
《文語詩稿≫定稿化の方法・試論

プ
ロ
セ
ス

《
文
語
詩
稿
》
定
稿
化
の
方
法
・
試
論

1
北
村
透
谷
「
宇
宙
の
精
神
」
と
、
宮
沢
賢
治
「
宇
宙
感
情
」
と

は
じ
め
に

宮
沢
賢
治
最
晩
年
の
営
為
の
ひ
と
つ
に
、
《
文
語
詩
稿
》
　
(
草
稿
か
ら
定
稿
に
至

る
過
程
を
括
っ
て
こ
う
表
示
す
る
)
　
の
制
作
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
一
九
二
八
　
(
昭
和
三
)
　
年
以
来
の
闘
病
生
活
に
、
や
っ
と
小
康
が
訪

れ
た
三
〇
　
(
昭
和
五
)
　
年
頃
か
ら
本
格
的
に
な
っ
た
も
の
で
、
は
じ
め
自
分
史
ふ

う
の
メ
モ
を
三
〇
年
八
月
ま
で
の
編
年
体
に
記
し
た
『
文
語
詩
篇
ノ
ー
ト
』
に
よ

っ
て
主
導
さ
れ
た
。
確
か
に
こ
の
段
階
の
作
品
に
は
　
(
初
期
、
初
期
稿
と
仮
称
す

る
)
、
た
と
え
ば
詩
の
舞
台
に
　
「
私
」
　
が
登
場
し
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
文

語
詩
に
よ
る
自
伝
の
構
想
が
、
そ
の
制
作
動
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
に

み
え
る
。

三
一
(
昭
和
六
)
　
年
に
な
る
と
、
東
北
砕
石
工
場
技
師
と
し
て
石
灰
肥
料
の
普

及
に
携
わ
り
つ
つ
、
《
文
語
詩
稿
》
初
期
稿
は
書
き
継
が
れ
て
い
た
が
、
そ
の
九

月
に
再
度
の
発
症
に
よ
っ
て
、
途
絶
す
る
。
以
後
、
死
病
を
背
負
っ
た
宮
沢
賢
治

が
、
病
床
を
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
情
況
の
な
か
、
三
二
　
(
昭
和
七
)
　
年
に
は
、
《
文
語
詩

稿
》
制
作
が
再
開
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
段
階
か
ら
現
わ
れ
て
く
る

島
　
田
　
隆
　
輔

作
品
に
は
　
(
再
編
、
再
編
稿
と
仮
称
す
る
)
、
た
と
え
ば
　
「
私
」
　
が
登
場
し
な
く

な
る
と
い
う
傾
向
が
み
え
、
題
材
も
三
〇
年
八
月
以
前
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
、
い
や
、

時
期
不
詳
の
自
伝
性
を
超
え
た
詩
の
場
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
。

そ
う
し
て
、
三
三
　
(
昭
和
八
)
　
年
の
夏
に
、
ふ
た
つ
の
文
語
詩
集
が
定
稿
集
と

し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

プ
ロ
セ
ス

本
稿
は
、
詩
人
宮
沢
賢
治
が
《
文
語
詩
稿
》
を
定
稿
化
し
て
ゆ
く
方
法
を
、
定

稿
を
収
容
し
た
和
紙
表
紙
の
詩
人
に
よ
る
書
き
つ
け
を
て
が
か
り
に
、
探
究
し
よ

プ
ロ
セ
ス

う
と
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
方
法
の
一
端
に
か
ぎ
ら
れ
て
、
せ
い
ぜ
い
兄
と
お
し

を
た
て
る
、
と
い
う
あ
た
り
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。
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1
　
想
は
定
ま
り
て
表
現
未
だ
定
ま
ら
ず

(

1

)

て
が
か
り
と
い
う
の
は
、
次
の
ふ
た
つ
の
文
言
で
あ
る
。

ひ
と
つ
は
定
稿
集
『
文
語
詩
稿
五
十
篇
』
　
の
和
紙
表
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

本
稿
集
む
る
所
、
想
は
定
り
て
表
現
未
だ
足
ら
ざ
れ
ど
/
も
現
在
は
現
在
の

推
敲
を
以
て
定
稿
と
す
。

と
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
が
、
『
文
語
詩
稿
一
百
篇
』
に
書
か
れ
た
、

本
稿
想
は
定
ま
り
て
表
現
未
だ
定
ら
ず
。
/
唯
推
敲
の
現
状
を
以
て
そ
の
時
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々
の
定
稿
と
な
す
。

と
い
う
も
の
だ
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
文
章
が
は
ら
ん
で
い
る
意
味
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
い
ま
は

問
わ
ず
、詩

想
は
定
ま
っ
て
、
詩
本
文
の
ほ
う
の
表
現
が
ま
だ
不
足
な
あ
る
い
は
定
ま

ら
な
い
の
で
、
現
段
階
の
推
敲
本
文
を
も
っ
て
定
稿
と
し
て
お
く
。

と
い
う
骨
格
の
ほ
う
に
注
目
を
し
た
い
。
こ
こ
に
う
か
が
え
る
の
は
、
詩
人
の
《
文

プ
ロ
セ
ス

語
詩
稿
》
に
お
け
る
定
稿
化
の
方
法
が
、
「
想
」
　
の
成
熟
を
承
け
て
　
「
表
現
」
　
が

そ
れ
を
追
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
定
稿
と

は
い
い
な
が
ら
そ
れ
は
い
わ
ば
括
弧
つ
き
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
質
は
　
「
現
在
の

推
敲
/
推
敲
の
現
状
」
　
に
す
ぎ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
、
詩
人
が
そ
れ
を
　
「
定
稿
」
　
と
し
、
詩
集
に
ま
で
編
ん

だ
の
は
、
ど
う
し
て
か
。
も
し
、
そ
の
死
期
の
間
近
な
る
を
予
感
し
た
か
ら
だ
と
、

澄
ま
し
た
顔
で
答
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
一
月
ほ
ど
後
に
死
を
迎
え
る
事
実
を
わ

れ
わ
れ
が
あ
ら
か
じ
め
握
っ
て
い
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

プ
ロ
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ス

詩
人
に
は
そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
必
然
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
、
と
は
考
え

ら
れ
な
い
か
。
そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
詩
人
は
死
病
を
背
負
い
な
が
ら
、
な
ぜ

《
文
語
詩
稿
》
　
の
再
編
に
向
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
ま
ず
答
え
る
必
要

が
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
は
、
《
文
語
詩
稿
》
を
途
絶
さ
せ
た
三
二
年
の
闘
病

生
活
の
な
か
に
示
唆
も
あ
る
は
ず
で
、
実
際
に
そ
の
と
き
ど
き
の
心
境
を
記
録
し

た
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
刻
み
つ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
　
(
4
4
～
4
6
㌻
)
。

厳
に
日
課
を
定
め

法
を
先
と
し

父
母
を
次
と
し

近
縁
を
三
と
し

[
社
会
1
・
]
農
村
を
最
后
の
目
標
と
し
て

只
猛
進
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
1
0
・
2
9
の
項
)

見
過
ご
せ
な
い
の
が
、
「
[
社
会
1
・
]
農
村
を
最
后
の
目
標
と
し
て
」
　
と
い
う

点
だ
。
こ
れ
が
最
終
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
あ
る
に
し
て
も
、
法
　
(
法
華
経
)
・
父

母
・
近
縁
に
少
な
く
と
も
並
び
立
っ
て
お
り
、
「
只
猛
進
せ
よ
」
　
と
、
そ
こ
に
立

ち
向
か
う
こ
と
を
　
「
厳
に
」
　
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
巻
農
学
校
の
教
師
と
し
て
、
羅
須
地
人
協
会
の
主
宰
と
し
て
、
そ
し
て
東
北

砕
石
工
場
の
技
師
と
し
て
、
宮
沢
賢
治
の
後
半
生
は
農
村
/
農
民
の
生
活
改
革
に

向
か
う
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
に
挫
折
し
た
い
ま
、
死
病
に

耐
え
て
い
る
身
で
は
、
そ
の
病
床
で
肥
料
設
計
に
応
ず
る
こ
と
く
ら
い
し
か
も
う

(

2

)

な
く
、
三
二
年
以
降
、
死
の
前
日
ま
で
そ
れ
は
果
た
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
時
に
詩
人
は
、
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
　
を
発
表
し
　
(
三

