象
と
実
在
と
は
節
々
別
々
に
之
れ
あ
る
に
あ
ら
ず
し
て
、

合
一
し
て
一
体
た
り
。

（
8
）
　
r
内
な
る
宣
長
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
六
月
、
一
三
九
～

一
四
一
頁
）

「
自
然
」
概
念
に
つ
い
て
は
十
分
に
注
意
を
払
っ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
万
物
の
声
と
詩
人
」
や
「
一
夕
観
」
を
論
じ
る

に
あ
た
っ
て
も
（
外
と
内
と
の
は
げ
し
い
闘
争
の
果
て
に
「
自
然
」
の
中

に
自
由
を
求
め
て
そ
こ
に
帰
一
し
よ
う
と
し
た
）
　
（
藤
田
修
一
氏
「
北
村

透
谷
の
自
然
観
－
「
万
物
の
芦
と
詩
人
」
「
一
夕
観
」
を
中
心
に
し
て
－
」
、

「
国
学
院
雑
誌
」
、
一
九
七
二
年
十
二
日
）
と
性
急
に
結
諭
し
て
は
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
北
川
透
氏
は
透
谷
の
　
r
内
部
生
命
諭
し
に
お
け
る
（
反
自
然
と
し
て
の

観
念
の
た
た
か
い
）
を
評
価
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

（
内
部
生
命
）
の
概
念
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
究
極
的
に
は
、

（
顆
）
と
し
て
の
観
念
の
反
日
造
性
、
反
自
然
性
に
発
展
し
て
い
く

モ
テ
ィ
ー
フ
を
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
こ
れ
ま
で
考
え
て

き
た
の
で
あ
る
（
「
北
村
透
谷
■
試
論
u
　
内
部
生
命
の
砦
」
、
一
九

七
六
年
九
月
、
冬
樹
社
、
一
九
二
～
一
九
三
賞
）
。

（
1
0
）
　
た
だ
、
こ
の
後
に
　
（
然
る
に
エ
マ
ソ
ン
の
説
く
と
こ
ろ
は
之
に
異
な
れ

り
）
と
し
（
霊
力
霊
気
は
「
自
然
」
自
身
に
存
す
る
よ
り
も
「
心
」
に
存

す
る
も
の
な
る
こ
と
を
信
ぜ
ん
と
せ
り
）
と
い
う
。
執
筆
時
の
透
谷
の
「
自

然
」
親
は
、
シ
ラ
ー
よ
り
も
エ
マ
ソ
ン
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
シ
ラ
ー
の
術
語
の
転
用

を
検
討
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
「
透
谷
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
学
評
論
の
受
容
に
つ
い
て
－
人
生
相
渉
論
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争
へ
の
一
視
昇
－
」
一
「
国
語
同
文
」
、
一
九
八
一
年
五
月
、
十
貞
）

