
「
作

文

管

見

」

の
背

景

永
井

太
郎

内
田
百
間
は
、
自
分

の
文

学
観
に

つ
い
て
語

る
こ
と
が
き
わ

め
て
少

な
い
作

家
で
あ

る
が
、

そ
の
中

に
、
「
作
文
管
見
」
が
あ

る
。
「
作
文
管
見
」
は
昭
和
十

七
年
六
月
、
慶
応
義
塾

大
学
で

の
講
演

の
要
旨

で
あ
り

、
後
に
、
『
沖

の
稲
妻
』

(
昭
十
七

・
十

一
、
新

潮
社
)
に
所
収
さ
れ
た
。

前
半
は
ド
イ

ツ
語
教
師

と
し
て
の
作
文
に

つ
い
て
の
発
言

で
あ
る
。
後
半
で
、

作
文

一
般
に

つ
い
て
の
意

見
を
述

べ
る
。
百
間
は

、
「
思

つ
て
ゐ
る
通
り

の
事
を

綴
る
事
が
出
来
な

い
」
、
景
色
を
書

こ
う
と

し
て
も

「
思
う
や
う
に
筆
が
進
ま
な

い
」
、
と

い
う
話
を

よ
く
聞

く
が
、
そ
れ
は
間
違

っ
た
考
え
だ
と

い
う

。
そ
う

い

う
人
は
、
内
容
と
表
現

は
別
物
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
が
、

二

つ
は
別
物
で
は

な

い
。
文
章
は
言
葉

で
作

る
が
、
言
葉
と

い
う

も
の
は

「
我

我
人
間
の

一
番
根

本
的
な
大
事
な
天
賦

で
あ

つ
て
、
言
葉
を
離
れ

て
は
物
事
を
考

へ
る
事

も
出
来

な
い
」
。
そ
し
て
、
焼
け
火
箸
を
触

っ
た
と
き

を
例
に
し
て
、
熱
さ
に
指
を
引

っ

込
め
る

の
は
反
射
運
動

だ
が

、
熱
い
と
思
う

の
は
既
に
言
葉

で
あ
る
と
す
る
。

「
言
葉
を
離

れ
て
は
感
覚
も
我
我

は
経
験

と
す

る
事
が
出
来
な

い
」
の
で
あ
る
。

夢

を
記
憶
と
し

て
思

い
出

す
に
も
、
「
言
葉

で
な

け
れ
ば
思
ひ
出
す
事

は
出
来
な

い
」
。
言
語
に
絶
す

る
と
い
う
こ
と
も
、
「
言
語

に
絶

す
る
と
云
ふ
風
に
感
ず

る

の
は
矢
張
り
言
葉

の
力
を
借
り
な

け
れ
ば
出
来
な

い
」
。
考
え
な
い
状
態
に

つ
い

て
も
、
「
そ
の
考

へ
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
事
を
認
識
す

る
の
は
言
葉

で
な
け
れ
ば
出

来

な
い
」
。

表
現
と
内
容
を
別
と
考
え

る
と
、
「
文
章
は
表
現

の
具

で
あ

つ
て
、
内
容
は
別

箇

に
あ

る
」
と
考
え
る
事

に
な
る
。
し
か

し
、
表

現
が
言

葉
で
あ
る
よ
う
に
、
「
内

容

も
同
じ
言
葉

で
あ

る
」
。
「
そ
の
内

容
の
外
側

の
、

つ
ま
り
人
に
訴

え
る
外
部

が
表

現
で
あ

る
」
。
外
部

表
現
と
分
離

し
た
内
容
を
探
す

こ
と

は
ら

っ
き

ょ
う

の

皮
を

ど
ん
ど
ん
む
く
よ
う
な
も

の
で
、

ど
こ
ま
で
が
皮
で
ど

こ
か
ら
が
中
身
か

は
区
別
す
る

こ
と
は
出
来
な

い
。

百
聞
に
よ

る
と
、
「
思
ふ
事
が
書
け
ぬ

、
意
を

尽
く
す
事

が
出
来
な

い
」
と
い

う
こ
と
は
、
な

い
わ
け

で
は
な

い
が

、
本
当
は

、
「
思

つ
た

こ
と
が
書

け
ぬ
と
云

ふ
の
で
な
く
、
書
け
ぬ
事
を
思

つ
て
ゐ
る
」

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

同
じ
も
の

を
見
た
と
し

て
も
、
人
と

「
食

ひ
違

つ
た
所
が
出
来
る

の
は
当
た
り
前

の
話

」

で
あ
り
、
「
見
た
事
な
り

、
観

察
し
た
事
な
り
、
或
は
思
ふ
事

、
考

へ
る
事

を
ど

う
云
ふ
風
に
し
た
ら
書
き
現
は

せ
る
か
と
云
ふ
事
は
、
結
局

そ
こ
に
書
き
綴

つ

た
風
に
そ

の
物
を
自
分
は
見
た

の
だ
。
我
は
そ
こ
に
書
き
綴

つ
た
風

に
し
か
自

分
は
考

へ
な
か

つ
た

の
だ
」
と
考
え

る

べ
き

だ
と
す
る
。

そ

の
具
体
的
な
例
と

し
て
、

友
人
五
人
と
色
々
な
話
を

し
た
こ
と
を
書
く
場

合

、
そ
れ
を

「
文
章
と

し
て
纏

ま
り

が
早

い
」
事
か
ら
、

三
人
や

二
人
に
変

え

て
も
か
ま
わ
な

い
。
「
表
現
出
来

る
様

に
表
現
す
る
」
の
で
あ
る
。
庭
に
あ
る
葉

蘭

の
葉
を
叙
述

し
よ
う

と
し
て
、
「
さ
う
云
ふ
事
を
書

い
た
方

が
葉

蘭
を
描
写
す

る
上

に
適
当
だ

と
思

つ
た
」
か

ら

「
文
章

の
上

の

一
つ
の
方
法
」
と

し
て
、

い

も
し
な

い
「
橿
に
這
入

つ
た
狐

」
を

描
い
た

こ
と
も
あ

る
。
重

要
な

こ
と
は
、
「
そ

の
事

が
事
実
無
根

で
あ

る
と
か

、
な

い
と
か
云
ふ
事

で
は
な
く

て
、

そ
の
後

の

一50一



場
合

で
は
葉
蘭
を
描

写
す

る
上

に
そ
れ
が

役
立

つ
た
か
、
立
た
な

い
か
L
で
あ

る
。
「
美

し
い
景
色
を
眺
め
た
と
云
ふ
だ
け

で
は
、
そ
れ
は
我
我

の
認
識
と

し
て

は
真
実
だ
と
は
云
は

れ
な

い
」
。
「
表
現
さ
れ
た
も

の
が
真
実

で
あ
り
、
そ
れ
が

事
実

」
な

の
で
あ

る
。

以
上
、
「
作
文
管
見

」
の
内

容
を
紹
介
し
た
が
、
「
葉
蘭
」
は
昭
和
十
五
年
十

一
月
十
六
日

に
、
『
都
新
聞
』
に
掲
載
さ

れ
た
、
実
際

の
作

品
で
あ
る
。
常
に
、

自
覚
的
に

こ
う
し
た
方
法
を

と

っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、

こ
れ
は
、

い

わ
ば
百
聞

の
随
筆

の
方
法
論

に

つ
い
て
語

っ
た
も

の
で
あ

る
。
「
作
文
管
見
」
に

見
ら
れ
る
、
文
章
、
言
葉
に

つ
い
て
の
考
え

の
背
景
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が

以
下

の
論
文

の
目
的

で
あ

る
。

「
作
文
管
見
」
は
、

そ
の
名
が
示
す
よ
う

に
、
作

文
、
文
章
を
い
か
に
書
く

か
に

つ
い
て

の
講
演

で
あ

る
。
作
文
や
文
章

に

つ
い
て
の
文
章
入
門
的
な
書
物

は
、
明
治
期
か
ら
、
お
び
た
だ
し

い
量
が
出
版

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
書
物

に
お

け
る
、
内
容
と
表
現

の
関
係
は
、
普

通
次

の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
。
例
え

ば
、

明
治
四
十
年
十
月
に
出
さ
れ
た
、
武
島

又
次
郎

の

『
文
章
入
門
』
で
は
、

そ
の
始

め
近

く
で
、
作
文

の
意
味
に

つ
い
て
述

べ
る
。

そ
も

く

作

文
と

い
ふ
も

の
は
、
あ

る
題

目
に

つ
き

て
の
思
想
や

感
情

を
蒐
集

し
順
序

し
、
か

つ
こ
れ
を
言
語

に
て
人

に
伝
達
す

る
こ
と
が

出
来

る
や
う

に
あ
ら
は
す
方
法
を

い
ふ

の
で
あ

る
。

そ
れ
故

に
作

文
を
教
授
す

る
も

の
は
必
ず
や
こ

の
働
き
が
付
く
や
う
な
教

へ
方

を
な
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

二̂

従

っ
て
、

「
文

章

を
作

る
基

礎

」

に

は

二
方

面

あ

る
。

一
つ
は

、
「
内

面

か

ら

進

み
て
い
か
に
せ
ば
、
あ
る
題
目
に

つ
き
て
思
想
感
情
を
あ

つ
め

る
事
が
出
来

る
で
あ
ら
う
か
と

い
ふ
事
」
、

二

つ
は
、
「
外
面

の
方
か
ら
進

み
て
い
か

に
せ
ば

そ
の
あ

つ
め
得
た
思
想
や
感

情
を
言
語
に
あ
ら
は
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う

か
と

い
ふ
事

」
で
あ

る
。
武
島

は
続
け

て
、
「
言
語
や
文
句
は
割
合
に
立
派

で
あ

る
け
れ
ど
も
、
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
思
想
や
感
情
は
甚
だ
貧
弱
で
あ
る
」
現
状
を

