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は
じ
め
に

梶
井
基
次
郎
の
『
あ
る
心
の
風
景
』（
大
正
一
五
年
七
月
稿
）
と
『
冬
の
日
』（
大

正
一
五
年
一
一
月
及
び
昭
和
二
年
三
月
稿
）
は
、『
Ｋ
の
昇
天
』
を
挟
ん
で
い
る
も

の
の
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
二
作
品
は
、
主
人
公
の
罹
患
し
て

い
る
病
気
が
「
性
病
」
と
「
肺
結
核
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
病
鬱

と
生
活
の
苦
渋
」
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
、
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
し
か
し
二

作
品
は
、
風
景
を
見
る
目
、
病
気
や
社
会
へ
の
向
き
合
い
方
に
、
明
確
な
差
異

が
見
ら
れ
る
。『
あ
る
心
の
風
景
』
の
初
出
は
、
大
正
一
五
年
の
『
青
空
』
八

月
号
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
作
者
の
梶
井
は
、
大
正
一
四
年
五
月
一
九

日
の
日
記⑴
に
「
心
の
影
、
書
き
出
し
か
ら
す
べ
り
出
し
よ
し
、
ち
よ
つ
と
ボ
ー

ト
の
様
な
気
が
す
る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
題
名
は
『
心
の
影
』

で
あ
っ
た
。
又
、
友
人
の
中
谷
孝
雄
氏⑵
は
、「
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
る
。

（
略
）
作
者
の
背
丈
が
ぐ
つ
と
伸
び
た
こ
と
に
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
る
ぎ

な
い
芸
術
家
の
姿
が
こ
こ
に
は
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
大
正
一
三
年

七
月
の
草
稿⑶
に
は
、
八
六
行
に
わ
た
る
詩
が
書
か
れ
て
い
る
。
須
藤
松
雄
氏⑷
に

よ
り
、『
あ
る
心
の
風
景
』
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
あ
る
心
の
風

景
』
は
、「
視
る
こ
と
、
そ
れ
は
も
う
な
に
か
な
の
だ
。
自
分
の
魂
の
一
部
分

或
い
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
特
徴
的
な
表
現
に
よ

り
、
視
覚
、
凝
視
の
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
五
十
嵐
誠
毅
氏⑸
は
「
視

線
に
〈
自
分
〉
を
依（
マ
マ
）憑
さ
せ
な
が
ら
、
対
象
の
方
へ
と
主
体
性
を
移
転
す
る
。

主
体
の
転
位
・
変
容
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
又
、
亀
井
雅
司
氏⑹
は
「
み
つ

め
て
い
る
う
ち
に
、
み
る
主
体
と
み
ら
れ
る
対
象
と
の
間
に
、
両
者
を
分
離
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
融
解
状
態
の
生
ず
る
場
面
で
あ
っ
て
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
冬
の
日
』
は
、『
青
空
』
の
昭
和
二
年
二
月
号
と
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。

『
冬
の
日
』
に
は
、
作
品
全
体
に
悲
壮
感
が
漂
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
作
者
梶

井
の
当
時
の
病
状
に
も
関
係
付
け
ら
れ
る
。
作
品
が
書
か
れ
た
大
正
一
五
年
一

一
月
頃
は
、
血
痰
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
病
状
の
進
行
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
時

期
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
三
ヶ
月
前
の
八
月
に
受
け
た
、
簡
閲
点

呼
で
告
げ
ら
れ
た
言
葉
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
に

つ
い
て
『
青
空
』（
大
正
一
五
年
九
月
号
）
の
編
集
後
記
に
自
ら
書
い
て
い
る
が
、

そ
れ
は
「
一
年
振
で
軍
人
の
云
ふ
こ
と
に
も
変
り
が
見
え
る
。
が
平
常
ど
ん
な

と
こ
ろ
で
も
あ
ら
は
に
聞
か
な
か
つ
た
言
葉
を
あ
ん
な
に
露
骨
に
云
は
れ
る
と　

な
に
よ
り
先
に
全
く
変
な
気
に
な
る
。
全
く
変
な
気
に
」
と
、
深
い
絶
望
感
と

違
和
感
を
表
し
て
い
る
。
簡
閲
点
呼
で
の
診
断
と
血
痰
及
び
、
弟
と
妹
の
結
核

性
の
病
気
に
よ
る
死
は
、
自
ら
の
死
の
予
兆
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で