二
年
)
、
「
風
の
又
三
郎
」
　
に
手
を
入
れ
る
　
(
三
三
年
)
　
な
ど
の
童
話
創
作
に
執
着

し
て
お
り
、
ま
た
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
整
理
　
(
『
春
と
修
羅
第
二
集
』
　
の
再
編
)
　
に

加
え
て
、
《
文
語
詩
稿
》
　
の
再
編
に
も
向
か
っ
て
い
る
の
だ
。

肥
料
設
計
ほ
ど
直
接
的
な
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
農
村
/
農
民
の
生
活
改
革

が
世
の
中
の
意
識
改
革
を
も
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
読
者
を
前
提

と
し
て
い
る
だ
ろ
う
文
学
的
営
為
も
ま
た
、
「
猛
進
」
　
す
べ
き
こ
と
の
う
ち
に
あ

っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
る
と
、
《
文
語
詩
稿
》
　
の
再
編
も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

38
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2
　
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
　
の
存
在

こ
の
　
《
文
語
詩
稿
》
が
、

[
社
会
1
・
]
農
村
を
最
后
の
目
標
と
し
て

只
猛
進
せ
よ

と
い
う
覚
悟
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
詩
人
宮
沢
賢
治
が
農
学
校
教
師
を

辞
し
て
、
農
村
と
い
う
現
場
に
は
じ
め
て
踏
み
だ
し
た
二
六
　
(
大
正
一
五
)
　
年
の

出
来
事
が
結
び
つ
い
て
く
る
。

そ
こ
で
立
ち
あ
げ
た
羅
須
地
人
協
会
と
い
う
活
動
は
、
「
新
し
い
農
村
の
/
建

設
に
努
力
す
る
」
　
(
『
岩
手
日
報
』
二
六
・
四
・
一
付
)
　
も
の
と
し
て
周
囲
か
ら
も

認
識
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
思
い
つ
き
で
は
な
か
っ
た
。
宮
沢
賢
治
に
は
、

そ
の
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
、
農
村
青
年
の
育
成
を
目
的
と
し
た

岩
手
国
民
高
等
学
校
に
お
け
る
講
義
「
農
民
　
(
地
人
)
　
芸
術
概
論
」
　
を
整
理
・
発

(

3

)

展
さ
せ
た
、
農
民
生
活
の
改
革
原
論
と
も
い
う
べ
き
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
　
と

い
う
、
序
論
と
結
論
を
併
せ
1
0
章
に
わ
た
る
構
想
を
こ
の
年
に
手
に
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
(
以
下
「
綱
要
」
と
す
る
)
。
し
た
が
っ
て
羅
須
地
人
協
会
活
動
も
、

お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ
る
　
ず
ゐ
ぶ
ん
忙
が
し
く
仕
事
も
つ
ら
い

も
っ
と
明
る
く
生
き
生
き
と
生
活
を
す
る
道
を
見
付
け
た
い

と
い
う
「
綱
要
」
の
(
序
論
)
を
実
践
し
た
も
の
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
二
七
　
(
昭
和
二
)
　
年
に
は
　
「
思
想
問
題
」
　
(
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』

第
十
六
巻
年
譜
篇
一
月
三
一
日
の
記
述
)
　
に
発
展
し
た
た
め
こ
の
活
動
の
縮
小
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
農
業
技
師
・
装
景
者
と
し
て
地
域
の
肥
料
設
計
や

花
壇
工
作
な
ど
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
革
プ
ラ
ン
の
達
成
に
わ
ず
か
で

も
近
づ
こ
う
と
努
め
る
が
、
二
八
年
の
夏
に
結
核
を
発
症
、
や
が
て
病
床
に
就
い

て
そ
の
活
動
は
潰
え
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
か
ろ
う
じ
て
小
康
を
得
た
三
一
年
、
あ
ら
た
め
て
農
業
技
師
と
し

て
、
か
つ
て
盛
岡
高
等
農
林
学
校
で
関
豊
太
郎
博
士
に
学
び
、
そ
の
実
現
を
嘱
望

さ
れ
て
い
た
農
地
の
土
壌
改
良
の
た
め
に
、
石
灰
肥
料
の
普
及
・
販
売
に
立
ち
向

か
う
。
無
謀
に
も
、
岩
手
は
も
ち
ろ
ん
東
北
各
地
を
奔
走
し
、
結
果
と
し
て
、
起

死
回
生
を
期
し
た
こ
の
活
動
も
ま
た
、
九
月
、
病
に
再
び
倒
れ
て
途
絶
し
た
の
で

あ
る
。そ

う
し
た
挫
折
と
死
病
と
の
闘
い
の
は
て
に
、

[
社
会
1
・
]
農
村
を
最
后
の
目
標
と
し
て

只
猛
進
せ
よ

と
覚
悟
を
定
め
て
、
そ
の
残
生
を
農
村
に
向
か
っ
て
燃
や
し
尽
く
す
こ
と
を
決
意

し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
三
二
年
以
後
の
　
《
文
語
詩
稿
》
　
の
再
編
に
立
ち
向

か
う
詩
人
に
、
農
村
と
ま
さ
に
向
き
合
お
う
と
し
た
か
つ
て
の
　
「
綱
要
」
　
が
鮮
明

に
よ
み
が
え
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
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3
　
練
意
了
つ
て
表
現
し
定
案
成
れ
ば
完
成
せ
ら
る

「
綱
要
」
　
全
体
の
本
意
を
、
具
体
精
密
に
解
く
余
裕
が
い
ま
は
な
い
が
、
《
文

プ
ロ
セ
ス

語
詩
稿
》
定
稿
化
の
方
法
に
か
か
わ
り
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
、
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
「
綱
要
」
　
は
、
(
農
民
芸
術
の
本
質
)
　
と
し
て
、

農
民
芸
術
と
は
宇
宙
感
情
の
　
地
人
　
個
性
と
通
ず
る
具
体
的
な
る
表
現
で

あ
る

そ
は
直
感
と
情
緒
と
の
内
経
験
を
素
材
と
し
た
る
無
意
識
或
は
有
意
の
創
造
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で
あ
る

と
い
う
。

「
宇
宙
感
情
」
　
は
、
「
綱
要
」
　
の
　
(
結
論
)
　
に
み
え
る
　
「
銀
河
系
を
包
む
透
明

な
意
志
」
　
に
も
言
い
換
え
う
る
も
の
で
、
宇
宙
意
志
と
い
っ
て
よ
い
。
(
序
論
)

の
　
「
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
」
　
と
い
う
認

識
か
ら
し
て
詩
人
に
と
っ
て
は
最
高
位
に
あ
る
も
の
で
、
人
の
個
性
に
よ
る
表
現

と
宇
宙
感
情
と
が
　
「
具
体
的
」
　
に
通
じ
あ
う
こ
と
、
そ
れ
を
芸
術
の
本
質
だ
と
い

う
。
そ
の
う
え
で
　
「
直
感
と
情
緒
と
の
内
経
験
を
素
材
」
　
に
す
る
の
だ
と
い
う
。

「
直
感
」
　
と
は
、
や
は
り
　
へ
序
論
)
　
に
い
う
　
「
銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
」
　
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
直
感
に
地
人
の
生
活
感
情
　
(
情
緒
)
　
が
応
じ
た
と
き
に
生

じ
る
内
部
の
経
験
、
そ
れ
を
　
「
素
材
」
　
に
し
て
、
「
無
意
識
或
は
有
意
の
創
造
」

-
こ
れ
は
無
意
識
の
創
造
か
ら
有
意
の
創
造
へ
の
意
と
と
っ
て
お
く
が
ト
、
そ
こ

に
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
具
体
的
な
る
表
現
」
　
は
得
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
。

で
は
、
無
意
識
あ
る
い
は
有
意
の
創
造
過
程
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
「
綱