批
判

し
、
文
章
を
書
く
目
的
は
、
「綺

麗
な
文
字
を
並

べ
る
と

い
ふ
事

で
は
な

く

し
て
思
想
を
適
切
に
あ
ら
は
す
と

い
ふ

こ
と

」
で
あ
り
、
「
思

つ
た
事
感

じ
た
事

を

そ

つ
く
り

そ
の
ま
ま
人
に
思
は
せ
感
じ
さ
せ
る
や
う
に
あ
ら
は
す
と

い
ふ

こ

と
が

こ
れ
が

文
章

の
終
局

の
大
目
的

で
あ
る
」
と
す
る
。

文
章

入
門
と
は
、
基
本
的
に
、
思
想
や
感
情
と

い

っ
た
内
容
と
、
言
葉
や
文

字

の
外
形

の
二
分
法
に
た

っ
て
、
内
容

の
方
を
優
位
に
置
き
、
そ
の
上

で
、
「
思

想
を

最
完
全
に
、
最
秩
序
的

に
発
表
す

る
事
、
換
言
す
れ
ば
最
有
効

に
発
表
す

る
事

を
教
ふ
る

の
が
実
に
文
章
法

の
役
目

で
あ

る
」
三
)
と

し
て
、

そ
の
技
術
を

教
え

る
も
の
で
あ
る
。
大
町
桂
月
は
、
「外

形
軽

く
し
て
内
容
重
き

也
」
と
し
、

「
文
章

は
人
格
」
だ
が
、
「
そ
の
人
格

の
美

を
文
章
に
あ
ら
は
す
は
、
技
巧
に
よ

ら
ざ

る

べ
か
ら
ざ
る
」
と
す

る
。
こ
う

し
た
二
分
法

に
従
う
な

ら
、
当
然
、
「
技

巧
と
い
ふ
と
も
、
も
と
よ
り
、
ひ
と
通
り

の
事

に
は
非
ず
。
俗

に
文

は
や

り
た

し
、

書
く
手
は
も
た
ず
と

い
ふ
事
あ
り
。

即
ち
言

ひ
た
き
事

は
、
胸

に
あ
ま
る

ほ
ど
あ

れ
ど
、

そ
の
言
ひ
あ
ら
は
し
方
を
知
ら
ず
と

の
事
也
」
と

い
う

こ
と
に

な

る
。
そ
れ
に
対
す
る
、
桂
月

の
答
え
は

「
そ
の
言

い
あ
ら
は

し
方

が
、

即
ち

技
巧
也

」
(三
で
あ
る
。

文
章

や
言
葉
に

つ
い
て
触
れ

る
時
、
ど

こ
に
で
も
見
ら
れ
る
考

え
で
あ
り
、

雑
誌

『
文
章

世
界
』
に
投
稿
す

る
な
ど
、
高
校
時
代
か

ら
、

文
章

を
書
く
事

に

関
心
を

も

っ
て
い
た
百
聞
も
、
こ
う
し
た
説
明
に
よ
く
触
れ

て
い
た
は
ず

で
あ

る
。

し
か

し
、
か
な
り
後
年
に
な

っ
て
か
ら

の
講
演

の
中

の
百
聞

の
言
葉

は
、
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普

通

の
、
文
章
入
門
に
見
ら
れ

る
よ
う

な
、
内

容
と
形
式
に

つ
い
て
の
考
え
を

真

っ
向
か
ら
否
定
す

る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
ど

こ
か
ら
き
た
も

の
な

の
か
。

百
聞
自
身
が
、

こ
の
考
え
を
得
た
源
泉

に

つ
い
て
明
言
し

て
い
な

い
の
で
確

実
な

こ
と
は
言

い
難

い
。
し
か

し
、
こ
れ
は
、
文
章
入
門
的
な

も
の
で
は
な

く
、

文
学

の
思
想
に
目
を
向
け
る
と
、
必
ず

し
も
、
孤
立
し
た
思
想

で
は
な

い
。
内

容
と
形
式

の
二
分
法
か
ら
、
両
者

の

一
致
、
も
し
く
は
、
形
式

の
優
位
性
を
説

く
主
張
が
あ
る
。
中
で
も
よ
く
知
ら

れ
た
、
形
式
主
義
文
学
を
主
張

し
た
中

河

与

一
は
、
『
フ
オ

ル
マ
リ
ズ

ム
芸
術

論
』
(
昭
五

・
五
、

天
人
社
)
に
お

い
て
、

創
作

の
順
序
は

「
(
一
)
素
材

が
あ

る

(
二
)
作
者
が

そ
れ
に
形
式
を
付
与
す
る

(
三
)
内
容
と
は
形
式
を
通

し
て
第

三
者

に
触

れ
て
く

る
も

の
で
あ

る
」

の
順

で
あ
る
と
し

て
、
次

の
よ
う

に
言
う
。

こ
の
規
定
に
よ

れ
ば
、

素
材

+
形
式
↓
内
容
と

い
ふ
事

に
な
る

の
で
あ

る
。
即
ち
小
説

の
場
合

に
於
い
て
も
素
材
即
ち
材
料
が

あ

つ
て
、
そ
れ
に

作
者
が
形
式
を
与

へ
る
か

ら
、

そ

こ
に
小
説

の
内
容
が

生
れ
る
。
小
説

の

内
容
と
は
形
式

の
以
前
か

ら
も
あ
る
も

の
で
は
な

い
。
―

吾
々
は
か
う
説

明
す
る
。
(巴

こ
の
後
、
「
作
品

以
前

の
予
想
と
か
空
想
と
か

い
ふ

や
う
な
も

の
は
、
論
理

の

対
照
と
し
て
は
不
充
分
な
も

の
」
で
あ
り

、
「
作

品
は
決
し

て
作
者

の
興
奮
や

、

内
面
的
緊
張
に
よ

つ
て
出
来

る
も
の
で
は
な
く
、
作
者

の
技
術

能
力
に
、
よ

つ

て
出
来
る
も

の
で
あ
る
」
と
論

は
続

く
。

中
河

の
趣
旨
は
、
内
容

の
優
位
性

の
逆
転
で
あ
る
が
、
百

聞
が
、
こ
う
し
た

前
衛
文
学

の
流
れ
に
触
れ

て
い
た
可
能
性
を
否
定
は
出
来
な

い
も

の
の
、
積
極

的
関
心
を
も

っ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
よ
り
近

い
と

こ
ろ
で
、
友
人
で
あ
る
芥

川
龍
之
介
も
、
有
名
な

「
芸
術

そ
の
他
」
(
『
新
潮
』

大
八

・
十

一
)

で
こ
の
よ

う
に
言

っ
て

い
る
。

内
容
が
本

で
形
式
は
末
だ
。
ー
さ
う
云
ふ
説
が
流
行

し
て
ゐ
る
。
が
、

そ
れ
は

ほ
ん
た
う
ら
し

い
嘘
だ
。
作
品

の
内
容

と
は
、

必
然
に
形
式
と

一

つ
に
な

つ
た
内

容
だ
。
ま
つ
内
容
が
あ

つ
て
、

形
式
は
後
か
ら
椿

へ
る
も

の
だ
と
思
ふ

も

の
が
あ

つ
た
ら
、

そ
れ
は
創
作

の
真
諦

に
盲

目
な
も

の
の

言

ひ
だ
。

芥

川
に
よ
れ
ば
、
「
芸
術
は
表
現

に
始

つ
て
表
現
に
終
る
。
画
を
描
か
な

い
画

家
、
詩

を
作

ら
な
い
詩
人
、
な
ど
と

云
ふ
言
葉

は
、

比
喩

と
し
て
以
外
に
は
何

等

の
意
味

も
な

い
言
葉
」
で
あ

る
。
「
文
芸

一
般
論

」
で
は
、
「
文
芸

」
を

「
(
一
)

言
語

の
意
味

と

(
二
)
言
語

の
音
と

(
三
)
文
字

の
形
と

の
三
要
素

に
よ
り
、

生
命

を
伝

へ
る
芸
術
」
と
す

る
。
「
文
芸

」
の

「
内
容
」
と
は
、

「
言
語

の
意

味

と
言
語

の
音
と

の

一
つ
に
な

つ
た
全
体

」
で
あ
り
、
「
文
芸

上

の
作
品
は

一
方
に

内
容
を
持

つ
て
ゐ
る
と
同
時

に
、
他
方

に
は
そ

の
内
容
に
形
を
与

へ
る
或
構

成

上

の
原
則
を
持

つ
て
」
い
る
、
「
こ
の
構
成
上

の
原

則
」
が

、
「
形
式

」
で
あ

る
。

そ
し
て
、
「
内
容
は
上

に
述

べ
た
よ
う
に
絶
対
に
形
式
を

必
要
と
し
て
ゐ
ま
す
。

同
時
に
又
内
容
を
持
ち
合
せ
な

い
形

式
と
言
ふ
も

の
も
存
在

し
ま

せ
ん
。
(
中

略
)
し
て
見
れ
ば
内
容
と
言

ひ
、

形
式
と
言

つ
て
も
、

こ
の
両
者

は
事
実

上
切

り
離
す

こ
と

の
出
来
な

い
も

の
―
或

は
不
即
不
離

の
関
係

に
立

つ
も

の
と
言
は

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と

い
い
、

先
に
引
用
し
た
人
麻

呂
の

「
足
び
き

の
山

河

の
瀬

の
鳴
る
な

べ
に
弓
月
が
嶽

に
雲
立
ち
渡
る
」

の
歌

に

つ
い
て

こ
う
説
明

す
る
。た

と

へ
ば
何
度
も
例
に
挙

げ
た
人
麻
呂

の
短
歌
を
御
覧
な

さ
い
。
あ

の
雄

渾
な
内
容
は

「
足
ぴ
き

の
山
河

の
瀬

の
」
云

々
と
言
ふ

言
葉

の
並

べ
か
た
、

―

即
ち
あ

の
形
式
を
持

た
ず
に
存
在
す

る
こ
と

は
出
来

ま
せ
ん
。
し
か

し
、

あ

の
形
式
な

る
も

の
も
あ
の
雄
渾
な
内
容
を
待

た
ず

に
存
在
す

る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
。
た

と
ひ
存

在
す

る
と
し

て
も
、

そ
れ

は
内
容

に
し
ろ
形
式
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に
し
ろ
、
雲
か
山
か
呉
か
越
か
、
頗
る
影

の
薄

い
代
物

で
あ
り

ま
す

。
茎

技

巧
派

の
芥
川
ら
し

い
意
見
だ
が
、
こ

の
論
文
に
お

い
て
、
小
説

の
内
容

と

形
式

の
問
題
を
取
り
上
げ
た
も

の
と
し
て
、
里
見
弾

の
名
を
挙
げ

て
い
る
。
「
文

芸
雑
感
」
(
『輔

仁
会
雑

誌
』
大
十

二

・
七

)
で
も
、
文
壇

の
情
勢
を
概
観

し
て
、

「
形
式
と
内
容
は
表
現

の

一
致
で
あ

る
と
云
ふ
や
う
な

こ
と
が
行
な

は
れ

て
来

て
、
今
日

の
文
壇
で
は
、
相
当

の
作
家
な
り
、
批
評
家
な
り
が
芸
術

は
表

現
で

あ
る
と
申
す
や
う
に
」
な
り
、
さ
ら
に
、
「
現
在
は

形
式
が
重

ん
じ
ら
れ
内
容
が

軽
ん
ぜ
ら
れ
る
」
と
論
じ
、

そ
の
理
由
と
し

て
、
菊
池
寛
と

里
見

の
間
で
交
わ

さ
れ
た
、
内
容
的
価
値
論
争
に
触
れ

る
。

内
容
的
価
値
論
争
と
は
、
文
学
作
品

の
芸
術
的
価
値

以
外

に
、

題
材
自
体

の

持

つ
人
生
的
価
値
を
設
定

し
、

そ
れ
を
内
容
的
価
値

と
呼
ぴ
、
そ

の
重
要
性
を

唱
え
た
菊
池
寛
と
、
そ
の
時

、
雑
誌

『
改
造
』
に
、
『
文
芸
管

見
』
を
連
載

し
て

い
た
、
里
見
と

の
間

の
論
争

で
あ

る
。
里
見

に
よ

れ
ば
、
菊

池
は
、
内
容
と
表

現
を
分
け

て
考
え

て
い
る
が
、
本
来
、

二

つ
の
も

の
は
分
離
す
る
こ
と
は
出
来

な

い
。

内
容
と
表
現
は
元
来

二
つ
の
も

の
で
は
あ

り
得
な

い
の
だ
。
作
品
そ
れ

自

体

が

、

一
語

も

あ

ま

さ

ず

、

内

容

で
あ

り

、

同
時

に

表

現

な

の
だ

。

(
中

略

)
ま

ず

或

内

容

、

ー

思

想

と

か

主

題

と

か

云

ふ

も

の

が

あ

つ

て
、

籾
て

こ
れ
を
言
葉
で
現
は
す
、
(
文
章

に
綴
る
、
と

云

つ
て
も
同
じ
こ
と
。
)