梶
井
基
次
郎
『
あ
る
心
の
風
景
』
と
『
冬
の
日
』

―
社
会
を
見
る
目
と
生
の
希
求

―

近
　
　
藤
　
　
の
　
　
り
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は
二
つ
の
作
品
を
風
景
、
病
気
、
社
会
と
他
者
の
観
点
か
ら
比
較
し
、
そ
の
差

異
に
お
け
る
生
の
希
求
の
表
象
を
検
証
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

『
交
尾
』
や
『
の
ん
き
な
患
者
』
な
ど
に
表
れ
た
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
萌
芽
を
『
冬

の
日
』
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

風
景

『
あ
る
心
の
風
景
』
で
は
、
は
じ
め
に
深
夜
の
窓
か
ら
の
瞰
下
景
が
描
か
れ

る
。「
眼
近
い
夾
竹
桃
」
が
揺
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
遠
く
の
樹
に
風
が
黒
く
渡

る
」
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
深
夜
の
風
景
の
凝
視
は
、
静
寂
に
よ
り
可
能
と
な

る
。
そ
の
た
め
門
灯
に
当
た
る
黄
金
虫
の
音
が
、「
固
い
音
」
と
感
覚
さ
れ
た
り
、

柱
時
計
の
音
が
際
立
っ
た
音
と
し
て
響
く
の
で
あ
る
。
そ
の
凝
視
に
よ
り
、
喬

の
「
想
念
」
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
の
だ
が
、「
ど
こ
ま
で
が
彼
の
想
念
で

あ
り
、
ど
こ
か
ら
が
深
夜
の
町
で
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
か
つ
た
」
と
、
喬
の

「
想
念
」
と
「
深
夜
の
町
」
が
一
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
遊
郭
の
火
の
見

か
ら
の
風
景
が
描
か
れ
る
。
遊
郭
で
は
小
婢
に
「
満
足
に
物
が
云
へ
」
な
か
っ

た
喬
が
、
女
を
待
つ
間
、
音
の
な
い
暗
闇
の
中
で
、
灯
り
に
目
を
点
じ
て
い
る
。

そ
こ
に
通
い
慣
れ
た
四
條
通
が
親
し
い
も
の
と
し
て
認
識
で
き
た
こ
と
や
遠
景

の
円
山
、
東
山
、
天
の
川
を
眺
め
た
こ
と
に
よ
り
、
解
放
感
を
実
感
し
て
い
る
。

こ
の
解
放
感
は
女
を
買
う
と
い
う
行
為
に
対
す
る
緊
張
感
と
罪
悪
感
を
夜
の
闇

と
光
が
と
き
ほ
ぐ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
夜
の
町
と
の
一
体
感
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

前
掲
の
大
正
一
三
年
の
八
六
行
の
詩
（
以
下
長
詩
と
表
示
す
る
こ
と
と
す

る
）
に
は
、「
北
の
山
の
重
な
り
／
一
番
う
し
ろ
の
一
番
高
い
の
が
い
ゝ
の
だ

（
略
）
大
木
の
梢
は
高
い
空
気
の
中
に
ゐ
て
高
い
の
が
い
ゝ
の
だ
」
と
い
う
遠

景
と
高
い
梢
に
対
す
る
親
和
感
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
詩
で
の
高
い
梢
に

対
す
る
想
い
は
、『
あ
る
心
の
風
景
』
で
は
、
次
の
描
写
に
表
れ
て
い
る
。

喬
は
風
に
戦
い
で
ゐ
る
そ
の
高
い
梢
に
心
は
惹
か
れ
た
。
稍
〵
暫
ら
く

凝
視
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
彼
の
心
の
裡
の
な
に
か
が
そ
の
梢
に
棲
り
、
高

い
気
流
の
な
か
で
小
さ
い
葉
と
共
に
揺
れ
靑
い
枝
と
共
に
撓
ん
で
ゐ
る
の

が
感
じ
ら
れ
た
。

「
あ
あ
こ
の
気
持
」
と
喬
は
思
つ
た
。「
視
る
こ
と
、
そ
れ
は
も
う
な
に

か
な
の
だ
。
自
分
の
魂
の
一
部
分
或
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
こ
と
な