要
」
　
(
農
民
芸
術
の
製
作
)
　
で
は
、
宇
宙
感
情
を
　
「
感
受
し
た
後
」
　
に
、

諸
作
無
意
識
中
に
潜
入
す
る
ほ
ど
美
的
の
深
と
創
造
力
は
加
は
る

機
に
よ
り
興
会
し
胚
胎
す
れ
ば
製
作
心
象
中
に
あ
り

練
意
了
つ
て
表
現
し
　
定
案
成
れ
ば
完
成
せ
ら
る

と
い
い
、
そ
こ
で
は
、
「
無
意
識
或
は
有
意
」
　
の
過
程
が
、
次
の
よ
う
に
分
節
さ

れ
て
い
て
、
内
経
験
　
(
素
材
)
　
が
熟
成
さ
れ
つ
つ
無
意
識
中
か
ら
心
象
中
に
至
っ

た
と
こ
ろ
で
　
「
有
意
」
　
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
練
意
了
つ
て
表
現
し
　
定
案
成
れ
ば
完
成
せ
ら
る
」
　
(
傍
点
は
島
田
、
以
下
同
)

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
芸
術
成
立
の
決
め
手
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

・
練
意
了
つ
て
　
1
　
・
表
現
しヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

・
定
案
成
れ
ば
　
1
完
成
せ
ら
る

と
い
う
こ
と
で
、
成
立
ま
で
に
二
段
階
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
読
み
と
り
う
る
な
ら
ば
、
芸
術
の
生
成
過
程
に
お
い
て
、
自
ら
の

う
ち
に
直
感
さ
れ
た
　
「
宇
宙
感
情
/
意
志
」
　
に
応
じ
て
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
言
語

の
か
た
ち
を
と
り
、
表
現
の
獲
得
に
向
か
う
の
に
は
、
「
意
を
練
り
了
え
る
」
　
必

要
が
あ
り
、
過
程
と
し
て
は
　
「
意
」
　
が
　
「
表
現
」
　
よ
り
も
先
に
確
立
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
先
に
引
用
し
た
《
文
語
詩
稿
》

定
稿
和
紙
表
紙
の
文
言
を
、
呼
び
起
こ
さ
せ
は
し
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
並
置
の
試
み
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

40

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

練
意
了
つ
て
　
表
現
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

想
は
定
り
て
　
表
現
未
だ
定
ら
ざ
れ
ど
も

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

想
は
定
ま
り
て
表
現
未
だ
定
ら
ず

(
(
農
民
芸
術
の
製
作
)
)

(
『
五
十
篇
』
)

(
『
一
百
篇
』
)

こ
れ
を
認
め
れ
ば
、
農
民
芸
術
と
定
稿
化
に
向
か
う
《
文
語
詩
稿
》
　
の
製
作
/

制
作
の
作
法
と
は
、

意
　
1
　
表
現

想
　
1
　
表
現

(
(
農
民
芸
術
の
製
作
)
)

(
《
文
語
詩
稿
》
定
稿
化
)

・
無
意
識
中

・
心
象
中

美
的
探
と
創
造
力
　
1
　
興
会
と
胚
胎
　
(
1
有
意
)

し
か
し
、
製
作
の
要
諦
は
そ
の
「
意
」
を
ど
う
具
体
化
さ
せ
る
か
に
あ
る
か
ら
、

と
い
う
同
一
の
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

あ
る
い
は
、
や
は
り
和
紙
表
紙
の
文
言
に
、

現
在
は
現
在
の
推
敲
を
以
て
定
稿
と
す
。

唯
推
敲
の
現
状
を
以
て
そ
の
時
々
の
定
稿
と
な
す
。

(
『
五
十
篇
』
)

(
『
一
百
篇
』
)
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と
も
あ
っ
た
、
真
の
定
稿
に
は
な
か
な
か
た
ど
り
つ
け
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
詩
人

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
自
覚
も
、
「
定
案
成
れ
ば
完
成
せ
ら
る
」
　
の
、
成
れ
ば
-
せ
ら
る
と
い
う
苦
衷

を
に
じ
ま
せ
た
言
い
ま
わ
し
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
完
成
に
至
る
こ
と
の
困
難
さ
に

呼
応
し
て
お
り
、
こ
れ
も
ど
う
や
ら
両
者
の
あ
り
よ
う
が
重
な
っ
て
い
る
。

「
想
」
　
を
定
立
し
て
さ
ら
に
　
「
表
現
」
　
を
高
め
て
ゆ
く
と
い
う
《
文
語
詩
稿
》

プ
ロ
セ
ス

定
稿
化
の
方
法
は
、
「
綱
要
」
　
の
応
用
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
困
難
な
道
程
を
、

求
道
す
で
に
道
で
あ
る

永
久
の
未
完
成
こ
れ
完
成
で
あ
る

(
序
論
)

(
結
論
)

を
、
久
遠
実
戒
の
本
仏
を
独
自
に
説
く
法
華
経
の
教
え
の
信
行
に
徹
し
た
か
ら
、

法
華
経
を
基
軸
に
し
た
仏
教
的
世
界
観
ま
た
宇
宙
観
か
ら
そ
の
認
識
が
出
て
い
る

と
み
て
、
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。

た
ゞ
ひ
と
つ
ど
う
し
て
も
棄
て
ら
れ
な
い
問
題
は
た
と
へ
ば
宇
宙
意
志
と
い

ふ
や
う
な
も
の
が
あ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
ほ
ん
た
う
の
幸
福
に
齋
ら
し
た

い
と
考
へ
て
ゐ
る
も
の
か
そ
れ
と
も
世
界
が
偶
然
盲
目
的
な
も
の
か
と
い
ふ

所
謂
信
仰
と
科
学
と
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
行
く
べ
き
か
と
い
ふ
場
合
私
は
ど

マ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ー

う
し
て
も
前
者
だ
と
い
ふ
の
で
す
。
す
な
わ
ち
宇
宙
に
は
実
に
多
く
の
意
識

と
言
い
添
え
て
、
立
ち
向
か
っ
て
ゆ
く
過
程
そ
の
も
の
に
意
義
あ
る
こ
と
を
は
っ

き
り
示
し
て
も
お
り
、
完
成
が
崇
高
な
る
達
成
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
そ
こ
に
至

る
こ
と
の
尊
さ
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
。
応
用
は
近
道
で
は
な
い
の
だ
。
意
/

想
は
、
表
現
と
出
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
、
深
化
し
た
意
/
想
が

ま
す
ま
す
表
現
を
巧
み
に
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
往
復
と
反
復
の
運
動
が
、
そ
の
の

ち
に
も
延
々
と
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
《
文
語
詩
稿
》
定
稿
に
お
け
る
そ
う
し
た
反
映
の
ひ
と
つ
が
、
定

稿
用
紙
上
で
、
二
段
階
に
わ
た
る
さ
ら
な
る
本
文
手
入
れ
が
あ
る
、
と
い
う
現
象

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

4
　
宇
宙
の
精
神
即
ち
神
な
る
も
の

プ
ロ
セ
ス

《
文
語
詩
稿
》
定
稿
化
の
方
法
に
、
「
綱
要
」
　
の
態
度
が
反
映
し
て
い
る
と
し

て
、
注
意
す
べ
き
な
の
が
、
両
者
の
重
な
る
要
、
あ
る
い
は
始
発
に
位
置
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
　
「
宇
宙
感
情
」
　
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。
宮
沢
賢
治
は
、
そ
の
半
生

の
段
階
が
あ
り
そ
の
最
終
の
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
迷
誤
を
は
な
れ
て
あ
ら
ゆ
る

生
物
を
究
意
の
幸
福
に
い
た
ら
し
め
や
う
と
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
ま
あ
中
学
生

が
考
へ
る
や
う
な
点
で
す
。

(
書
簡
2
5
2
C
下
書
四
、
二
九
年
頃
と
推
定
、
傍
線
は
島
田
)

こ
こ
に
は
、
六
道
あ
る
い
は
十
界
を
輪
廻
転
生
す
る
と
い
う
仏
教
の
基
本
的
な

世
界
観
・
宇
宙
観
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
仏
教
を
受
け
容
れ
て
も
う

長
い
日
本
人
の
感
覚
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

た
だ
あ
え
て
宮
沢
賢
治
ら
し
さ
を
兄
い
だ
す
と
な
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
生
物
を
究
寛
の
幸
福
に
い
た
ら
し
め
や
う
と
し
て
ゐ
る

と
い
う
よ
う
な
了
解
の
仕
方
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
芸
術
/
文
学
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
宇
宙
意
志
の
直
感
/
感
受
か

ら
創
造
の
途
に
就
く
、
と
い
う
原
理
も
ま
た
、
こ
の
詩
人
の
独
創
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
け
っ
し
て
な
い
。
先
人
の
一
人
と
し
て
、
た
と
え
ば
北
村
透
谷
が
い
る
。