と
云
ふ
風
に
、

二
段
に
観
る
か
ら
、
ど
う

し
て
も
二

つ
別
々
な
も

の
と

し

か
考

へ
ら
れ
な
い

の
だ
が
、
実
際
は
、
言
葉
か

ら
遊
離

し
て
、
思
想
だ
け

ポ

カ
リ
と
浮
い
て
ゐ
ら
れ
る
も

の
で
は
な

い
。
言
葉

が
思
想

で
、
思
想
が

言
葉

だ
。

里
見

は
又
、
「
ど
ん
な
霊
妙
不
可
思
議
な
思
想

で
も
、
言
葉
な

し
に
成
立

し
た

た
め

し
は
な

い
。
感
じ
と
し
て
は
、
所
謂

『
言
語

に
絶
し
た
』
も

の
が
あ

る
だ

ら

う

け

れ

ど

、
『
言

語

に

絶

し
』

て

ゐ

る
限

り

は

、
思

想

に
は

な

ら
な

い

L
、
「
言

葉

で

云

へ
な

い
気

持

ち

と

い
ふ

も

の
は

、

ど

う

し
た

つ
て
表

現

で
き

な

い
」

と

い
う

。
里

見

は

、
続

け

て

、
議

論

で

、
「
さ

ア

な

ん

て

い

つ
た

ら

い

、
か

」
と

か

、

「
よ

く

解

つ

て

る
ん

だ

け

れ

ど

、

ち

よ

い
と

う

ま

い
言

葉
が

」

と

い
う

こ

と

に

対

し

て
、

そ
れ

は
、

「
十

中

八
九

ま

で

、
『
よ

く

解

つ
て

』

ゐ

な

い

の

で
、
1

つ

ま

り

言

葉

が

見

つ
か

ら

な

い

の

で

は

な

く

し

て

、

思
想

そ

の

も

の

が

見

つ
か

ら

な

い

の
を

ち

よ

い
と

誤
魔

化

し

て

ゐ

る

」

と

、

い

い

か

え

る

。

ご

く
稀
な
場
合

と
し
て
、
本
当
に

「
う
ま

い
言
葉
」
を
探
し
て
ゐ
る

の
も

あ

ら
う

け
れ
ど
、
要
す
る
に
、
言
葉
な
し
に
存
在
し
て
ゐ
る
思
想
な
ど
と

云
ふ
も

の
は
、

決
し
て
あ
り
得
な

い
の
で
、

こ
の
実
感
が
や
が

て
内
容
即

表

現
の
基
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
う
ま
く

云

へ
る
と

い
ふ

こ
と
は
、

思

想
が
頭
の
中
で
、
は

つ
き
り

し
た
形
を
と

つ
て
ゐ

る
証
拠
だ

し
、

云
ひ

回
し
が

へ
た
だ
と
云
ふ

こ
と
は
、
考

へ
方
が
あ
や
ふ
や
だ
、
と

み
て
差
支

へ
な
い

の
だ
。
(5

芥

川
が
言

っ
て

い
る

「
芸
術
は
表
現

で
あ

る
」
に

つ
い
て
は
、
菊

池
寛

の

「
文

芸
作

品
の
内
容
的
価
値
」
(
『
新
潮
』
大
十

一
・
七

)
に
、
「
私
は
今
の
と
こ
ろ
、

ク

ロ
ー

ツ

ェ
や
ス
ピ

ン
ガ
ー

ン
が
唱

へ
た
、

芸
術

は
表
現
な
り
と
云
ふ
説
を

信

じ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
。
特
に
、

ベ
ネ
デ

ィ

ヅ
ト

・
ク

ロ
ー

ヅ
ェ
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
『
美

の
哲
学
』

(大
十

・
三
、
中
央
出
版
社

)
の
中

で
、
ク

ロ
ー
チ

ェ

は
、
人
間
の
認
識
に
お
け

る
、
「
直
観
的

知
識

」

の
重
要
性
を
強
調
す

る
。

即
ち
直
観
的
知
識
は
表
現
的
知
識

で
あ
り
、
全
く
知
力
的
作
用
か
ら
独

立
せ
る
自
治
的

の
も

の
で
あ

り
、
且

つ
実
在
及
非
実
在

に
対

し
て
も
、
後

天
的
、
経
験
的
差
別

に
対

し
て
も
全

く
無
関
係

の
も

の
で
あ

る
。
直
観
も

し
く
は
表
象
は
形
式

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
か
ら
、
感
覚

の
変
化
的
運

動
か
ら
、
若

し
く
は

心
理
的
資

材
か
ら
何
れ
も
区
別

せ
ね
ば
な

ら
ぬ
も

の
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で
あ

る
。
而
し
て
此

の
形
式
即
ち
獲
得

の
形
式
が

と
り

も
直
さ
ず
表
現
で

あ

る
。
直
観
す
る

こ
と
は
表
現
す

る
こ
と

で
あ
り

、
そ
れ
以
上
に
も
、
そ

れ

以
下
に
も
何
も

の
も
な

い
の
で
あ

る
。
(ち

「
表

現
の
中

に
客
観
化
さ
れ
な

い
所

の
も

の
は
何

れ
も
直
観

」
で
は
な
く
、

「
単
な

る
感
覚
や

自
然

に
過
き
な

い
」
と
も

い
わ

れ
、
「
精
神
は
直
観

し
、
形
成

し
、
表
現
す

る
こ
と

に
依

つ
て

の
外
は
直
観
を
得

る
こ
と
が
出

来
な

い
」

の
で

あ

る
。

こ
の
形
式
は

、
「
=ゴ呈
旧
的
表
現
」
だ

け
で
な

く
、
「
そ
れ
以
外

に
非
言
語

的
表
現
、
即
ち
線
、
色

、
音

の
如
き
も

の
」
も
含
ま

れ
る
。
こ
の
直
観
が
そ

の

ま
ま
、
芸

術
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「
芸
術
的
直
観

」
と

「
一
般

的
直

観
」
と

の
間

に
質
的
な
差
は
な

い
。
直
観
と
表
現

の
不
可
分
を
、
言
語

と

の
関
係
に
引
き
付

け

て
言
及
す

る
時

、
ク

ロ
ー
チ

ェ
は

「
何
人
も
自

己

の
漠
然
た
る
闇

の
如
き
思

想
若

し
く
は
印
象
を

組
織
的
に
言
語
を

以
て
表
出

し
得
た
際
に
そ
れ
が
如
何

に

光

の
如

く
明
確

な
る
も

の
に
な

つ
た

こ
と
を
経
験
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
か
く

て
思
想
若

し
く
は
印
象
は
、
言
語
に
依

つ
て
心
の
漠

然
た
る
領
域
か
ら
瞑
想
的

精
神

の
明
晰

へ
と
行
く

の
で
あ

る
」
と

い
う
。
人
が
よ
く
言
う
、
「
自

分
の
心

の

中
に
色

々
重
要
な

思
想

を
懐

い
て
ゐ

る
も
、
ど
う

し
て
も
こ
れ
を
表
現
す

る
こ

と
が
出
来
な

い
」
と

い
う

の
は
間
違
い
で
、
「
若
し
真
実
に
重

要
な

る
思
想
」
を

持

っ
て
い
る
な

ら
、
「
彼
ら
は
美

し
い
、
鈴

の
よ
う

な
言
葉
」
で

「
表
現
す

ぺ
き

筈

の
も

の
で
あ

る
」
、
「
若
し
其
等

の
思
想
が
表

現
の
際
に
消
失
し
た
り
、
若

し

く
は
稀
薄
と
な
り
貧
弱

と
な

つ
た
と
す
れ
ば
其
等

の
思
想

は
始
め
か
ら
な
か

つ

た
か
、
さ
も
な
く
ば
極

め
て
貧
弱
な
る
稀
薄
な

る
情
態

に
お

い
て
存
在
」
し

て

い
た
も

の
で
し
か
な

い
と

い
う
。
ま
た
、
内
容
と
形
式

の
問
題
に

つ
い
て
、
美

的
内
容
は
、
「唯

だ
効
果
的
に
形
式
化
さ

れ
た
時

に
の
み
美
的
内
容

た
る
こ
と
が

出
来
る
」
と

し
て
い
る
。

何
れ
も
、
形
式

の
内

容
に
対
す
る
優
位
、
ま
た
は
、

そ
の

一
致
を
説

い
た
も

の
で
あ
る
。
百
聞

の
、
内
容
と
表
現

は
別
物

で
は
な
い
と

い
う
考
え
、
そ
し

て
、

「
思

つ
て
ゐ
る
通
り

の
事
を
綴

る
事
が
出
来
な

い
」
、
景
色
を
書

こ
う
と

し
て
も

「
思
う
や
う
に
筆
が
進
ま
な

い
」
と

い
う

の
は
間
違

っ
て

い
る
と

の
記
述
も
、

こ
こ
に
は
見
る

こ
と
が
出
来

る
。
百
聞

が
芥

川
の
論
文
に
触

れ
た
可
能
性
は
高

い
。
芥
川
に
限
ら
ず
、
百
聞

の
内
容
と
表

現
の

一
致

の
論
は
、
大
正
末
期
か
ら

の
、
内
容
と
形
式

に
関
係

に
関
す

る
議
論

と
問
題
を
共
有
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

内
容
と
形
式

の

一
致
、
若

し
く
は
、
優
位

の
逆
転
は
、
百
聞

に
限
ら
れ
た
も

の
で
は
な
か