（
誓
　
「
誓
字
事
典
二
一
八
九
七
年
四
月
、
平
凡
社
、
七
二
八
頁
）
、
「
シ
ラ

ー
」
項
目
参
照

（
1
3
）
引
川
は
　
「
美
的
教
育
し
（
西
洋
の
教
育
思
想
九
、
浜
Ⅲ
正
秀
訳
、
一
九
八

二
年
、
八
日
、
玉
川
大
学
出
版
部
）
か
ら
で
あ
る
。

一
1
4
）
　
『
美
学
和
典
』
増
補
版
二
九
七
四
年
六
月
、
弘
文
堂
、
四
五
頁
）
、
「
シ

ラ
ー
」
項
目
参
照

一
誓
三
浦
信
一
郎
「
人
間
性
完
成
の
理
想
と
し
て
の
美
－
シ
ラ
ー
の
美
学
－
」

一
「
美
・
芸
術
・
技
埋
－
ド
イ
ツ
の
美
学
者
た
ち
－
」
、
昭
和
堂
、
一
九
八

七
年
四
月
、
四
十
～
六
十
四
貢
）

（
1
6
）
エ
マ
ソ
ン
　
F
自
然
」
（
N
a
t
u
r
e
一
－
∞
山
里
（
「
エ
マ
ソ
ン
選
集
』
第
一
巻
、

斉
藤
光
訳
、
一
九
六
〇
年
九
月
、
日
本
教
文
社
、
六
二
貞
）

（
け
）
笹
淵
友
一
〓
文
学
界
」
と
そ
の
時
代
」
上
二
九
五
九
年
一
月
、
明
治

書
院
、
二
〇
五
貢
）

（
1
8
）
北
川
透
r
北
村
透
谷
宴
試
論
m
　
蝶
の
行
方
J
　
二
九
七
七
年
十
二
月
、

冬
樹
社
、
一
八
七
貞
）

（
1
9
）
十
川
信
介
氏
は
（
勘
外
が
構
築
し
た
「
美
」
の
世
界
が
、
そ
の
整
然
た

る
論
理
体
系
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
か
空
虚
な
も
の
も
事
実
で
あ
る
）

と
論
じ
て
い
る
　
（
「
文
学
と
自
炊
羊
忠
実
論
を
め
ぐ
っ
て
－
し
、
「
日
本
近

代
文
学
」
第
七
集
、
一
九
六
七
咋
十
一
月
、
十
二
貞
）
。

（
空
俳
請
の
風
雅
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
晶
等
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
（
乾
坤
の
変

は
風
雅
の
た
ね
也
）
（
r
赤
さ
う
し
」
）
、
（
し
か
も
風
雅
に
お
け
る
も
の
、

造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
）
（
〓
及
の
小
文
二
　
と
い
う
造
化
随

順
の
も
と
、
天
地
自
然
の
運
行
に
同
調
し
な
が
ら
、
風
雅
の
自
然
美
、
自

然
観
を
強
調
す
る
蕉
風
俳
詔
の
一
面
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
2
1
こ
辰
巳
光
世
氏
は
r
日
本
ロ
マ
ン
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
、
上
－
透
谷

・
樗
牛
を
中
心
に
－
』
（
「
文
学
」
、
一
九
六
〇
年
四
月
、
三
八
九
頁
一
で
、

（
透
谷
に
お
い
て
は
「
白
山
」
は
糊
神
の
な
か
に
実
体
と
し
て
す
で
に
存

在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
た
め
に
、
（
そ
れ
は
一
つ
の
「
自
然
二
以
上
の
何

も
の
で
も
な
く
な
り
、
彼
の
主
張
す
る
精
神
の
自
由
は
空
洞
化
し
て
し
ま

う
）
と
、
結
局
、
精
神
＝
自
然
に
逢
着
す
る
論
理
構
造
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
2
一
長
野
順
子
氏
は
　
「
美
的
判
断
と
人
間
共
同
体
の
理
念
－
カ
ン
ト
美
学
に

わ
け
る
「
普
越
的
な
共
感
可
能
性
」
の
間
題
－
」
（
「
美
学
」
第
一
四
八
r
l
㌢

一
九
八
七
年
三
月
、
十
頁
）
　
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
間
は
、
個
々
の
個
別
的
存
在
者
と
し
て
、
あ
の
、
人
間
に
ふ
さ
わ

し
い
理
念
r
I
勺
共
同
体
に
、
他
と
共
に
　
（
ヨ
i
t
二
つ
の
部
分
（
t
e
i
－
）
と

し
て
所
屈
す
る
。
参
与
の
感
情
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
人
間
の
こ
の

全
体
へ
の
帰
属
の
意
識
を
意
味
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
部
分

と
し
て
の
も
う
一
つ
の
意
味
、
即
ち
個
々
の
部
分
が
全
体
に
対
し
て

何
ら
か
の
働
き
か
け
を
し
う
る
と
い
う
在
り
方
が
、
菅
に
退
く
自
己

を
共
感
さ
せ
う
る
能
力
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
の
が
、
あ
の
自
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己
を
陶
冶
し
教
化
す
る
と
い
う
要
素
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
自
己
の
諸