(

4

)

透
谷
は
そ
の
　
「
内
部
生
命
論
」
　
に
お
い
て
、
「
ア
イ
デ
ア
を
事
実
の
上
に
加
ふ

る
も
の
は
文
芸
上
の
理
想
派
な
り
。
ゆ
ゑ
に
文
芸
上
に
て
は
殆
ど
ア
イ
デ
ア
と
称

41
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す
べ
き
も
の
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
　
と
断
言
し
、
「
其
の
之
あ
る
は
」
　
「
瞬
間
の
冥
契

な
り
」
　
と
し
て
、

瞬
間
の
冥
契
と
は
何
ぞ
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
是
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
　
(
中
略
)

ひ
つ
き
よ
う

畢
寛
す
る
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
宇
宙
の
精
神
即
ち
神
な
る
も
の

よ
り
し
て
、
人
間
の
精
神
即
ち
内
部
の
生
命
な
る
も
の
に
対
す
る
一
種
の
感

応
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
(
中
略
)

こ
の
感
応
は
人
間
の
内
部
の
生
命
を
再
造
す
る
者
な
り
、
こ
の
感
応
は
人

間
の
内
部
の
経
験
と
内
部
の
自
覚
と
を
再
造
す
る
者
な
り
。

と
説
明
し
て
い
る
。

透
谷
が
、
「
宇
宙
の
精
神
即
ち
神
な
る
も
の
よ
り
し
て
」
　
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
こ

と
ば
を
継
い
で
い
る
あ
た
り
、
そ
こ
に
絶
対
的
な
信
を
お
い
た
素
朴
さ
と
い
っ
た

も
の
を
私
は
み
、
そ
こ
に
も
　
「
ま
あ
中
学
生
が
考
へ
る
や
う
な
」
　
と
い
っ
た
宮
沢

賢
治
の
純
情
さ
が
重
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
透
谷
が

示
し
て
い
る
、

宇
宙
精
神
1
冥
契
・
感
応
1
内
部
の
生
命
・
経
験
・
自
覚
を
再
造
す
る

と
で
も
整
理
し
う
る
だ
ろ
う
宇
宙
精
神
の
み
ち
す
じ
に
、

宇
宙
感
情
1
直
感
・
感
受
1
情
緒
と
の
内
経
験
を
有
意
へ
と
創
造
す
る

と
い
う
、
「
綱
要
」
　
に
お
け
る
　
(
農
民
芸
術
の
本
質
)
　
の
み
ち
す
じ
と
ほ
ぼ
符
合

し
て
お
り
、
i
n
的
p
i
r
a
さ
れ
た
ふ
た
り
の
詩
人
が
、
そ
の
宇
宙
精
神
/
感
情
を
、

言
語
を
も
っ
て
　
「
想
」
　
を
有
意
な
　
(
想
)
　
に
形
成
し
て
、
そ
の
　
「
表
現
」
　
へ
と
展

開
し
て
ゆ
く
工
程
は
、
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
う
よ
う
に
み
え
る
。

ま
た
　
「
内
部
生
命
論
」
　
に
先
行
・
密
接
す
る
も
の
で
、

宇
宙
に
精
神
あ
る
が
如
く
人
間
に
も
亦
た
精
神
あ
る
な
り
、
而
し
て
人
間
個

々
の
希
望
は
、
宇
宙
の
精
神
に
合
す
る
に
あ
り
、
人
間
世
界
の
最
後
の
希
望

(

5

)

は
全
く
宇
宙
の
精
神
に
合
体
す
る
に
あ
り
。
　
　
　
(
「
頑
執
妄
排
の
弊
」
)

と
い
う
文
章
が
あ
り
、
こ
れ
に
も
、
「
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集
団
社
会
宇
宙

と
次
第
に
進
化
す
る
」
　
と
し
た
　
(
序
論
)
　
の
考
え
方
が
か
よ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
す
る
透
谷
が
「
宇
宙
の
精
神
即
ち
神
な
る
も
の
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
し
た
が
お
う
と
し
た
、
そ
の
延
長
線
上
に
　
「
宇
宙
感
情
の
　
地
人
　
個
性
と
通

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ず
る
具
体
的
な
る
表
現
」
　
を
求
め
よ
う
と
し
た
宮
沢
賢
治
の
態
度
を
、
ひ
と
ま
ず

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
み
え
る
。

5
　
あ
る
い
は
北
村
透
谷
と
い
う
影

け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
透
谷
に
直
に
影
響
さ
れ
た
宮
沢
賢
治
が
い
る
、
と
い
う
の

で
は
な
い
　
(
そ
の
直
接
的
な
影
響
関
係
を
証
明
す
る
よ
う
な
宮
沢
賢
治
文
書
も
伝

記
的
資
料
も
未
発
見
で
あ
る
)
。
た
だ
、
宇
宙
言
説
だ
け
で
な
く
そ
の
事
績
に
お

い
て
も
、
ふ
た
り
に
は
、
時
代
も
場
所
も
し
た
が
っ
て
内
実
も
異
な
る
が
、
次
に

掲
げ
る
よ
う
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
対
照
に
よ
っ
て
は
、
詩
人
宮

(

6

)

沢
賢
治
の
特
性
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
も
こ
よ
う
。
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▼
北
村
透
谷

一
八
六
八
-
九
四
・
没
後
日
清
戦
争

▼
宮
沢
賢
治

九
六
-
一
九
三
三
・
没
後
日
中
戦
争

法
華
経

(

7

)

普
連
土
女
学
校
教
師
　
(
九
〇
～
九
三
?
)

『
蓬
莱
曲
』
自
費
出
版
　
(
九
一
)

『
平
和
』
主
筆
(
八
九
～
九
三
)

花
巻
農
学
校
教
師
　
(
二
一
～
二
六
)

『
春
と
修
羅
』
自
費
出
版
　
(
二
四
)

羅
須
地
人
協
会
　
(
二
六
～
二
七
)



《文語詩稿≫定稿化の方法・試論

『
聖
書
之
友
雑
誌
』
主
筆
(
九
三
)

東
北
砕
石
工
場
技
師
　
(
三
一
)

『
ヱ
マ
ル
ソ
ン
』
　
(
九
三
・
九
四
刊
行
)

《
文
語
詩
稿
》
　
(
三
二
～
三
三
)

自
死
　
(
九
四
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
病
死
　
(
三
三
)

(
な
お
、
少
し
因
縁
め
い
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
と
、
透
谷
は
一
八
九

(

8

)

三
　
(
明
治
二
六
)
　
年
八
月
に
花
巻
の
福
井
松
湖
牧
師
を
訪
問
し
て
い
る
)

こ
こ
に
は
、
信
仰
を
も
と
に
し
て
、
一
方
で
文
学
を
刻
む
孤
独
な
作
業
に
向
か

い
な
が
ら
そ
の
試
み
を
世
に
問
い
、
ま
た
一
方
で
は
、
現
実
社
会
に
対
し
て
奉
仕

的
な
活
動
を
起
こ
し
て
ゆ
く
、
ふ
た
り
の
生
き
よ
う
が
相
似
的
に
現
わ
れ
て
い
よ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
生
を
途
な
か
ば
で
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
点
で
も
、

ふ
た
り
は
重
な
っ
て
く
る
。

透
谷
の
死
の
ほ
う
が
一
〇
歳
も
若
い
が
、
宮
沢
賢
治
も
三
七
歳
で
や
は
り
早
す

ぎ
る
死
だ
。
透
谷
の
場
合
、
神
経
を
病
ん
で
は
い
た
が
、
絵
死
に
よ
る
明
ら
か
な

自
決
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
場
合
、
苛
酷
な
精
進
と
過
労
か
ら
き
た
結
核
の
悪
化

に
よ
る
死
で
は
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
死
の
前
日
に
も
肥
料
設
計
の
依
頼
に
応
じ

た
ほ
ど
だ
か
ら
、
生
へ
の
執
着
は
も
う
断
ち
切
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。

そ
う
し
た
死
を
前
に
、
ふ
た
り
は
次
の
よ
う
な
作
品
を
、
い
ず
れ
も
他
者
の
眼

に
ふ
れ
る
か
た
ち
で
書
い
て
い
る
。
北
村
透
谷
の
場
合
は
、
「
露
の
い
の
ち
」
　
と

(

9

)