っ
た
が
、
百
聞

の
内
容
と
形
式

の
関
係

の
論
に
お

い
て
は
、
次
に
、

文
章
を
作

る
言
語
と

「
あ
ら
ゆ
る
思

考
感
情
、
も

つ
と
簡
単

な
感
覚

」
と

の
関

係
が
言
及
さ
れ

る
。

そ
こ
で
は
、
言

葉
と

い
う
も

の
は

「
我
我
人
間

の

↓
番
根

本
的
な
大
事
な

天
賦

で
あ

つ
て
、
言

葉
を
離
れ

て
は
物
事

を
考

へ
る
事

も
出
来

な

い
」
、
「
言
葉
を
離
れ

て
は
感
覚

も
我

我
は
経
験
と
す

る
事
が
出
来
な

い
」
と
、

言
語
と
思
考
感
情

の
不

可
分
が

説
か

れ
る
。

こ
う

し
た
考
え

は
ど
こ
か
ら
き
た

も

の
な

の
か
。

文
章
入
門
類

に
お

い
て
は

、
普

通
、
言
葉
と

は
、
何

よ
り
も
、
「
人
が
意
思
を

他
人
と
交
換
す

る
た
め

の
最
良

機
関
」
で
あ
り
、
「
言
語

の
目
的
は
意
思

の
交

換
」
〔5
で
あ
る
。
谷
崎

潤

一
郎

の
有
名

な

『
文
章

読
本
』
の
冒
頭

で
も
、
「
人
間

が
心
に
思
ふ

こ
と
を
他

人
に
伝

へ
、
知

ら
し
め
る
」
方
法

の
中

で
も
、
「
や

Σ
細

か

い
思
想
を
明
瞭

に
伝

へ
や

う
と
す
れ
ば
、
言
葉

に
依

る
外
は
」
な

い
と
し
、

「
な
ほ

又
、
言
語

は
他
人
を
相
手
に
す
る
時
ば
か
り

で
な
く
、

】
人

で
物
を
考

へ
る
時

に
も

必
要
」
(&
と
す

る
。
武

島
は
、
「
思
想

と
言
語
と

の
間
、
言
語
と
文

字
と

の
間

」
に
は
、
必
然

の
関
係
は
な
く

、
「
い
は
ゴ
た
ゴ
無
意

味
に
結

び
付

け
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ら
れ
た
も

の
に
過
ぎ

な
か

つ
た
L
と
も
書

く
。
思

想
と
、
言
語
文
字
と

の
関
係

に

つ
い
て
、
五
十
嵐
力

の

『
新
文
章
講
話
』
(
明
四
十

二

・
十
、
早
稲

田
大
学
出

版
部

)
は
、
「
文
章
と
は
、
我
等

の
思
想
を
言
語
文
字
に
表
は
し
た
も

の
、
言

い

換
ふ
れ
ば
纏

ま

つ
た
考

へ
が

言
語
文
字

に
現
は
れ
た
も
の
」
、
と
す
る
が
、
あ

く

ま

で
思
想
は

、
「
纏
ま

つ
た
考

へ
」
で
あ
る
。

例
え
ば
梅
、
桜
花
、
美

、
喬

木
と
い
ふ
や
う
な
念
が
如

何
ほ
ど
多
く
あ

つ

て
も
、

そ
れ
は
単

の
観

念
で
思
想
で
は
な
く
、
其
等

の
観
念

の
間
に
関
係

を

つ
け

「
あ

の
花

は
梅

だ
。
」
「
梅
桜
は
喬
木
だ
。
」
と

い
ふ
風
に
、
纏
ま

つ

た
考

へ
に
し

て
始
め

て
思
想

と
な
る
の
で
あ

る
。
故

に
思
想

は

 
つ
の
立

言
で
あ

る
、
従

つ
て
文
章
は
立
言
を
表
は
し
た
命

題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

。

〔
一
〇

[

思
想
を
言
語
化

す
る
の
に
、
「
纏
め
る
」
こ
と
が

必
要
と
さ
れ

て
い
る
が
、
言

葉
と
別
と
さ
れ
た
思
想
を

、
言
葉

と
い
う
道

具
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
す

こ
と
に
変

わ
り
は
な

い
。

そ
れ
に
対

し
て
、
先

に
引

用
し
た
よ
う

に
、
ク

ロ
ー
チ

エ
は
、
言
語
に
よ

っ

て
思
想
が
存
在
す

る
と

し
て
い
た
。
論
理
的
な

思
考

に

つ
い
て
、
「
思
考
が
談

話

と
は
何
等

の
関
係
も
な
く

し
て
は
存
在

し
得

な
い
と

い
ふ
こ
と
は
、

一
般
に
真

理
と
認
め
ら
れ
」
て
い
る
と
す
る
。
里
見
も
ま
た
、
「
言
葉
が
思
想

で
、
思
想

が

言
葉

だ
」
と
断
言
す
る
。
『
文
章
の
話
』
(『
日
本

少
年
文
庫
罠
』
、
昭
十

二

・
四
、

新
潮
社

)
に
は
、
同
じ
く

「
言
葉
は
思
想
に
し
て
、
思
想
は
言
葉
な

り
」
を
論

証
す

る
過
程

で
、
感
覚

と
言
葉

の
関
係
に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
触

れ
た
箇

所
が

あ

る
。

火
を
掴

ん
で

「
ヒ
ー

ヅ
」
と
叫
ん
だ

の
は
、
熱

い
と
考

へ
た

の
で
は
な

く

、
熱

く

感

じ

た

か

ら

で
す

。

つ
ま

り

「
思

想

」
で

は

な

く

て

、

「感

覚

」

な

の

で
す

が

、

こ

の

二

つ

の
も

の
は

、

時

に

よ

る
と

、

紙

の
裏

表

の
や

う

に

、

ぴ

た

り

と

く

ヅ

つ

い
て

ゐ

て

、

ど

こ

ま

で

が

「
感

覚

」

で

、

ど

こ
か

ら

が

「
思

想

」
だ

か

、
ち

よ

つ
と

区

別

が

つ
け

に

く

い
く

ら

い

で
す

。
「
ヒ

ー

ッ
」

と

叫

ん

だ

時

に

は

、
熱

さ

の

「
感

覚

」

ば

か

り

で

す

が

、

あ

と

ま

だ

ヒ

リ

ヒ

リ

し

て

ゐ

る

時

分

に

、

あ

あ

、

熱

か

つ
た

、

と

思

ひ

返

す

時

に

は

、

も

う

そ

の
同

じ

熱

さ

が

「
思

想

」

に

な

つ
て

ゐ

ま

す

。

『
文
章

の
話
』
で
も
、
『
文
芸
管
見
』
と
同
じ
く
、
「
あ
た
ま

の
な
か

に
よ
く

わ
か

つ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
言
葉
に
言

へ
な

い
わ
け
が
あ
り
ま
せ
う

か
」
、
「
言
語
に
絶
す

る
」

こ
と
が

コ

面
に
ま
た
、
思
想
は
言
葉
に

よ

つ
て
組

立
ら
れ
て
ゐ
る
L
こ
と

の
証
拠
で
あ
る
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
ま
た
、
既

に
、

小
林

秀
雄

の
批

評
は

「
精
神
が
言
葉
に
よ

つ
て
の
み
発
展

し
、
言
葉
に
よ

つ
て
、

同
時
に
制
約
さ
れ
る
と

い
ふ

こ
と

の
強
烈
な
意
識
」

(「
ア
シ
ル
と
亀

の
子
W

一
つ
の
根
本
的
な
問
題
に

つ
い
て
」
『
文
芸
春
秋
』
昭
五

・
七
)
か
ら
出
発
し

て

い
る
。

文

章
入
門

の
中
で
も
、
同
様

の
考
え
を
記
し
た
も

の
が
あ

る
。
そ
れ
が
、
芳

賀
矢

一
、
杉
谷
代
水
共

著
の

『
作
文
講
話
及
文
範
』
(明
四
十
五

・
三
、
富
山
房

)

で
あ
る
。

こ
の
本
は
、
昭
和
に
入

っ
て
か
ら
も
版
が
出

る
ほ
ど
、
広
く
普

及
し

た
も

の
で
、
作
文
講
話

の
中

で
も
代
表
的
な

も
の
で
あ
る
。

こ

こ
で
も
、
冒
頭

で
、
思
想
を
伝
え

る
方
法
と

し
て
動
作

と
と

も
に
言

語
を

挙
げ

、
「
最
も
広

く
、
最
も
長
く
、
且

つ
最
も
確
か

に
思
想
を

伝

へ
る
方
法
」
を

文
章

と
す

る
。
そ
し
て
、
「
言
語
を
有
す

る
と

い
ふ

こ
と
が

人
間
と
他
動
物
と
を

区
別
す

る

一
大

要
件

で
あ

つ
て
、
之
あ
れ
る
が
故
に
人
間
は
協

同
し
て
他

の
動

物

に
当
る
こ
と
も
出
来
、
之
あ
る
が
故
に
貴
重
な
経
験
を
伝

へ
て
知
識
技
能
を

増
進

さ
せ
、
遂
に
は
万
物

の
霊
長

た
る
地
位
に
上

る
こ
と
も
出
来
た

の
で
あ
る

」

と
、
言
語
を
人
間
と
動
物
を
区
別
す

る
最

も
大
事

な
要
素

と
考
え
る
。
さ
ら
に
、

「
文
字
は
言
語
を
写
す

符
徴

」
で
あ
り

、
「
文
字
を
有

す
る
と
否
と
は
未
開
人
と
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開
明
人
と
を
区