の
だ
」

葉
の
繁
っ
た
高
い
欅
の
樹
の
凝
視
に
よ
り
、
葉
や
枝
の
揺
れ
て
い
る
姿
、
振

幅
に
自
ら
の
心
象
の
揺
ら
ぎ
を
共
振
さ
せ
て
、
樹
と
自
分
と
の
一
体
感
を
感
覚

し
て
い
る
。

次
に
『
冬
の
日
』
の
風
景
を
見
て
い
き
た
い
。
梶
井
が
昭
和
二
年
の
『
青
空
』

二
月
号
に
『
冬
の
日
』
の
前
半
ま
で
発
表
し
た
後
の
書
簡⑺
で
「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ

ク　

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
で
、
次
の
よ
う
に
『
冬
の
日
』
の
手
法
を

書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
私
の
云
つ
て
ゐ
ま
し
た
象
徴
主
義
な
る
も
の
甚
だ

遅
々
な
が
ら
文
中
に
発
展
し
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す

（
略
）
私
は
資
本
主
義
芸
術
の
尖
端
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク　

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
刃

渡
り
を
や
り
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
シ
ン
ボ

リ
ズ
ム
と
い
う
相
反
す
る
手
法
の
統
合
と
い
う
方
法
で
の
表
現
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
手
法
は
特
に
景
物
に
表
れ
て
お
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
で
描
い

た
景
物
に
心
象
を
映
す
の
で
あ
る
。
吉
田
熈
生
氏⑻
は
「
梶
井
は
自
己
の
制
作
方

法
を
〈
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク
・
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
〉
と
呼
ん
だ
が
（
近
藤
直
人
宛
書
簡　

昭
２
・
２
・
４
）
そ
の
真
意
は
、〈
物
〉
と
〈
精
神
〉
と
の
こ
の
よ
う
な
交
流
と
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一
体
化
を
目
ざ
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
本
稿
で
は
、〈
物
〉
と
〈
精
神
〉
の
一
体
化
で
は
な
く
、
相
対
化
と
い
う
視

座
で
視
覚
を
捉
え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、
堯
が
「
昼
は
部
屋
の
窓
を
展
い
て

盲
人
の
や
う
に
そ
と
の
風
景
を
凝
視
め
る
」
と
き
の
、
諦
観
か
ら
く
る
冷
め
た

眼
で
あ
る
。
ま
た
、
堯
が
友
人
の
折
田
に
語
っ
た
「
冷
静
と
い
ふ
も
の
は
無
感

動
ぢ
や
な
く
て
、
俺
に
と
つ
て
は
感
動
だ
。
苦
痛
だ
。
し
か
し
俺
の
生
き
る
道

は
、
そ
の
冷
静
で
自
分
の
肉
体
や
自
分
の
生
活
が
滅
び
て
ゆ
く
の
を
見
て
ゐ
る

こ
と
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
冷
静
、
冷
徹
な
眼
で
あ
る
が
、
そ
の
眼
で
見
る
風

景
に
着
目
し
た
い
。『
冬
の
日
』
は
河
原
敬
子
氏⑼
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
冬
至
」

が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
月
日
の
流
れ
が
、「
季
節
は
冬
至
に
間
も

な
か
つ
た
」、「
何
時
の
隙
に
か
冬
至
が
過
ぎ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
季
節
の
変

化
の
意
識
が
冬
至
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
肺
結
核
で
あ
る
主
人
公
堯
に

と
っ
て
、
冬
は
最
も
辛
い
時
期
で
あ
り
、
さ
ら
に
冬
至
は
、
そ
の
冬
の
底
と
感

覚
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
木
々
の
葉
の
「
一
日
毎
剥
が
れ
て
ゆ
く
様
」
や
草
木

が
立
ち
枯
れ
て
い
く
様
が
、
冒
頭
の
「
季
節
は
冬
至
に
間
も
な
か
つ
た
」
と
い

う
描
写
に
続
い
て
表
さ
れ
る
。
さ
ら
に
秋
か
ら
冬
に
向
か
う
戸
外
の
風
景
の
描

写
の
直
ぐ
後
に
、
病
状
の
悪
化
を
示
す
血
痰
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