題
し
た
ほ
と
ん
ど
歌
謡
体
の
も
の
だ
っ
た
。

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

し

こ

待
ち
や
れ
待
ち
や
れ
、
そ
の
手
は
元
へ
も
ど
し
や
ん
せ
。
無
残
な
こ
と
を
な

さ
れ
ま
い
。
そ
の
手
の
指
の
先
に
て
も
、
こ
れ
こ
の
露
に
さ
は
る
な
ら
、
た

お

ち
ま
ち
雫
ち
て
消
え
ま
す
ぞ
え
。

こ
の
露
は
何
と
せ
う
。
咲
き
も
せ
ず
散
り
も
せ
ず
。
ゆ
ふ
べ
む
す
ん
で
け
さ

き
ゆ

は
滑
る
。

は

す

え

　

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

ま

草
の
菓
末
に
唯
だ
ひ
と
よ
。
か
り
の
ふ
し
ど
を
た
の
み
て
も
。
さ
て
美
い
夢

さ
つ
さ
つ

一
つ
、
見
る
で
も
な
し
。
野
ざ
ら
し
の
風
楓
々
と
。
吹
き
わ
た
る
な
か
に
何

が
た
の
し
く
て
。

結
び
し
前
は
い
か
な
り
し
。
消
え
て
の
後
は
い
か
な
ら
む
。
ゆ
ふ
べ
と
け
さ

ひ
ま

の
こ
の
間
も
。
う
れ
ひ
の
種
と
な
り
し
か
や
。
待
ち
や
れ
と
言
っ
た
は
あ
や

ま
ち
。
と
く
/
＼
消
し
て
た
ま
は
れ
や
。

吹
け
ば
散
る
、
散
る
こ
そ
花
の
生
命
と
は
悟
っ
た
や
う
な
人
の
言
ひ
ご
と
。

「
露
」
　
と
は
、
内
部
生
命
に
し
た
が
お
う
と
し
て
き
た
　
「
純
聖
な
る
理
想
家
」

と
し
て
、
ま
な
ざ
し
て
き
た
も
の
の
比
喩
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
す

る
と
、
こ
の
一
見
軽
快
な
表
現
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
虚
脱
の
韻
律
な

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
絶
望
感
が
忍
ん
で
い
る
、
と
私
に
は
思
え
る
。
宙
づ
り
に

(
1
0
)

さ
れ
た
ま
ま
の
我
が
理
想
を
、
も
う
終
わ
り
に
し
て
く
れ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
評
論
に
み
ら
れ
る
変
則
的
な
漠
文
脈
か
ら
遠
く
離
れ
、
ま
た
　
「
露

の
い
の
ち
」
　
に
先
行
す
る
拝
情
詩
群
の
定
型
文
語
脈
と
も
異
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で

の
透
谷
流
の
文
体
が
棄
て
ら
れ
て
い
る
。
俗
謡
や
口
語
脈
を
内
蔵
し
た
こ
の
文
体

が
、
た
ぶ
ん
こ
の
と
き
の
身
の
丈
に
あ
っ
た
こ
と
ば
だ
っ
た
の
だ
。

「
露
」
　
と
い
い
　
「
消
し
て
た
ま
は
れ
や
」
　
と
い
う
。
こ
の
詩
の
場
は
、
な
る
ほ

ど
拝
情
的
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
支
え
る
想
は
、
い
か
に
も
脆
弱

で
想
の
形
骸
が
横
た
わ
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
想
の
内
実
が
希

薄
な
の
で
あ
る
。
余
裕
と
も
ほ
ど
遠
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
内
部
生
命
を
い
ま

43
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や
放
棄
し
よ
う
と
し
て
い
る
詩
人
の
す
が
た
な
の
で
は
な
い
か
。

宮
沢
賢
治
の
ほ
う
は
、
死
の
二
日
前
に
父
に
す
す
め
ら
れ
、
絶
筆
と
し
て
、
次

の
短
歌
2
首
を
半
紙
に
認
め
る
。

方
十
里
稗
貫
の
み
か
も

稲
熟
れ
て
み
祭
三
日

そ
ら
は
れ
わ
た
る

い
た
つ
き

病
　
の
ゆ
ゑ
に
も
く
ち
ん

い
の
ち
な
り

み
の
り
に
棄
て
ば

う
れ
し
か
ら
ま
し

と
や
が
さ
き

こ
の
年
九
月
一
七
日
か
ら
催
さ
れ
た
、
鳥
谷
崎
神
社
に
よ
る
三
日
間
の
花
巻
祭

は
快
晴
で
あ
り
、
実
際
に
は
、
稗
貫
郡
の
み
な
ら
ず
県
下
大
豊
作
の
年
と
な
っ
て

お
り
、
1
首
め
の
軽
快
な
表
現
は
、
外
部
の
気
配
と
詩
人
の
内
部
　
(
祈
念
)
　
と
が

相
乗
し
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
2
首
め
で
は
、
そ
の
い
の
ち
も
　
「
み
の
り
に

み

の

り

棄
て
ば
う
れ
し
か
ら
ま
し
」
　
と
い
う
。
み
の
り
は
実
り
で
あ
り
、
御
法
で
あ
る
。

こ
れ
が
反
実
仮
想
表
現
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
年
の
豊
作
が
来
年
も
再

来
年
も
来
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
そ
の
現
実
を
見
据
え
て
、
半
生
を
か
け
て
き
た
農

村
の
改
革
も
法
華
経
の
信
行
も
い
ま
だ
途
中
な
の
だ
、
と
い
う
詩
人
の
意
思
表
示

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
表
現
を
支
え
て
い
る
の
は
、
や
は
り
あ
の
、

[
社
会
1
・
]
農
村
を
最
后
の
目
標
と
し
て

只
猛
進
せ
よ

と
定
め
た
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
、
確
固
た
る
想
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

優
劣
と
か
是
非
と
か
を
い
う
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
作
品
だ
け
で
、
死
を
前
に
し
た
彼
ら
の
心
境
を
充
分
に
ま
た
精
確
に

つ
か
め
る
は
ず
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
趣
の
異
な
り
は
ど
は
指
摘
で
き
よ

う
。
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
差
異
と
い
う
の
は
、
個
人
の
性
格
の
多
様
性
な
ど
に
帰

し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
個
性
な
ど
で
の
り
超
え
き
れ

ぬ
時
代
と
い
う
壁
が
、
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

(

1

1

)

維
新
が
引
き
起
こ
し
た
　
「
移
動
」
　
(
「
漫
馬
」
)
　
の
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
て
く
る

暗
部
を
懸
命
に
生
き
ぬ
こ
う
と
し
た
北
村
透
谷
と
、
帝
国
主
義
に
向
か
う
時
代
が

置
き
去
り
に
し
て
き
た
　
「
農
村
」
　
と
い
う
暗
部
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
宮
沢
賢

治
と
に
与
え
ら
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
試
練
の
異
質
さ
で
あ
る
。

6
　
透
谷
、
「
実
」
　
か
ら
　
「
想
」
　
へ

44

明
治
と
い
う
時
代
は
、
日
清
・
日
露
両
戦
争
に
勝
利
し
て
、
富
国
強
兵
と
い
う

実
質
を
達
成
す
る
。
文
明
開
化
の
合
い
言
葉
に
よ
る
　
「
実
」
　
が
求
め
ら
れ
た
時
代

だ
っ
た
。
そ
の
草
創
期
を
北
村
透
谷
は
生
き
る
。
だ
か
ら
、
透
谷
も
は
じ
め
、
自

由
民
権
の
政
治
活
動
家
と
し
て
凄
ま
じ
い
「
実
」
の
世
界
に
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

結
局
彼
は
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
　
(
一
八
八
五
　
(
明
治
一
八
)
　
年
)
。
そ
の
挫
折
体

験
や
、
そ
の
後
の
恋
愛
、
キ
リ
ス
ト
教
入
信
と
い
う
出
来
事
が
透
谷
を
文
学
へ
誘

(
1
2
)

い
、
教
会
と
の
確
執
の
な
か
で
　
「
想
」
　
の
世
界
に
立
ち
合
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ
が
　
「
内
部
生
命
論
」
　
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
動
き

(
1
3
)