能
力
を
陶
治
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い

あ
の
頬
的
存
在
者
を
自
己
形
成
し
て
ゆ
く
べ
き
力
を
自
ら
の
う
ち
に

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
空
E
・
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
（
篠
田
英
雄
訳
、
一
八
六
四
年
一
月
、
岩

波
書
店
、
二
二
頁
）

（
型
ま
た
、
辰
巳
氏
は
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
と
透
谷
と
の
違
い
に
言

及
し
て
、
前
者
で
は
　
（
「
個
人
」
と
「
国
家
」
は
と
も
に
絶
対
的
な
主
権
を

要
求
し
て
激
し
く
相
剋
し
あ
っ
た
）
　
の
に
比
し
て
、
後
者
で
は
（
「
個
人
」

も
「
国
民
」
も
絶
対
的
主
権
を
要
求
す
る
ほ
ど
強
力
で
は
な
く
、
平
和
的

共
存
が
可
能
で
あ
っ
た
）
〓
2
1
）
　
と
同
書
、
三
九
一
貢
）
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
も
透
谷
の
暖
味
な
部
分
で
あ
る
。

－
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－

票
至
貝
近
著
紹
介
〉

『
魯
迅
と
漱
石
　
－
悲
劇
性
と
伝
統
文
化
－
』
　
李
　
国
棟
　
著

本
書
の
特
徴
は
も
く
じ
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

序
言

第
一
節

第
二
節

第
一
二
節

第
四
節

第
五
節

魯
迅
の
誕
生
年
代
と
誕
生
国
士
の
悲
劇

漱
石
の
誕
生
年
代
と
誕
生
国
土
の
悲
劇

西
洋
近
代
個
人
主
義
と
魯
迅
の
悲
劇
の
発
生

漢
学
と
漱
石
の
悲
劇
の
発
生

絶
望
の
「
確
信
」
と
初
期
魯
迅
文
学

第
六
節
　
　
道
徳
通
念
と
初
期
漱
石
文
学

第
七
節
　
　
「
無
」
と
中
期
魯
迅
文
学

第
八
節
　
　
「
無
論
理
」
と
中
期
漱
石
文
学

第
九
節
　
　
「
野
草
」
と
「
夢
十
夜
」

第
十
節
　
　
「
無
」
に
よ
る
「
擾
乱
」
と
晩
期
魯
迅
文
学

第
十
一
節
　
「
自
然
の
論
理
」
と
晩
期
漱
石
文
学

士
口
五
口

ん
h
小
l
こ
ロ

以
上
の
よ
う
に
、
魯
迅
と
漱
石
と
が
互
い
に
「
参
照
係
数
」
と
な
る
こ
と
で

次
第
に
「
悲
劇
性
」
と
「
文
化
伝
統
」
と
の
関
わ
り
方
の
共
通
点
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。
加
え
て
、
両
者
が
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
々
の
文
学
の

新
た
な
側
面
が
現
れ
て
く
る
。
そ
の
「
視
点
と
結
論
は
斬
新
で
あ
る
」
（
あ
と
が

き
）
と
い
え
よ
う
。

な
お
本
書
に
は
「
論
外
の
論
」
と
し
て
、

魯
迅
と
漱
石
と
啄
木

「
傷
逝
」
の
モ
チ
ー
フ
　
ー
　
魯
迅
と
妻
と
愛
人

鴎
外
の
「
舞
姫
」
と
魯
迅
の
「
傷
逝
」

が
加
え
ら
れ
、
今
後
の
研
究
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

（
四
六
版
、
二
」
八
五
頁
、
平
成
五
年
十
月
　
明
治
書
院
刊
、
二
八
二
八
円
）
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