別
す

る
第

一
の
要
件
で
あ
る
L
と
、
文
字
を
位
置
付
け
、
文
字

が
な

い
た
め

に
大
和

民
族
に
負

け
た

ア
イ

ヌ
を
例
に
挙
げ

る
。
言
語
と
文
字
を

、

人
間
と
文
化
を
特
徴
づ

け
る
根

本
的
な
要
素
と
位
置
付
け
た
上
で
、
思
想
と
言

語
文
字

の
関
係
に

つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。

さ
て
文
章
と
は
思
想
を
文
字

に
書
き
表
し
た
も

の
を

い
ふ

の
で
あ

る

が
、
今
少
し
精
密
に

い
ふ

と
、
思
想
を
言
語
に
ま
と
め
、
其

の
ま
と
ま

つ

た
言
語
を
文
字

に
書
き
表

し
た
も
の
が
即
ち
文
章
で
あ

る
。
併

し
、
我

々

が
物
を
考

へ
思
ふ
と
き

に
は
、
大
概
心

の
中
で
言
語
を
用
ゐ

て
考

へ
た
り

思

つ
た
り
し
て
ゐ

る
。
「
あ

し
た
は
日
曜
だ
、
何

処
か

へ
出
か
け
よ
う
、
飛

鳥

山

に

し

よ

う

か

、

目

黒

に

し

よ

う

か

、

オ

ヤ

く

雨

に

な

つ
た

、

降

つ

て
は
駄

目
だ
な
、

こ
の
頃
の
日
曜
は
き

つ
と
雨
だ
…
」
な
ど
と
言
語
を

用

ゐ
て
考

へ
る
。

こ
ん
な
些

細
な
事
で
も
我
々
は
必
ず
言
語
を
用

ゐ
て
考

へ

る
。
言
語
を
離
れ

て
漠
然

と
た
ぐ
考

へ
る
と

い
ふ
事
は
殆
ど
無

い
。
〔
―こ

従

っ
て
、
作
文
は
、
思
想
を
言
語

に
し
、
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
文
字
に
直
す

と
い
う

「
二
重

の
手
数

」
が
か
か

る
の
で
は
な
く
、
「
彼

の
心
頭
で
喋

舌

つ
て
ゐ

る
事
を
直
接

に
文
字
に
書
き
取

る
だ
け
の
仕
事

」
な

の
で
あ
る

。
「思
想
が

あ

つ

て
の
言
語

で
あ
る
、
言
語
が
あ

つ
て
の
文
章

で
あ
る
。
知

つ
た
事

の
言

へ
な

い

筈

は
な

く
、
言

へ
る
事

の
書

け
な

い
訳
は
な

い
。
思
想
が
整
然
と
し

て
を
れ
ば
、

明
晰
な
言
語
が
出

る
、
思
想
が
優
雅

で
あ
れ
ば
美
妙

な
言
葉
が
出
る
」

の
で
あ

り
、
「
文
章
を
立
派
に
書
き
た

い
と
思

つ
た
ら
其

の
本
元

の
思
想
を
立

派
に
す
る

が
よ

い
、
思
想

の
酒
養
を
措

い
て
文
を
学
ぶ

の
方
法

は
ど

こ
に
も
無

い
」
と
、

文
章
入
門
に

よ
く
見
ら
れ
る

コ
メ
ン
ト
が
述

べ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
文
章

入
門
類
に

は
珍

し
く
、
思
考

と
言
葉

の
不
可
分
が
説
か
れ

て
い
る
。
言
葉

に

つ
い
て
触
れ

る
時
に
、
最
初

に
言
葉

を

「
我
我
人
間

の

一
番

根
本
的
な
大
事
な

天
賦

」
と
す

る
こ
と

も
、
百

聞
の
発
言
と
共
通
性

が
感
じ
ら

れ

る

。

か

。

有
名
な
本

で
あ
り
、
百
聞
が

目
に
し
た
可
能
性
は
あ

っ
た

の
で
は
な

い

言
葉

と
思
考

感
情

の
不
可
分
も
ま
た
、
明
確
な
典
拠
は
わ
か

ら
な

い
も

の
の
、

孤
立

し
た
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
で
は
、

こ
の
考
え
は
、
百
聞

の
中

で
ど
う

い

う
意
味
が
あ

る
の
か

。
言
葉
と
思
考
感
情

の
不
可
分
に

つ
い
て
百

聞
が
触

れ
て

い
る
の
は
、

こ
の

―
度
だ
け
で
は
な

い
。
「
作
文
管
見

」
よ
り

以
前
に
、
『
百
間

座
談
』

(
昭
十

六

・
六
、
三
省
堂

)
に
所
収
さ
れ
た
、
「
目
と
耳

の
境
界
」
と

い

う
昭
和
十

四
年

九
月

の
、
東
京
明
治
倶
楽
部
講
演
会

で
の
講

演
に
お

い
て
、
同

じ
こ
と

に
言

及
し
て

い
る
。

こ

の
講

演

は

、

人

間

に

は

「
聴

覚

型

」

と

「
視

覚

型

」
が

あ

り

、

芸
術

に

も

こ

の
区

別
が

当

て

は

ま

る

、
と

い
う

よ

う

な

、
「
目

と

耳

の
境

界

」
に

つ

い

て

の

講

演

で
あ

る

。

こ

の
中

で

、

耳

と

目

、

な

く

な

っ
た

ら

ど
ち

ら
が

困

る

か

と

い

う

話

で
、

百

聞

は

次

の
よ

う

に

言

う

。

耳
が
聞

こ
え
な
い
と
云
ふ
事
は
言
葉
を
封
じ
ら

れ
る
事

で
あ

り
ま
し
て
、

我
我
が

人
間
の
面
を
し
て
ゐ
ら
れ
ま
す

の
は
、
言
葉
が
あ

る
か
ら
で
す
。

犬
猫
輩
が

人
間

の
様
な
顔
が
出
来
な

い
の
は
言
語
を
使
う
事

が
出
来
な

い

か

ら
で
あ

つ
て
、
言
葉
は
た
だ
お
し
や

ぺ
り
に
用

ゐ
る
だ
け
で
な
く
、
頭

の
中

の
思
考

、
思
索
は
総

ぺ
て
言
葉
を
用
ゐ
な
け

れ
ば
出
来

な
い

の
で
す
。

続
け

て
、
夢

に

つ
い
て
、
「
こ
れ

こ
れ

の
夢
を
見

た
と
云
ふ
事
を
思
ふ
に
は
言

葉
が
な
け
れ
ば
出
来

ま
せ
ん
」
と
、
「
作
文
管
見

」
と
同
じ
く
、
夢
を
例
に
挙
げ

る
。
言
葉
と
思
考
感

情
の
不
可
分
が
主
張
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
考

え
が
ど

こ
か

ら
き
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、

こ
こ
で
は
、

そ
れ
が
言
葉
が

耳

の
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も

の
で
あ
る
と

い
う
文
脈

で
使
わ
れ

て
い
る
。
言
葉

が
耳

の
も

の
で
あ
る
と

い

う
考
え
は
、
百

聞
自
身

が
、
「純

粋
言
語

の
説
」
と
呼
ぶ
も

の
に
あ
た
る
。
こ
れ

は
、
友
人

の
宮
城
道
雄

の
随
筆
・
『
雨

の
念
仏
』

に

つ
い
て
、
佐
藤
春
夫

と
宮
城

道
雄
と
百
聞

の
三
人

で
座
談

し
た
折
り

の
、
佐
藤
春

夫
の
、

「
『
雨

の
念
仏
』

の

文
章
は
、
話
す
侭

の
言
葉
を

以
て
綴

つ
て
あ

る
か

ら
全
巻
を

通
じ
て
同
音
両
義

の
曖
昧
な
用
語
が

一
つ
も
な

い
」
と
い
う
発
言
を
取

り
上
げ
、
そ
れ
を

「
卓
見
」

と
述

ぺ
、

そ
の
意
見

に

「
付

和
し
て
自
分

の
思
ふ
と

こ
ろ
」
を
述

ぺ
る
と

こ
ろ

に
出
て
く
る
。

佐
藤
氏

の
説
は
即
ち

「
雨
の
念

仏
」
が
純
粋
言

語
を

以
て
綴
ら
れ
て
ゐ
る

と
云
ふ
事
に
帰
す

る
。
言
葉

は
本
来

耳
の
所
有

物
で
あ
る
筈

の
も

の
が
、

文
字
と
印
刷
物

の
為

に
い

つ
の
間
に
か
目
の
所
有
物
と
な
ら
う
と
し

て
ゐ

る
。

そ
こ

ヘ
ラ
ヂ
オ
が
あ

つ
て
、
又
い
く
ら
か
言
葉
が
耳

へ
返
ら
う
と

し

て
ゐ
る

。
〔三
}

「宮
城
検

校

の
文
章
」
で
も
、
「
宮
城
検

校

の
文
章
は
文
字

の
力
を
か
り
な

い

言
葉
ば
か
り

で
出
来

て
ゐ

る
と
云
ふ
意
味

で
、
佐

藤
春
夫
氏
が

「
純
粋
言
語
」

の
文
章
だ
と
推
奨

し
た

L
と
し
、
「
耳
だ
け

で
聞
く
聴
取
者

に
、
そ
の
侭
受
取

る

事
が
出
来
る

」
為
に
は
、
「
純
粋
言
語
」
を
使
う
必
要
が
あ

る
と
書
か

れ
て
い
る

=
三
。
こ
れ

ら
の
発
言

は
、
百
聞
が

、
言
葉
に

つ
い
て
の
音
声
中

心
主

義
的

な
考

え
を

表
明
し
て
い
る
と

い
え

る

〔―里
。

音

声
中
心
主
義
は
、
言
文

一
致
と
結

び
付

く
。
佐

藤
春

夫
は
、
宮
城

の
文
章

を

「
話
す
侭

」
と
い

っ
た
が
、
そ
れ
は
、
対
談
自
体

の
場

を
離
れ
、
佐
藤
自
身

の

「
し
や

ぺ
る
や
う
に
書
く
」
と

い
う
考
え

を
想

起
さ
せ
る
。

こ
の
考
え
は
、

死
ぬ
半
年
前

の
芥
川
に
話

し
た
も

の
で
、
活
字

で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た

の
は
、

そ
れ

に
対
す

る
芥

川

の
反
論

で
あ
る
、
「
文
芸
的
な

、
余
り

に
も
文
芸
的
な

」
の

「
六

僕
等

の
散
文

」
(
『
改
造
』

昭
二

・
四
)
に
お

い
て
で
あ
り
、
佐
藤
自
身

の
も

の
で
、
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の
は
、
同
年
九
月

の

『
中
央
公
論
』

で
の
文
芸
時

評

「
芥
川
龍
之
介
を
笑
す
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
佐
藤

は
、
芥
川

に

「
文
章
を
な

ぐ
り
書
き
す

る
こ
と
」
、
「
全
く
し
や

ぺ
る
が
如
く
書
く

こ
と
」

を
す
す

め
た

と
い
う
。

我
々
の
話
は
実
に
屡
々
、
と
ぎ
れ
く

の
う
ち
に
よ
く
要
領
を
得
た
り
、

ま
た
半

で
は
別

の
話
柄
が
生
ず
る
た
め
纏
ま
り
が
な
か

つ
た
り
、

い
つ
も

こ
の
上
な
く
不
完
全
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
我
々

の
い
は
ん
と
す
る
精

神

な
り

心
持

な
り
は
、
相

当
に
よ
く
通
じ
て
ゐ
る
。
(中
略

)
文
学

の
事
業

は
必
ず

し
も
完
成
し
た
も

の
を

つ
く
る

の
で
は
な
く
、
我
々

の
魂
醜
を
伝

へ
よ
う

と
す
る
に
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
我
々

の
完
成
に
よ

つ
て
我
々
を

伝

へ
る

こ
と
が
出
来

る
と
同
時

に
、
我

々
の
欠
点
我
々

の
失
敗

に
よ

つ
て

亦
、
決
し
て
他
人
を
伝

へ
る
の
で
は
な
く
我

々
自
身
を
表
現

し
得

る
わ

け

な

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
が

、
「
真

の
言
文

一
致

の
精
神
に
適
う
」
と

い
う

。
「
話
す
侭

」

の
言
葉

の
背
後
に
は
、
い
さ
さ
か
楽
天
的
に
、
「
我
々
の
魂
暁
を
伝

へ
る
」
と

い

う

「
言
文

一
致
」
の
考
え
が
あ

る
の
で
あ

る
。
言
葉

と
思
考

の
不
可

分
を

説
く
、

『
作
文
講
話
及
文
範
』

で
も
、

そ
の
考
え

に
よ

っ
て
言
お
う
と

し
て
い
た
こ
と

は
、
心

の
中
で
考
え

て
い