は
い
ま
は
略
す
こ
と
と
し
て
、
宇
宙
精
神
に
感
応
し
た
内
部
生
命
の
持
ち
主
は
、

そ
の
論
を
締
め
く
く
っ
て
、
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再
造
せ
ら
れ
た
る
生
命
の
眼
を
以
て
観
る
時
に
、
造
化
万
物
何
れ
か
極
致
な

き
も
の
あ
ら
ん
や
。
(
中
略
)
　
何
物
に
か
具
体
的
の
形
を
顕
は
し
た
る
も
の

即
ち
其
極
致
な
り
、
万
有
的
眼
光
に
は
万
有
の
中
に
其
極
致
を
見
る
な
り
、

心
理
的
眼
光
に
は
人
心
の
上
に
其
極
致
を
見
る
な
り
。

と
い
う
。
「
極
致
」
　
と
は
永
久
不
変
の
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
神
と
と
も

に
あ
る
　
「
想
」
　
の
具
現
と
も
言
い
換
え
う
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
手
に
し
う

る
地
位
に
透
谷
は
立
ち
得
た
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
半
年
も
経
た
ぬ
う
ち
、
あ
の

「
露
の
い
の
ち
」
　
に
か
い
ま
み
え
る
よ
う
な
、
内
部
生
命
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る

詩
人
の
す
が
た
が
現
わ
れ
て
く
る
。
も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
、
透
谷
は
そ
の
と
き

信
仰
を
喪
お
う
と
す
る
最
大
の
心
の
揺
れ
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

疑
い
を
導
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
す
で
に
　
「
内
部
生
命
論
」
　
の
う
ち
に
巣
く
つ

て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

内
部
の
生
命
は
千
古
一
様
に
し
て
、
神
の
外
は
之
を
動
か
す
こ
と
能
は
ざ
る

な
り

宇
宙
精
神
=
神
と
の
冥
契
を
結
ぶ
内
部
生
命
そ
の
も
の
が
、
神
の
ほ
か
は
動
か

せ
な
い
と
い
う
。
詩
人
も
哲
学
者
も
、
ど
う
踏
ん
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
で
神
の
業
に
及

ぼ
う
は
ず
も
な
い
と
も
い
う
。
つ
ま
り
、
詩
人
透
谷
は
㌢
γ
レ
で
か
変
掛
卦
か
秒

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

1

4

)

で
あ
る
。
平
岡
敏
夫
が
新
保
裕
司
の
次
の
指
摘
を
引
い
て
い
る
。

透
谷
は
、
内
部
を
発
見
し
た
の
で
は
な
い
。
内
部
を
動
か
す
神
と
い
う
絶
対

的
外
部
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る
。

「
移
動
」
　
の
時
代
を
、
「
絶
対
的
外
部
」
　
を
戴
い
て
闘
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

(

1

5

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

1

6

)

木
偶
の
如
く
生
き
よ
う
を
、
一
方
で
　
「
精
神
の
自
由
」
　
(
「
明
治
文
学
管
見
」
)
　
を

人
間
の
本
質
と
し
て
つ
か
み
だ
し
高
く
掲
げ
よ
う
と
し
た
詩
人
透
谷
が
、
徹
底
し

て
引
き
受
け
ら
れ
よ
う
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
「
露
の
い
の
ち
」

(
1
7
)

と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
　
「
一
夕
観
」
　
の
な
か
に
、
冥
契
と
自
由
と
の
最
後
の
せ

め
ぎ
合
い
を
読
み
と
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
終
末
の
部
分
を
引
く
。

あ
あ

漠
々
た
る
大
空
は
思
想
の
広
ろ
き
歴
史
の
紙
に
似
た
り
。
(
中
略
)
　
呼
、
悠

々
た
る
天
地
、
限
な
く
窮
り
な
き
天
地
、
大
な
る
歴
史
の
一
枚
、
是
に
対
し

て
暫
ら
く
茫
然
た
り
。

こ
こ
に
は
宇
宙
の
精
神
と
向
か
い
あ
っ
て
い
る
透
谷
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
暫

ら
く
茫
然
」
　
と
す
る
ば
か
り
で
、
な
に
か
を
語
り
継
ご
う
と
は
し
な
い
。
こ
こ
に

「
『
大
い
な
る
現
実
』
の
一
端
に
つ
ら
な
り
つ
つ
、
そ
れ
を
凝
視
、
実
感
し
て
い

る
透
谷
」
を
み
る
平
岡
敏
夫
は
、
さ
ら
に
西
谷
博
之
の
論
を
要
約
し
て
「
(
永
遠
)

の
前
に
立
つ
　
(
単
独
者
)
　
を
見
出
し
」
　
「
観
念
と
し
て
の
　
(
自
我
)
　
が
　
(
実
存
的

(
1
8
)

自
我
)
に
変
容
し
た
」
透
谷
像
を
掲
げ
る
。
だ
が
も
う
一
歩
踏
み
こ
ん
で
い
え
ば
、

私
に
は
、
神
と
の
訣
別
が
い
ま
に
も
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
、
こ
れ
は
孤

(
1
9
)

絶
し
た
光
景
な
の
だ
と
思
わ
れ
て
し
か
た
が
な
い
。

(
2
0
)

最
後
に
取
り
組
ん
だ
『
ヱ
マ
ル
ソ
ン
』
も
未
完
成
の
ま
ま
提
出
を
し
て
新
た
な

針
路
を
そ
れ
以
上
に
模
索
す
る
間
も
な
く
、
透
谷
は
「
我
が
事
終
れ
り
」
と
し
た
。

あ
の
　
「
内
部
生
命
論
」
　
に
は
　
「
(
此
論
未
完
)
」
　
と
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
超
え
る
　
「
想
」
　
世
界
の
追
求
は
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
つ
い
に
そ
の
ま
ま
に
置
か

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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7
　
賢
治
、
(
想
)
　
か
ら
　
(
実
)
　
へ

明
治
と
い
う
「
移
動
」
　
の
時
代
に
、
新
た
な
文
学
を
生
み
だ
す
基
盤
と
も
な
っ
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た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
制
度
の
ま
え
で
、
立
ち
尽
く
し
た
透
谷
は
、
そ
の
徹
底

し
た
近
代
的
自
我
に
よ
っ
て
彼
の
文
学
を
円
熟
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
時
代
の
閉
鎖

性
に
批
判
的
に
立
ち
向
か
う
あ
の
浪
漫
性
や
思
想
性
は
、
『
文
学
界
』
の
仲
間
た

ち
に
た
だ
し
く
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

宮
沢
賢
治
も
、
大
正
末
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
や
は
り
閉
塞
し
て
ゆ
く
時

代
の
な
か
に
あ
っ
た
。
か
つ
て
妹
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰
に
深
く
揺
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
晩
年
は
む
し
ろ
踏
み
し
め
な
が
ら
、
童
話
と
詩
の
制
作
に
集
注
し

(
2
1
)

つ
づ
け
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
　
「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
　
と
認
識
し
て
い
た
の
か

(
2
2
)

も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
定
稿
集
と
し
て
ま
と
め
差
し
出
し
た
《
文

語
詩
稿
》
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

で
は
、
そ
れ
が
向
か
お
う
と
し
た
さ
き
は
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
も
や
は
り
、
「
綱
要
」
　
の
　
(
序
論
)
　
の
な
か
に
す
で
に
み
え
て
い
た
よ
う

に
思
え
る
。

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
わ

れ
ら
は
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
を
索
ね
よ
う

な
ど
と
い
う
こ
と
ば
だ
。
向
か
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
ま
こ
と
の
幸
福
」
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ふ
た
つ
の
こ
と
ば
の
間
に
は
、

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
l
u
可

い
く
こ
と
で
あ
る

と
あ
っ
て
(
傍
線
は
島
田
)
、
直
感
し
た
宇
宙
意
志
に
「
応
じ
て
現
に
実
行
す
る
」

と
い
う
静
掛
紗
に
朴
敗
す
か
へ
し
い
を
か
か
に
訃
レ
で
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
再
編

以
後
の
《
文
語
詩
稿
》
と
い
う
仕
事
が
、
「
綱
要
」
　
の
理
想
を
承
け
た
農
村
改
革

に
向
か
う
　
(
詩
的
実
践
)
　
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
に
は
、
眼
の
前
に
あ
る
農
民
の
人
間
性
を
回
復
し
よ
う
と
い
う
志
が
秘
め