秋
か
ら
冬
に
向
か
う
落
葉
や
冬
枯
れ
な
ど
の
景
物
の
変
化
が
、
病
状
の
進
行
と

同
時
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
風
景
を
相
対
的
に
注
視
し
て
、

自
分
の
病
気
と
の
一
致
点
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
濱
川
勝
彦
氏⑽
は
、「
自
然

の
冬
枯
れ
て
行
く
様
は
、
直
ち
に
主
人
公
の
生
命
の
衰
え
の
進
行
状
況
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
入
日
に
対
す
る
愛
惜
に
も
相
対
化
が

見
ら
れ
る
。

日
向
は
僅
か
に
低
地
を
距
て
た
、
灰
色
の
洋
風
の
木
造
家
屋
に
駐
つ
て

ゐ
て
、
そ
の
時
刻
、
そ
れ
は
な
に
か
悲
し
げ
に
、
遠
い
地
平
へ
落
ち
て
ゆ

く
入
日
を
眺
め
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
見
え
た
。

擬
人
化
さ
れ
た
日
向
は
、
入
日
を
眺
め
て
い
る
。
眺
め
る
行
為
は
、
景
物
を

相
対
化
し
て
捉
え
て
い
る
。
木
造
家
屋
に
残
る
入
日
へ
の
惜
別
は
、
最
終
章
の

堯
の
落
日
へ
の
愛
惜
へ
と
高
揚
し
て
い
る
。 

そ
し
て
、
相
対
化
に
つ
い
て
は
、

「
向
日
性
を
持
つ
た
、
も
や
し
の
や
う
に
蒼
白
い
堯
の
触
手
は
、
不
知
不
識
そ

の
灰
色
し
た
木
造
家
屋
の
方
へ
伸
び
て
行
つ
て
、
其
処
に
滲
み
込
ん
だ
不
思
議

な
影
の
痕
を
撫
で
る
の
で
あ
つ
た
」
と
い
う
堯
の
触
手
は
、
消
え
去
ろ
う
と
し

て
い
る
淡
い
影
を
惜
し
ん
で
い
る
。
触
れ
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
自
他
の
分
離

で
あ
り
、
相
対
化
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
そ
ん
な
と
き
蒼

桐
の
影
は
今
に
も
消
さ
れ
さ
う
に
も
見
え
た
。
も
う
日
向
と
は
思
へ
な
い
其
処

に
、
気
の
せ
ゐ
程
の
影
が
ま
だ
残
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
凩
に
追
は
れ
て
、

砂
漠
の
や
う
な
、
其
処
で
は
影
の
生
き
て
ゐ
る
世
界
の
遠
く
へ
、
段
々
姿
を
掻

き
消
し
て
ゆ
く
の
で
あ
つ
た
」
と
い
う
、
影
と
も
言
え
な
い
影
の
消
え
去
っ
て

い
く
様
子
を
見
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
影
と
の
一
体
化
で
は
な
く
、
相
対
化
で

あ
る
。
さ
ら
に
褐
色
に
変
わ
っ
た
風
景
の
な
か
で
、「
つ
る
も
ど
き
の
赤
い
実
」、

「
黄
に
化
り
き
つ
た
公
孫
樹
」、「
橙
の
実
」
が
モ
ノ
ト
ー
ン
の
風
景
と
の
対
比

で
鮮
や
か
さ
を
印
象
付
け
る
が
、
冬
枯
れ
の
風
景
も
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。

木
々
の
落
葉
と
立
ち
枯
れ
に
な
る
草
と
黄
葉
や
木
の
実
が
赤
く
な
る
こ
と
は
、

秋
の
深
ま
り
と
い
う
季
節
の
変
化
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
景
物
の
客
観