る
こ
と

も
言
葉
な

の
だ
か

ら
、
文
章
を
書

く
こ
と
ぱ

特

別
な
こ
と
で
は
な
く
、
「彼

の
心
頭
で
喋
舌

つ
て
ゐ
る
事

を
直
接

に
文
字
に
書

き
取

る
だ
け
」
だ
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

ど
ち

ら
に
お

い
て
も
、
自

分
の
思

う
こ
と
を
あ

り

の
ま
ま
に
言
う

こ
と
が
問
題
な

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
百
聞
に
お

い
て
、
言
葉

と
思
考

感
情

の
不
可
分
は
、
両
義
的
な
意

味
を
持

っ
て

い
る
。
「
目
と
耳

の
境

界
」
に
お

い
て
、
言
葉
と
思
考
感
情

の
不

可

分
の
考

え
は
、
言
葉
が
動
物
と

の
区

別
の
最

も
重

要
な
要
素

と
の
記
述
と
並

べ

ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
言
葉
が
、
外
在
的

な
、
単

な
る
道
具
で
は
な

い
、
人
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間
の
精

神
に
と

っ
て
最
も
密
接
な
も

の
で
あ

る
と

の
考
え
を
主
張
す

る
も

の
で

あ
る
。
「
作
文
管
見

」
で
も
、

同
じ
で
あ
ろ
う
。
「
目

と
耳

の
境
界

」
で
は
、
そ

れ
が

、
音

声
中
心
主
義
的
文
脈

に
組

み
込
ま
れ
て

い
た
。
し
か
し

、
「
作
文

管
見
」

は
、
耳
で
聞
く
言
葉
の

こ
と

で
は
な

く
、
書

く
文
章
に

つ
い
て
の
話

で
あ

る
。

言
葉

と
思
考

感
情
の
不
可
分
を
ふ
ま
え

て
、
内
容
も
言
葉
な

の
だ
か
ら
、
書
き

表

し
た
表
現
が
内
容

そ

の
も

の
で
あ
り

、
「
そ

こ
に
書
き
綴

つ
た
風
に
そ
の
物
を

自
分

は
見
た
の
だ
。

我
は
そ

こ
に
書
き
綴

つ
た
風
に
し
か
自
分
は
考

へ
な
か

つ

た
の
だ
」
と
考
え

る
ぺ
き

だ
と
す
る

の
で
あ

る
。
こ
れ
が

、
「
文
章

を
立
派
に
書

き

た
い
と
思

つ
た
ら
其

の
本
元

の
思
想
を
立

派
に
す
る
が
よ

い
」
と

い

っ
た
考

え
と
は
反
対

に
、
書

く

こ
と
自
体

の
重
視

で
あ

る
こ
と
は
明
白

で
あ

る
。

心
に

思

っ
た
こ
と
を

あ
り

の
ま
ま
に
書
く
と

い
う

考
え
に
結
び

つ
く
、
言
葉
と
思
考

感
情

の
不
可

分
が
、
「
作
文
管
見
」

で
は
、
逆
に
、
「
表
現
出

来
な
い
事
を

思

つ

て
ゐ
る
と
云
ふ

方
に
矛
盾
」
が
あ
り
、
「書

け
ぬ
事
を
思

つ
て
ゐ
る
」
と
、
書
け

る
事
が
全

て
で
あ
る
か

の
よ
う
な
考
え

に
転

倒
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
言
葉

と
思
考
感
情

の
不
可
分
は
、

い
わ
ば
、
言
葉

の

「
目
」
と

「
耳
」

の
両
方

で
、

重
要
な
意
味
を
担

っ
て
い
る
。
芥
川
は
、
佐
藤

の
考
え

に
対

し
て
、
「
僕

の
言
ひ

た

い
の
は

『
し
や

べ
る
』

こ
と
よ
り
も

『
書

く
』

こ
と
で
あ
る
」
、
「
書
く
や

う

に
し
や

べ
り
た

い
」
と

反
論

し

て
い
る
が
、

百
聞
は
、
言
葉
と
思
考
感
情

の
不

可
分

の
考
え
を
、
芥
川
な

ど
と
共
有
し

て
い
た
、
内

容
と
形
式
に

つ
い
て

の
問

題

の
文
脈
で
と
ら
え
た

の
で
あ
る
。

百
間
は
、
「
鶴

の
二
声

」
に
お

い
て
、
「
文
章

上

の
種
と
か
材
料
と
か
が
無

く

な

つ
て
来
れ
ば
行
程

は
い
よ

い
よ
捗
る
も

の
と
考

へ
る
」
、
「
種
を

早
く
み
ん
な

吐
き
出
し
て
し
ま
は
な

け
れ
ば
本
当

の
も

の
を
作
り

出
せ
な

い
」
と
自
分

の
文

章
に
対
す
る
態
度
を
説

明
し
て

い
る

(一互
。
同
じ

こ
と
は

『
百
聞
座
談
』
で
は
、

「
純
粋
文
章
」

で
あ

る
と
言
わ
れ
て

い
る
。

こ
こ
に
は
、
文

章

へ
の
、
書
く

こ

と

へ
の
強

い
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
「
作
文
管
見

」
に
お
い
て
、
百
間
は
、
内
容
と

形
式
、
言
葉

と
思
考

感
情

の
不
可
分
と

い

っ
た
問
題
を
通

し
て
、

こ
の
こ
だ
わ

り
を
理
論
化

し
、
自
分
の
考

え
を
作
り
上
げ
た

の
で
あ

る
。

四

し

か

し
、
「
葉

欄

」
の
執

筆

の
例

な

ど

に

は

、
ま

た

違

う

要

素

が

考

え

ら

れ

る

。

『
百

聞

座
談

』

の

「
真

実

と

夢

」
で

の
、
次

の
言

葉

は

、
「
作

文

管

見

」
が

特

異

な

言

語

論

に

よ

っ
て
語

っ
た

も

の
を

、

よ

り

明

確

に

、
解

り

や
す

い

形

で

語

っ

た

も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

帰

つ
た
時

は
そ

の
間

の
事
を
覚
え

て
ゐ
る
が

、

一
年

か

二
年
経

つ
と
大
概

忘
れ

て
し
ま
ふ
。
そ
れ
を
今
度
自
分

で
自
分

の
気
持

ち

の
様
に
綴
り
合
は

せ

る
。

そ
の
方
が
真
実
だ
。
行

つ
て
来

た
侭

の
直
接

経
験

と

い
ふ
も

の
は

粗
末
な

も
の
で
す
。

一
旦
忘
れ

て
、
改
め

て
神

戸
か

ら
横
浜
ま
で

の
航
海

を
見

る
。
そ
れ
と
同
じ
様
に
今
お
話

し
の

「
冥
途

」
に
は
夢
が
あ
る
か
も

知
れ
な

い
し
、
僕

の
ポ

エ
ト

リ
ー
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
あ
れ
は
五
年
、

十
年
、
或

は
二
十

年
掛

か

つ
て
組

み
立

て
た

も
の
で
す
。
今
度

の
航
海

の

事
な
ど

も
何
年
か
放

つ
と
い
て
く
れ
れ
ば
屹
度

い
い
も
の
が
出

来
た
と
思

ふ
。
年
限
を
切

る
訳
で
は
な

い
が
、
暫
ら
く
間
を
置

い
た
方
が

、
本
当

の

リ

ア
リ
ズ

ム
に
な

り
ま
す
。

百
間
は
、
「
暫
ら
く
間
を

置
い
た
」
事

、
つ
ま
り

記
憶

に
な

っ
て
し
ま

っ
た

こ

と
を
描
く

こ
と
を
、
「
本
当

の
リ

ア
リ
ズ

ム
」
と
呼

ん
で
い
る
。
「
今
度

の
航
海
」

が
実

際

の
経
験

で
あ

る
か
ぎ

り
、
事

実
に
基
づ

い
て
は
い
る
が
、

記
憶
の
中
で

変
形
し
て

い
る
こ
と

は
間
違

い
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
事
実

と
想
像

を
区

別
し
な

い
と
は
、
経
験

を
し
た
側
の
主
観
性
を
重
視
す

る
態
度

で
あ

る
。
文
章
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を
書
く
時
、

そ
の
対
象
を
描

写
す

る
上

で
役
立

つ
よ
う
に
書
く
事

の
裏
に
は
、

事
実

そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
自

ら
の
主
観

の
経
験

を
通
し
た
も

の
を
、
初
め

て

書
く
に
値
す

る
も

の
と
し

て
描

こ
う

と
す

る
認
識
が

あ
り
、
そ
れ
が
百
聞

の
「
リ

ア
リ
ズ

ム
」

で
あ

る
。
実
際
、
百
聞

に
お

い
て
、

記
憶
の
想

起
で
、
そ
れ
が
事

実
か
想
像
か

明
確
に
区
別

さ
れ
ず

に
描
か

れ
る
こ
と
は
、
珍

し
い

こ
と
で
は
な

い
。
「
狭
錘
」
は

、
「
以
上

の
話
を
、
私
は
自
分

の
記
憶
を
辿

つ
て
書
き
綴

つ
た

つ
も
り
だ
け
れ
ど
、
全
部
本

当
に
あ

つ
た
事

だ
か
、
或

は
私

の
物
怖
れ
す

る
を

す
る
心
が
作
り
出
し
た
、
あ
り
も

し
な

い
妄
想
が

、
あ
や

ふ
や
な
記
憶

の
中
に

ま
ぎ
れ
込
ん

で
ゐ
る
か
、

ゐ
な

い
か
、

そ
の
境
は
今

と
な

つ
て
は
、
私
自
身
に

解
ら
な

い
の
で
あ
る

」
と

い
う
言
葉

で
結
ば
れ

る
(=
c
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
、

百
聞

の
リ

ア
リ
ズ

ム
観
を

、
単

に
百
聞
の
心
理
的

傾
向
と
す
る

の
で
は
な
く
、

印
象
主
義
や

「
主
観
的

写
生

文
」
と
の
関
係

か
ら
と
ら
え
た

い
と
思
う
。

印
象
主
義

の
考
え

は
、

明
治
四
十

}
年
六

月
に
、
六
高

の

『
校
友
会
会
誌
』

に
掲
載
さ
れ
た

「
俳
譜
派
文
学
研
究
」
に

み
ら
れ

る
。
題
名

が
示
す
よ
う
に
、

当
時

の

『
ほ
と

Σ
ぎ
す
』
を
中
心
と
す

る
写
生
文
運

動
を
概
括
し
た
も

の
で
あ

る
。
百
聞
が
、

こ
こ
で
、
た
だ
事
実
を
羅
列
す

る
だ
け
の

「
写
真

又
は
博
物
図

の
如
き
も

の
」
二
七
)に
な

っ
て
し
ま
う
、
写
生

文

の
欠
点
を
免
れ

る
た

め
に
あ

げ

る

の
が
、
『
吾
輩
は
猫

で
あ

る
』
に

み
ら
れ
る
よ

う
な

、
「
同

じ
く
客
観

で
あ

り

な
が

ら
も
其
取
材

に
就

い
て
冷
静
な
る

一
種

の
批
評
的
態
度

」
と
、
写
生
文
が

「
博
物

図
」

に
な

っ
て
し
ま
う
原
因
を

「
観
察
力

の
不
充

分
」
に
求

め
、
観
察

を
精
緻

に
す

る
こ
と

で
こ
の
弊
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
、
印
象
主
義
で
あ
る
。

百
聞

は
、

印
象
主

義
の
意

義
に

つ
い
て
、
片
上

天
弦

の

「
印
象

派

の
小
説
」

(『
早
稲

田
文
学

』
明
四
十

一
・
七

)
で
の
定
義
を

あ
げ
て

い
る
に
と
ど
ま

る
。

百
聞
自
身

の

「
印
象
的
傾
向

」
は
、
観
察

の
精
緻
か
ら
、
材
料

の
統

一
の
た
め

一
つ
の
中
心
が
求
め

ら
れ
、
「
此
中
心
に
向

つ
て
観
察

の
全

力
を
注

ぐ
と
す
る

時
、
而

し
て
猶

こ
れ
を
極
端
に
行
ふ
と
す
る
時
こ

こ
に
観
察

の
総

て
の
注
が
れ

た
材
料

の
他

の
も

の
は
皆
其
れ
が
為
に
圧
迫
せ
ら
れ
光
輝
を
失

つ
て
た
だ
其
材

料

の
み
が
浮
き

上
る
L
と
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
た
だ
事
物
を
羅
列
す
る
の
で