ら
れ
て
お
り
、
抑
圧
の
時
代
へ
の
批
判
が
根
底
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
透
谷

が
志
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
や
は
り
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
と
み
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
農
民
芸
術
の
成
立
に
よ
る
　
「
ま
こ
と
の
幸
福
」
　
の
実
現
と
い
う
こ

と
が
、
こ
の
《
文
語
詩
稿
》
定
稿
化
の
直
接
の
主
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
詩
人
に
と
っ
て
到
達
す
べ
き
、

最
終
の
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
書
簡
2
5
2
C
下
書
四
)

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
《
文
語
詩
稿
》
に
お
け
る
達
成
は
そ
こ
に
至
る
ひ
と
つ

の
階
梯
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
最
終
の
も
の
」
　
が
判
然
と
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
そ
れ
に
向
か
う
行
動
が
も
し
暖
昧
な
ら
迷
走
を
招
く
ほ
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
宇
宙
意
志
な
る
も
の
が
、
詩
人
の
内
部
で
ま
ず

言
語
化
さ
れ
　
(
想
)
　
と
し
て
定
立
し
て
ゆ
く
、
そ
の
こ
と
が
詩
人
に
と
っ
て
重
要

だ
っ
た
意
味
も
お
お
よ
そ
見
と
お
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
《
文
語
詩
稿
》
定
稿
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
な
に
を
志
し
て
ゆ
く
の
か
。
そ
れ
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が

「
最
終
の
も
の
」
　
に
向
か
う
手
順
と
し
て
は
先
行
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け

で
　
(
想
)
　
の
先
行
を
説
明
し
え
な
い
が
、
一
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

ま
た
、
(
想
)
　
の
定
立
に
よ
る
詩
の
場
の
構
築
が
、
さ
ら
な
る
　
(
想
)
　
の
深
化

を
も
た
ら
し
う
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
　
(
実
)
　
に
至
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
な

ら
な
い
前
提
だ
、
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
想
)
　
が
　
(
実
)

に
至
る
と
は
、
「
ま
こ
と
の
幸
福
」
　
に
向
か
う
階
梯
を
一
段
ま
た
一
段
と
着
実
に

昇
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
際
に
、

人
々
の
精
神
を
交
通
せ
し
め
、
そ
の
感
情
を
社
会
化
し
遂
に
一
切
を
究
意
地

に
ま
で
導
か
ん
と
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
農
民
芸
術
の
本
質
)

と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
《
文
語
詩
稿
》
　
の
再
編
と
そ
の
定
稿
化
に
お
い
て
、
詩
人
が
ま
ず
は
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か
っ
た
　
(
想
)
　
の
定
立
が
、
(
実
)
　
に
向
か
っ
て
機
能
す
る
詩
の
成
立
に
は
必
要

な
工
程
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
確
か
に
遺
さ
れ
た
の
が
、
ふ
た
つ
の
定
稿
集
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
詩
稿
は
、
た
ぶ
ん
そ
こ
に
連
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

注
(
1
)
宮
沢
賢
治
の
本
文
は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
(
筑
摩
書
房
一
九
九
六
～
九
七
)

に
よ
る
。
な
お
、
『
文
語
詩
稿
五
十
篇
』
の
和
紙
表
紙
は
現
存
し
な
い
が
、
失
わ
れ

お
わ
り
に

る
以
前
に
文
言
が
写
し
と
ら
れ
て
、
最
初
の
全
集

九
三
五
)
　
に
収
め
ら
れ
た
。

で
あ
る
文
圃
堂
版
　
(
一

う
か
ら
も
て
台
地
の
雪
に
、

と
ほ
つ
お
や
　
の

曙
人
、
礪
り
く
る
児
ら
を
、

シ

ユ

ク

部
落
な
せ
る
そ
の
杜
功
し
。

考
薩
ぞ
光
り
て
覆
ふ
。

『
文
語
詩
稿
五
十
篇
』
に
収
ま
っ
て
い
る
無
題
の
詩
稿
で
あ
る
。
こ
ん
な
ふ
う

に
も
意
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

け
か
つ

飢
健
の
風
土
に
あ
っ
て
、
村
は
運
命
共
同
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
々
が
気

概
の
血
脈
を
連
綿
と
つ
な
い
で
き
た
。
い
ま
も
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
児
ら
が
あ

の
拗
い
杜
を
さ
か
ん
に
駈
け
ぬ
け
て
く
る
。
そ
し
て
、
天
空
は
、
児
ら
を
、

村
を
、
こ
の
台
地
を
、
輝
き
な
が
ら
し
っ
か
り
と
つ
つ
み
こ
む
。

こ
れ
は
、
「
人
々
の
精
神
」
　
が
交
通
し
　
「
そ
の
感
情
」
　
が
社
会
化
し
て
い
る
村

落
、
(
実
)
　
の
具
現
し
た
す
が
た
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
、
と
み
え
な

い
か
。
そ
の
よ
う
に
み
う
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
上
の
　
「
意
識
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

段
階
」
　
を
先
取
り
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
詩
の
場
な
の
だ
。
で
は
、
そ
れ
を
支
え

て
い
る
　
(
想
)
　
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

的
確
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
、
「
綱
要
」
　
の
　
(
農
民

芸
術
の
綜
合
)
　
に
は
、

お
お
朋
だ
ち
よ
　
君
は
行
く
べ
く
　
や
が
て
は
す
べ
て
行
く
で
あ
ら
う

と
い
う
、
「
連
帯
と
前
進
と
」
　
を
呼
び
か
け
る
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。

(
2
)
ち
く
ま
文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
1
0
』
(
一
九
九
五
)
　
の
　
「
宮
沢
清
六
編
年
譜
」

に
よ
る
。

(
3
)
　
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
　
は
、
序
論
・
農
民
芸
術
の
興
隆
・
農
民
芸
術
の
本
質
・

農
民
芸
術
の
分
野
・
農
民
芸
術
の
　
(
諸
)
　
主
義
・
農
民
芸
術
の
製
作
・
農
民
芸
術

の
産
者
・
農
民
芸
術
の
批
評
・
農
民
芸
術
の
綜
合
・
結
論
か
ら
な
る
。

(
4
)
　
『
文
学
界
』
一
八
九
三
・
五
。
本
文
は
岩
波
文
庫
『
北
村
透
谷
選
集
』
　
(
一
九
七

〇
)
、
以
下
、
透
谷
本
文
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

(
5
)
　
「
内
部
生
命
論
」
　
が
載
っ
た
『
文
学
界
』
に
先
行
し
て
載
る
。

(
6
)
　
高
橋
直
美
　
「
北
村
透
谷
と
宮
沢
賢
治
」
　
(
北
村
透
谷
研
究
会
編
『
北
村
透
谷
と

は
何
か
』
所
収
、
笠
間
書
院
二
〇
〇
四
)
　
が
両
者
の
信
仰
を
軸
に
対
照
を
し
て
い

る
。

(
7
)
一
八
九
三
年
に
は
藤
村
に
代
わ
り
明
治
女
学
校
に
　
(
も
?
)
　
出
校
す
る
。
な
お

『
平
和
』
・
『
聖
書
之
友
雑
誌
』
主
筆
時
代
、
平
和
活
動
や
伝
道
活
動
の
実
践
者
と

し
て
あ
っ
た
。

(
8
)
色
川
大
吉
『
北
村
透
谷
』
(
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
四
、
新
装
版
二
〇
〇
七
)
、

平
岡
敏
夫
『
北
村
透
谷
研
究
　
評
伝
』
(
有
精
堂
一
九
九
五
)
。

(
9
)
『
文
学
界
』
一
八
九
三
・
二
。

(
1
0
)
　
注
7
の
平
岡
論
は
　
「
近
世
の
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
歌
謡
な
ど
の
文
体
を
用
い
る
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方
法
意
識
は
、
(
露
の
い
の
ち
)
　
に
対
す
る
『
優
し
く
し
て
脆
き
心
』
(
「
偶
思
録
」
)

に
よ
る
相
対
化
で
あ
ろ
う
」
　
と
い
う
。

(
‖
)
　
『
文
学
界
』
一
八
九
三
・
一
〇
。

(
1
2
)
　
槙
林
湿
二
『
北
村
透
谷
研
究
　
絶
対
と
相
対
と
の
抗
抵
』
(
模
林
溌
二
著
作
集

l
和
泉
書
院
二
〇
〇
〇
)
の
第
三
章
第
二
節
の
「
の
「
内
部
生
命
論
」
の
基
底
・
キ

(

リ
ス
ト
教
受
容
の
階
梯
・
」
　
で
、
教
会
　
(
ま
た
宣
教
師
)
　
に
あ
る
談
理
・
形
式
・
独

善
を
否
定
す
る
透
谷
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

)