は
な
く
、

そ
こ
に
中
心
を
作
り
、
統

一
を
も
た
ら
し
て

い
こ
う
と

い
う
も

の
だ

っ
た

。
そ
れ
は
、
高
浜
虚
子

の

「
『
俳
譜
師
』
に
就

い
て
」
(
『
早
稲
田
文
学
』
明

四
十

一
・
九

)
の
、
「
充
分
性
格

の
分
か

つ
た
人
物
だ
と
作
者

の
方

で
は
読
者

も

共

に
そ
の
人
物

を
熟
知
し
て
居
る
如
く
感

じ
て
大
胆
に
無
造
作
に
筆
を

つ
け

て

恰
も
龍
が
片
鱗

を
見
せ
る
や
う
に
筆
使
を
す
る

こ
と
が
出
来

る
」
と

い
う
言
葉

を
引

い
て
い
る
よ
う
に
、
描
く
対
象

の
省
略
を
意
味
す
る
。
主
観

の
印
象
を
明

確
に

し
、
読

む
側
の
印
象
を
鮮
明
に
す
る
た
め
、
全

て
の
情
報
を
提
示
す

る
の

で
は
な

く
、

い
わ
ば
、
主
観

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通

し
て
み
ら
れ
た
事
物
、
描

こ

う
と
す

る
対
象

の
取
捨
選
択
を
す

る
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
方
法

に

つ
い
て
は
、

酒
井
英

行
に
よ

っ
て
、
漱
石

の

「
自
然
を
写
す
文
章
」

(
『
新
声
』

明
三
十
九

・

十

一
)
か
ら

の
影
響

が
指
摘

さ
れ
て
い
る

=
八
}。
し
か

し
、
「
印
象
派

の
小
説
」

の
中

で
も
、
「
一
様
に
委
し
く
は
書

い
て
い
な

い
が

、
そ
の
中

の
細
か

い

一
部

の

中

心
を

と
り
出
し
て
く

つ
き
り
と
強
く
見
せ

る
。
純
客
観
的
に
写
す

の
で
は
な

く
て
、
作
者

の
主
観
に
与

へ
た
印
象
だ
け
を
取
り
出

し
て
み
せ
る
。
随

つ
て
筆

つ
か

ひ
は
穴

の
あ
る
疎
ら
な
や
り
方

の
や
う

で
、
而
も
細
か

い
爽

所
を
く

つ
き

り
際
立

つ
て
生
か
す

」
と
、
中
心
を
も

っ
て
描
写
す
る

こ
と

の
重
要
性
を
説

い

て
い
る
。
島
村
抱

月
は
、
『
文
章
世
界
』

(明

四
十

二

・
三
)
で
の
特
集

「
印
象

主
義

の
研
究
」

の
中

の

「
絵
画
に
於
け

る
印
象
派
」

で
、
絵
画

に

つ
い
て
の
論

文

で
あ

る
が

、
ほ
ぼ

同
じ
方
法
論
に

つ
い
て
論

じ
て
い
る
。

こ
の

「
あ
り

の
ま
ま
」
は
普
通

の
写
実
的
意
味

の
あ

り

の
ま
ま
で
は
な
く

て
、
所
謂

イ
ン
プ
レ

ス
シ
ヨ

ン
の
あ
り

の
ま
ま
を
主

と
す
る
。
だ
か
ら
何

か
物
に
対

し
て
も
、
其
刹
那
に
我
々
が
感
じ
た
瞬
間

の
あ
り

の
ま
ま
で
あ
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る
。
例

へ
ば

一
寸

我
々
が
障

子
に
対
す

る
と
、
そ

の
対
し
た
瞬
間
に
は
障

子

の
隅
か
ら
隅
ま

で
は
見
え
な

い
で

一
の
焼
点

を
中
心
と
し

て
我
々

の
視

界
は
縁

の
方

へ
行

く
程
暗

く
な

る
。
そ
れ
が
印
象

の
あ
り

の
ま
ま

で
あ

る
。

百
聞

の
こ
う

し
た
方
法
は
、
漱
石

に
限
定

さ
れ
ず
、
印
象
主
義

の
も

の
と

い

う
こ
と
が
出
来

る
。

し
か
し
、
印
象
主
義

の
主
観
性

の
問
題

は
方

法
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
桜
井

天

壇

の

「
独
逸
の
叙
情
詩
に
於
け

る
印
象
的
自
然

主
義
」
(
『
早
稲

田
文
学
』

明
四

↑

一
・
六
)
で
は
、
「
純
客
観
」
の
立
場
を
守

る

「
徹
底
自
然

主
義
」
と

「
印
象

的
自
然

主
義

」
を

「
兄
弟
同
士
」
と

し
な
が

ら
も
、
「
客
観
的
文
学

」
で
あ

る

「
徹

底
自
然

主
義

」
に
対
し
、
「
印
象
的

自
然
主

義
は
情
緒
主
観

の
文
学

で
あ

る
」
と
、

そ
の
違

い
を
明
確
に
定
義
す

る
。
「
詩
歌

の
主
観
的

権
威
」
(
『
早
稲
田
文
学
』
明

四
十

一
・
十

譜
)
の
中

で
、
服
部
嘉
香
は
、
「
我
が
詩
壇
」
の

「新

し
い
主

観
的

傾
向
」
に
注

目
し
、
「詩
歌

の
本
体
は
叙
情
的

、
即
ち
内
よ
り
外

に
発
す
る
も

の

で
、
全
く
自
己
本
位
で
あ

る
」
と
こ
の
傾
向
を
高

く
評
価
す

る
。
「
印
象
的
技

巧
」

も
、
「
作
者

の
主
観

の
動

い
て
ゐ
る
様
を
其

の
侭
偽
ら
ず
に
書
く

」
、
「
主
観

的
傾

向
」
に
含
ま
れ
る
。
し
か
も
、
「
象
徴

主
義

よ
り
印
象
主
義
、
神
秘
主

義
に
至
る

主
観
的

傾
向

」
と
、
「
印
象
主
義

」
を
象
徴

主
義
や
神
秘
主
義

と
並

べ
て
い
る
。

「
独
逸

に
於

け
る
印
象
的
自
然
主
義
」

で
は
、

ホ
フ

マ
ン

ス
タ
ー

ル
を

そ
の
代

表
的
な
詩
人

に
あ
げ

て
お
り
、
又
、
「
印
象
主
義

の
研
究

」
の
執
筆
者

の

―
人
で

あ

る
永
井
荷
風

は
、
「
仏
国
に
於
け

る
印
象
派

」
の
中

で
、
「
マ
ア
テ
ル
リ

ン
ク
」

を

「
現
代
印
象

派
」

に
数
え
て

い
る
。
印
象
主
義

は
、
広
く
、
客
観
的
傾
向
か

ら
主
観
的
傾
向

の
流

れ

の
中
に
あ

る
の
で
あ

る
。

五

百
聞
は
、
印
象
主
義
的
な
作

品
と

し
て
、
発
表
当
時
か
ら
、
印
象
的
と

の
評

の
あ

っ
た
、
高

浜
虚

子
の

「
俳
諸
師

」
を
取
り
上
げ
、
文
章

に
即
し

て
、
具
体

的
に
ど

こ
が
印
象
的
か
を
論

じ
て
い
る
。
百
聞
自
身
も
引

い
て
い
る
が
、
虚
子

の

「
俳
譜
師

」
は
、
「
写
生

文

の
技

巧
を
小
説

に
移

」
す
こ
と
を
試

み
た
小
説

で

あ
る
。
「
写
生
文

の
由
来

と
そ

の
意
義

」
(『
文
章
世
界
』
明

四
十

・
三
)
で
も
、

写
生
文
が

「
写
生

以
外

の
或

る
も
の
を
深
く
研
究

し
よ
う
と

し
て
ゐ
る
傾
向
が

生
じ
た
。
或

る
者
と

は
何
か

、
人
間
で
あ
る
」
と

「
人
間
研
究

」
に
関
心
を

示

す

こ
と

で
、
「
小
説

の
方
面

」
に
も
進
む

こ
と
を
考
え

て
い
る
。
こ

こ
で
虚
子
は
、

写
生
文
家

の
二
派
を
指
摘
す

る
。

そ
の

一
は

、
客
観

の
描
写
に
、
主
と
し

て
勢
力
を
注

ぐ
人
で
、
他

の

一
は
、

客
観
か

ら
得
来

つ
た
感
じ
に
重
き
を
置

い
て
、

そ
の
感

じ
を
充
分
に
現
は

す

た
め
に
、
客

観
の
描

写
を
す

る
人

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
従

来
の

「
純
客

観
的
」
な
写
生
文

で
は
な
く
、
よ
り
主
観
性

の
強

い
態
度

で
あ

る
。
印
象

主
義

と
、
そ

の
点

で
は
同

じ
方
向
性

を
も

っ
て
い
る
。

虚
子
は

、
「
写
生
文
と
客
観
描
写
」
(
『
文
章
世
界
』
明
四
十

二

・
十

一
)
で
、
「
近

頃
平
面
描
写

と
か
、

印
象
主
義

と
か
云

つ
て
、
描

写
の
上

に
種
々

の
主
張
も
あ

る
や
う

で
あ

る
が
、
僕

は
そ
ん
な
こ
と
は
何
う

で
も
い
い
と
思
ふ

」
と
し
て

い

る
が
、
「
単
な

る
客
観
描
写

に
満

足
し
な

い
で
、
作
者

の
主
観
に
重
き
を
置
く
」

と
主
観
性
を
重
視
す

る
。
「
写
生
文
界

の
転
化

」
(『
文

章
世
界
』
明
四
十

・
十

二
)