(
1
3
)
　
注
1
2
の
同
書
。
第
一
章
第
二
節
の
　
「
2
北
村
透
谷
に
お
け
る
背
理
・
信
と
不

(

)

信
の
は
ざ
ま
●
」
　
や
第
三
章
第
一
節
の
　
「
l
内
部
生
命
論
の
流
れ
・
北
村
透
谷
を
中

(

心
に
し
て
⊥
　
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
三
段
階
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

(
1
4
)
　
注
7
の
平
岡
論
、
新
保
論
「
透
谷
に
お
け
る
『
他
界
』
」
　
(
『
文
学
』
一
九
九
四
・

四)。

(
1
5
)
　
宮
沢
賢
治
に
は
、
〔
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
　
(
同
手
帳
)
　
に
次
の
詩
句
が
あ
っ
た
。

ミ
ン
ナ
モ
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
ヨ
バ
レ

ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ

ク
ニ
モ
サ
レ
ズ

サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
ニ

ワ
タ
シ
バ
ナ
リ
タ
イ

こ
れ
は
、
農
村
に
起
き
た
不
幸
に
精
一
杯
尽
く
し
、
収
穫
の
不
安
を
と
も
に
引

き
受
け
よ
う
と
す
る
存
在
と
し
て
の
木
偶
の
坊
で
あ
る
。
「
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら

な
い
う
ち
は
」
　
(
「
綱
要
」
　
序
論
)
、
無
私
の
行
為
に
徹
し
よ
う
と
い
う
覚
悟
の
表
明

と
み
え
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

(
1
6
)
　
「
評
論
」
　
二
八
九
三
・
四
～
五
)
　
に
発
表
。
そ
の
　
「
二
、
精
神
の
自
由
」
　
に
、

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。

み
ず
か

精
神
は
自
ら
存
す
る
も
の
な
り
、
精
神
は
自
ら
知
る
も
の
な
り
、
精
神
は

自
ら
動
く
も
の
な
り
、
然
れ
ど
も
精
神
の
自
存
、
自
知
、
自
動
は
、
人
間

の
内
に
の
み
限
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
之
と
相
照
応
す
る
も
の
は
他
界
に
あ

り
、
他
界
の
精
神
は
人
間
の
精
神
を
動
か
す
こ
と
を
得
べ
し
、
然
れ
ど
も

比
は
人
間
の
精
神
の
覚
醒
の
度
に
応
ず
る
も
の
な
る
べ
し
。

あ
る
じ

少
な
く
と
も
こ
れ
は
、
人
間
の
精
神
の
自
由
の
ほ
う
を
主
と
し
た
う
え
で
、
他
界

と
の
照
応
に
か
か
わ
る
発
展
性
を
提
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
注
1
2
の
同

)

書
、
第
一
章
第
一
節
の
　
「
l
透
谷
論
理
の
道
程
●
近
代
開
示
の
一
視
角
と
し
て
l
」

(

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
お
い
て
、
「
明
治
文
学
管
見
」
　
に
遠
く
な
い
　
「
真
l
対
1
失
意
」
　
二
八
九
二
　
(
明

エ
ゴ
ー

治
二
五
)
・
七
)
　
に
　
「
わ
が
内
に
『
我
』
　
の
全
き
時
に
わ
れ
は
天
地
よ
り
も
大
な

る
央
」
　
と
あ
る
の
を
引
い
て
、
槙
林
氏
は
　
「
凄
ま
じ
い
　
「
我
」
尊
重
論
で
、
そ
れ

は
　
「
天
地
」
　
よ
り
大
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
」
　
と
指
摘
し
て
い
る
。
近
代
人
/
北

村
透
谷
の
土
台
に
は
自
我
の
尊
重
が
本
質
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な

＼

　

0

-
.
V

(
1
7
)
　
「
評
論
」
一
八
九
三
・
二
。

(
1
8
)
注
7
の
平
岡
論
。
西
谷
博
之
氏
の
論
は
、
「
『
漫
馬
』
『
一
夕
観
』
に
観
る
透
谷
の

現
代
性
」
　
(
北
村
透
谷
研
究
会
編
『
透
谷
と
近
代
日
本
』
所
収
、
翰
林
書
房
一
九

九
四
)
。

(
1
9
)
永
渕
朋
枝
『
北
村
透
谷
　
「
文
学
」
・
恋
愛
・
キ
リ
ス
ト
教
』
(
和
泉
書
院
二
〇

〇
二
)
　
の
　
「
透
谷
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
」
　
で
、
氏
は
、

「
一
夕
観
」
で
は
、
「
彼
と
我
と
の
距
離
甚
だ
遠
き
に
驚
く
」
と
書
か
れ
る
。

(
中
略
)
　
信
仰
、
生
を
支
え
て
い
た
　
「
心
」
　
が
、
土
台
か
ら
崩
れ
て
い
っ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
理
解
を
示
し
て
、
信
仰
の
み
な
ら
ず
、
生
へ
の
執
着
も
ま
た
喪
お
う
と
し
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て
い
る
、
ぎ
り
ぎ
り
の
透
谷
が
現
わ
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

(
2
0
)
　
注
7
の
平
岡
論
第
七
章
、
「
『
エ
マ
ル
ソ
ン
』
未
完
成
問
題
」
参
照
。
ま
た
、
横

林
混
二
　
「
透
谷
と
『
ヱ
マ
ル
ソ
ン
』
・
そ
の
最
後
の
闘
い
・
」
　
(
注
8
の
　
『
北
村
透

谷
と
は
何
か
』
所
収
)
　
は
、
最
終
の
第
六
章
　
「
ヱ
マ
ル
ソ
ン
小
論
」
　
が
　
「
そ
の
最
後

を
　
「
斯
く
の
如
く
ヱ
マ
ル
ソ
ン
の
地
位
は
カ
ア
ラ
イ
ル
の
地
位
に
異
な
れ
り
。
」
　
と

結
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
氏
は
「
思
い
は
や
は
り
「
カ
ア
ラ
イ
ル
」
に
あ
っ
た
」

か
と
推
論
し
て
、

「
ヱ
マ
ル
ソ
ン
」
　
を
著
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
整
理
し
き
れ
な
い
心
が

最
後
に
噴
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
/
　
(
中
略
)

も
と
よ
り
、
透
谷
の
生
は
ま
さ
し
く
カ
ー
ラ
イ
ル
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

理
は
エ
マ
ー
ソ
ン
的
で
あ
っ
た
。
す
る
と
そ
こ
で
問
う
べ
き
は
、
そ
れ
ら

の
展
開
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
指
摘
す
る
。
透
谷
は
新
た
な
針
路
を
見
据
え
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
は
も

う
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

(
2
1
)
　
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
(
1
3
5
㌻
)
　
に
次
の
メ
モ
が
あ
っ
た
。

◎
高
知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ

1
、
法
華
文
学
ノ
創
作

名
ヲ
オ
ラ
バ
サ
ズ
、

報
ヲ
ウ
ケ
ズ
、

貢
高
ノ
心
ヲ
離
レ
、

2
、
　
　
　
(
以
下
記
述
な
し
)

(
2
2
)
　
《
文
語
詩
稿
》
未
定
稿
を
収
容
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
黒
ク
ロ
ス
表
紙
C
に
、

文
語
詩
稿

本
稿
想
未
だ
熟
せ
ず
　
表
現

本
よ
り
定
ま
ら
ざ
る
も
の

発
表
を
要
せ
ず

と
の
文
言
が
あ
る
。
「
想
未
だ
熟
せ
ず
」
　
も
の
　
「
発
表
を
要
せ
ず
」
　
と
い
う
。
な
ら

ば
、
「
想
」
　
の
熟
し
た
　
「
(
定
稿
)
」
　
は
　
「
発
表
を
」
　
前
提
と
し
て
い
た
と
み
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

(
し
ま
だ
　
た
か
す
け
、
島
根
県
立
松
江
工
業
高
等
学
校
教
諭
、

広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)
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