で
も
同
じ
く

、
「
従
来

の
写
生
文
は
事
柄
に
重
き
を

置
き
近
来

の
小
説
が
か

つ
た

方

の
写
生
文
は
作
者

の
感
想

の
方
に
重
き
を
置
く
傾
向

に
な

っ
て
来

た
」
こ
と

を
明
治
四
十
年

の
回
顧

の
中

で
指
摘
し
て

い
る
。
「第

十
四
巻
第

一
巻

の
首
に
」

(『
ほ
と

、
ぎ

す
』
明
四
十

三

・
十

)
で
は
更

に
進

ん
で
、
元
来

「技

巧
」
を
主

と
し
て
主
張

し
て
き

た
写
生
文

が
、
「
問
題
が
漸

く
内
容

の
上
に
移
り
、
初
め

て

作
家

の
思
想
感
情

に
重
き
を
置

く
や

う
に
な
り
、
俳
譜
趣
味

と
い
ふ

や
う

な
或
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る
限

ら
れ

た
狭
い
趣
味

の
中
に
安
住

す
る
こ
と
は
出

来
な
い
や
う
に
な

つ
た
L

と
、
俳
譜
趣
味

の
否
定

に
ま
で
進
む
。
そ
の
代
わ
り
に
、
「
今
後

の
写
生
文

は
今

の
社
会

に
於

け
る
各
種
の
職
業
、
性
格

の
人

の
内
外
生

活
の
生
き

た
描
写
を
欲

す

る
」
と
、

自
然

主
義
の
よ
う
な
主
張
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
時
期
、
虚

子
は
、
主
観
性

や
作
者

の

「
思
想

感
情

」
の
主
張
を
鮮

明
に
し
て
い
た

の
で
あ

る
。こ

う

し
た

「主

観
的
写
生
文
」

の
主
張

の
中
で
、
虚
子
は
、
写
生
文

の
元
来

の
在
り
方
と
大
き

く
印
象

を
異
に
す
る
、
虚
構
性

の
導

入
も
行

っ
て

い
る
。
「
石

火
矢

」
(
『
ほ
と

、
ぎ
す
』
明
四
十
三

・
十

一
)
で
、
「
高

野

の
火
」
(『
ほ
と

、
き

す
』
明

四
十

三

・
十
)
は
写
生
文
と
言
う

こ
と
が
出
来
る

の
か
、
写
生
文

の
範

囲
を

明
白

に
し
て
ほ
し

い
、
と
い
う

、
「
赤
阪
生

」
と

い
う
匿
名

の
投
稿

に
対

し

て
、
虚

子
は

こ
う
答
え
て

い
る
。

「
高

野
の
火
」
は
あ

の
中

の

一
人
物

も
実

在

の
入

で
は
無
か

つ
た
。
お

留
も
源
蔵
阿
閣
梨
も
、
植
物
学
者
も
皆
架
空

の
人
で
あ

つ
た
。
況
や
ト

ロ

ツ

コ
に
乗

つ
て
心
中
す
る
が
如
き
不
自
然
な
事
実

の
あ
ら
う
筈
が
無

い
。

此
点

に
於
て
は
赤
阪
生

の
非
難

の
如

く
全
く
非
写
生
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

彼

一
篇
は
余
が
嘗
て
高

野
山
に
登

つ
た
時

の
感
じ
を
其

の
侭
に
描

い
た

も

の
で
あ
る
。
此

の
点
に
於
て
矢
張
り
写
生
文
で
あ
る
。

虚
子
は

、
「
赤
阪
生

」
に
対

す
る
答

え
と
し
て
、
写
生
文

の
範
囲
を
限
定

せ
ず

、

「
実
際
目
に
見
、
耳

に
聞
き
、
親

し
く
心
に
感

じ
、
情
に
触

れ
た
事
を
縦
横
無

尽
に
描
破
す

べ
き
」
こ
と
を
勧

め
て
い
る
。
「
従
来

の
写
生
文

の
客
観
的

で
あ

つ

た

の
に
対
し

て
言
え
ば
主
観
的

で
あ
る
。
此

点
に
相
違
は
あ

る
が
尚
ほ
写
生
文

た
る
に
お

い
て
は

一
つ
で
あ

る
。
ト
ロ
ツ

コ
の
心
中
は
客
観
的
に
は
不
自
然

で

あ
ら
う
が
主
観
的
に
は
自
然

で
あ

る
」
と
す

る
主
張
は

、
「
主
観
的

写
生

文
」
の

主
張
で
あ
る
。
客
観
的
事
実
を
あ
り

の
ま

ま
に
写
そ
う
と
す
る
写
生
文

の
も
と

の
主

張
か
ら
は
、
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
。
先
行
す
る

「
欠
び
」

(『
ほ
と

＼

ぎ

す
』
明
四
十

・

一
)
に
も
、
既
に
虚
構
性
が
導
入
さ
れ
、
「
『
俳
譜
師
』

に

つ

い
て
」
で
も
、
実
在

の
モ
デ

ル
を
使

い
な
が
ら
も
、
「
実
世
間

の
事
を
写
生
す

る

の
で
は
無
く
て
頭

の
中
に
創
造
さ
れ
た
別
天
地
を
写
生
す
る
」

こ
と
を
必
要
と

し
て
い
る
。
「
主
観
的
写
生
文
」
は
、
そ
れ
が
実
在

の
モ
デ

ル
や

、
実

際
の
経
験

に
基

づ
い
て

い
る
も

の
の
、
そ

の
対
象
そ

の
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す

る

「
感
じ
」
、
「
思
想
感
情
」
を
描
き

だ
す

の
で
あ

る
。

明
治
四
十

年
代
は
、
純
客
観
的
な
態
度
か
ら
、
高

浜
虚
子

の

「
主
観
的
写
生

文
」
や
印
象

主
義

の
よ
う
な
主
観
的
な
傾
向
が
そ

の
中
か
ら

で
て
き
た
時
期

で

あ

っ
た
。
『
ほ
と

＼
ぎ
す

』
や

『
文
章
世
界
』
や

『
早
稲
田
文
学
』
を
読
ん
で

い

た
百
聞
が
、

こ
う
し
た
傾
向

に
触
れ

て
い
た

こ
と
は
明
ら
か

で
あ

る
。

『
百
間
座
談
』

の

「
真
実

と
夢
」
に
も
ど

る
と
、
百
聞

の

「
リ

ア
リ
ズ
ム
」

は
、
主
観
性
を
重
視
し
た

「
リ

ア
リ
ズ
ム
」
だ

っ
た
。

こ
の
、
現
実

に
対
す

る

経
験

に
基
づ

い
て

い
る
も

の
の
、
事
実

そ
の
ま
ま

で
は
な
く
、

そ
こ
か

ら
得

た

自
分

の
主
観
や
印
象

の
方

こ
そ
重
視

し
、

そ
れ
を
表
現
す

る
こ
と
を

「
リ
ア
リ

ズ
ム
」
と
呼
ぷ
考
え
は
、
以
上
に
述

ぺ
た
印
象
主
義
や
、
高
浜
虚
子

の

「
主
観

的
写
生
文
」
と
共
通

の
認
識
を
示

し
た

も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

。
「
俳
譜
派
文

学
研
究
」

で
は
、
印
象
主
義
は
、
主
観
が
描

く
対
象

の
取
捨

選
択

の
問
題

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
印
象
主
義
は
、
何
よ
り
、
主
観

の
重
視

に
特
徴

が
あ
る
。
虚

子

の

「
石
火
矢
」
に
は
、
対
象

の
選
択

で
は
な
く
、

そ
の
時

の
主

観

の
印
象
を

表
す
た
め
に
、
新
た
に
対
象
を
書
き
加
え

る
と

い
う
虚
構
性

に
力
点
が
お
か
れ

て

い
た
。
虚
子
が
云

っ
て
い
る
よ
う

に
、
た

と
え

そ
れ
が
実

在
し
な

い
も

の
で

あ

っ
て
も
、
「
作
者

の
感
じ

」
を
現
わ
そ
う
と
す

る
も
の
で
あ

る
か
ぎ

り
、
写
生

文
で
あ
り
、
「
リ

ア
リ
ズ

ム
」
な

の
で
あ

る
。
百

聞
の
印
象
主
義

の
受
容
と
、
「
作

文
管
見
」
と

の
間
に
は
、
時
間
的
に
か
な
り

の
差
が
あ

る
が
、
そ

の
類
似
性
か
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ら
、
百

聞
が

そ
れ
を
完
全
に
自
分

の
も

の
と

し
て
し
ま

っ
て

い
た
と
考
え
る
事

が
出
来

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

y
/、

 

「
作
文
管
見
」

の
背

景
に
は
、
高
浜
虚
子

の

「
主
観
的

写
生

文
」

の
影
響
、

言
葉
と
思
考
感
情
を
不

可
分
と
見
る
見
方
、

そ
し
て
、

そ
れ
を

転
倒
す
る
、
内

容
と
形
式
に

つ
い
て
の
同
時

代
的
問
題
意
識
が
あ

っ
た

。
こ
れ
ら
が
、
百
聞

の

強

い
文
章

へ
の
こ
だ
わ
り

と
、
内
省
的
傾
向
を
、

一
つ
の
思
想

に
作
り
上
げ
た

の
で
あ
る
。

〈
注

〉

(
こ

武
島
又
次
郎

(
羽
衣

)
『
文
章
入
門
』
(
明
四
十

・
十
、
大
島
書
店
、
菊
判
)

(
二
)武
島
羽
衣
、
大
町
桂
月
、
久
保
天
随
共
著

『
文
章
法
』
(大
三

・
六
、
博
文
館
、
菊
判
)

(三
)大
町
桂
月

『作
文
五
十
講
』
(
大
五

・
五
、
中
外
出
版
社
)

(四
)
『
新
芸
術
論
シ
ス
テ
ム

フ
オ

ル
マ
リ
ズ
ム
芸
術
論
』
(昭
五

・
五
、
天
人
社
)。
引
用

は
平
成
三
年
五
月
、
ゆ
ま
に
書
房
か
ら
の
復
刻
版
に
よ
る
。

(五
)
「文
芸

一
般
論
」
は
、
大
正
十
三
年
九
月
か
ら
十
四
年
五
月
に
か
け
て
第

一
回
配
本
が
行

な
わ
れ
た
、
文
芸
春
秋
社
編
集
発
行

『
文
芸
講
座
』
に
五
回
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
た
。

(六
)
「文
芸
管
見
」
は
大
正
十

一
年
二
月
か
ら
、
九
月
を
あ
け
て
十
月
ま
で
、
雑
誌

『
改
造
』

に
連
載
さ
れ
、
大
正
十
四
年
八
月
に
改
造
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
引
用
は

『
里
見
弾
全
集
』

第
十
巻

(昭
五
十
四

・
四
、
筑
摩
書
房

)
に
よ
る
。

(
七

)
ク

ロ
オ

チ

エ
著

、

鵜

沼
直

訳

『
美

の
哲

学

』
(
大
十

・
三

、
中

央

出
版

社

、

四

六
版

)

(
八

)
堀
江

秀

雄
編

『
通

俗
作

文

全
書

言

文

一
致
文

範

』
(
明

四
十

・
十

二
、

博

文
館

)

(
九

)
谷

崎
潤

一
郎

『
文
章

読

本

』
(
昭
九

・
十

一
、
中

央

公

論
社

)
。
百

聞

は
、

こ
の

本

を
読

ん
で

い

る
。

「
谷

崎

潤

一
郎

氏

の
送
仮

名

法

に
就

い

て
」

(
『
東

京

朝

日
新

聞

』

昭
和

十

年

二

月
十

三

日
掲

載

。
『
凸

凹
道

』

(
昭

十

・
十

、

三
笠

書

房

)
所

収

)

で
、

そ

の
送

り

仮
名

が

、

文
法

上

誤

っ
て

い
る

こ
と

を
指

摘

し

て

い
る

。
谷

崎

の
引

用

は

、
『
谷
崎

潤

一
郎
全

集
』

第

二
十

一
巻

(
昭

四

十

三

・
七

、

中

央
公

論

社

)
に

よ

る
。

(
一
〇
)五
十
嵐
力

『
新
文
章
講
話
』
(明
四
十

二

・
十
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
菊
判

)。

(
―
こ

芳
賀
矢

―
、
杉
谷
代
永
共
著

『作
文
講
話
及
文
範

』
(明
四
十
五

二
二
、
富
山
房
、
菊

判
)

(
一
二
)
「純
粋
言
語
の
説
」
(『図
書
館
雑
誌
』
昭
和
十
年
五
月
号
初
出
)。
『
凸
凹
道
』
所
収
。

(
=
二
)
『月
刊
文
章
』
昭
和
十
三
年
七
月
号
初
出
。
『
鬼
苑
横
談

』
(
昭
十
四

・
二
、
新
潮
社
)

所
収

。

(
―
四

)
百

聞
は

、

「
宮

城

検
校

の
文

章
」

で

、
宮

城

の
文

章

は

、
「
国

語
整

理

の

問
題

」

に

も

重
要
な
示
唆
を
与
え
る
と
し
て
い
る
。
「
動
詞

の
不
変
化
語
尾
に
就

い
て
」
(
『東
炎
』
昭
和

十
年
二
月
号
初
出
、
『
鶴
』
(
昭
十

・
二
、
三
笠
書
房
)
所
収

)
の
中
に
、
「
一
字
の
漢
字
に

託
す
る
国
音

の
負
担
を
出
来
る
だ
け
軽
く
す
る
事
、
漢
字
を
な
る
ぺ
く
軽
く
扱
ふ
事

、
こ
れ

が
国
語
整
理

の
第

「
歩
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
も
、
百
間
の
音
声
中

心
主
義
が
見
ら
れ

る
。

(
一
五

)
『
東
炎
』
昭
和
十
年
四
月
号
初
出
。
『
鶴
』
所
収
。

(
=
ハ
)
『
経
済
往
来
』
昭
和
四
年
十

一
月
号
初
出
。
『
旅
順
入
城
式
』
(昭
九

・
二
、
岩
波
書

店
)
所
収
、

(
}
七

)坂
本
四
方
太

「
文
話
三
則
」
(『
ほ
と

、
ぎ
す
』
明
三
十
九

・
三
)

(
一
八
)酒
井
英
行

「第
六
高
等
学
校
時
代
―

『校
友
会
会
誌
』

の
検
討
」
(原
題

「
六
高
時
代

の
内
田
百
間
―

『
校
友
会
会
誌
』
の
検
討
―
」
『
文
芸
と
批
評
』
昭
和
五
十
五
年
十

二
月
号

初
出
)。
『
内
田
百
間

〈百
鬼

〉
の
愉
楽

』
(有
精
堂
、
平
五

・
九
)
所
収
。
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内
田
百
聞
の
引
用
は

『新
輯
内
田
百
間
全
集
』
(福
武
書
店
)
に
よ

っ
た
。
芥
川
の
引
用
は
、

全
て

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
(平
七

・
十

一
～
十

・
三
、
岩
波
宿
店
)
に
よ
る
。
引
用
中

の
旧

字
体
は
全
て
新
字
体
に
改
め
た
。

(
な

が

い

た

ろ
う

・
研

修

員
)
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