視
で
あ
り
、
相
対
化
と
い
え
る
。

ま
た
、
反
射
光
線
に
写
し
出
さ
れ
る
風
景
に
も
言
及
し
て
い
る
。「
傾
い
た

冬
の
日
が
窓
の
そ
と
の
ま
の
あ
た
り
を
幻
燈
の
や
う
に
写
し
出
し
て
ゐ
る
」
と

い
う
の
は
、
反
射
光
線
に
よ
る
風
景
の
現
出
で
あ
る
。『
冬
の
蠅
』
で
の
「
夕
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方
に
な
り
光
が
空
か
ら
の
反
射
光
線
に
変
る
と
は
つ
き
り
し
た
遠
近
に
わ
か
れ

て
来
る
の
だ
つ
た
」
で
表
さ
れ
た
反
射
光
線
は
、
直
射
光
線
よ
り
も
風
景
を
幻

想
的
に
浮
び
上
が
ら
せ
、
さ
ら
に
内
面
を
写
し
出
す
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と

は
「
そ
の
不
思
議
な
日
射
し
は
だ
ん
だ
ん
す
べ
て
の
も
の
が
仮
象
に
し
か
過
ぎ

な
い
と
い
ふ
こ
と
や
、
仮
象
で
あ
る
ゆ
ゑ
精
神
的
な
美
し
さ
に
染
め
ら
れ
て
ゐ

る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
露
骨
に
し
て
来
る
の
だ
つ
た
」
と
い
う
想
い
と
通
底
し
、

本
来
的
な
精
神
性
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
。
こ
こ
に
本
質
を
見
る
冷
静
な
眼
の
存

在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
あ
る
心
の
風
景
』
と
『
冬
の
日
』
の
二
作
品
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
窓

か
ら
の
瞰
下
景
を
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
帯
は
異
な
っ
て
い

る
。『
あ
る
心
の
風
景
』
は
深
夜
で
あ
り
、『
冬
の
日
』
は
、
主
人
公
堯
の
午
後

の
遅
い
起
床
か
ら
日
没
ま
で
の
時
間
帯
で
あ
る
。
ま
た
、
両
作
品
と
も
「
凝
視
」

と
い
う
語
の
描
写
が
あ
る
が
、『
あ
る
心
の
風
景
』
は
「
視
る
こ
と
、
そ
れ
は

も
う
な
に
か
な
の
だ
。
自
分
の
魂
の
一
部
分
或
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
こ

と
な
の
だ
」
と
い
う
全
身
全
霊
で
の
凝
視
で
あ
る
が
、『
冬
の
日
』
の
凝
視
は
、

「
盲
人
の
や
う
に
そ
と
の
風
景
を
凝
視
め
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
虚
無
感
に
裏

打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
あ
る
心
の
風
景
』
に
は
、「
暗
の
な
か
の
夾
竹
桃
は
そ
の
ま
ま
彼
の
憂
鬱
で

あ
つ
た
」、「
自
分
の
魂
の
一
部
分
或
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
こ
と
な
の

だ
」
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
風
景
と
心
の
一
体
化
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
に
は
精
神
性
が
介
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
現
実

か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。
郭
の
女
か
ら
性
病
に
罹
患
し
た
こ
と
の
現
実
を
回
避
し

た
い
欲
求
で
あ
る
。
鈴
木
貞
美
氏⑾
は
、「
視
る
こ
と
を
通
し
て
、
魂
が
身
内
か

ら
抜
け
出
し
て
景
物
に
乗
り
移
る
。
そ
の
魂
の
転
位
に
よ
っ
て
鬱
屈
か
ら
解
放

さ
れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
一
方
、『
冬
の
日
』
で
風
景
を
見
る
目
で
特
筆
さ

れ
る
の
は
、
冷
徹
な
眼
で
あ
る
。
堯
が
友
人
の
折
田
と
の
会
話
で
「
冷
静
と
い

ふ
も
の
は
無
感
動
ぢ
や
な
く
て
、
俺
に
と
つ
て
は
感
動
だ
。
苦
痛
だ
」
と
い
う

と
こ
ろ
の
、
感
動
と
苦
痛
を
伴
っ
た
冷
静
な
目
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
景
物
を
見

る
時
の
『
あ
る
心
の
風
景
』
に
見
ら
れ
る
一
体
感
で
は
な
く
、
相
対
視
に
よ
る
、

客
観
的
な
眼
の
存
在
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
沼
倫
太
郎
氏⑿
は
「
美
的
精
神

の
統
一
的
意
志
に
よ
る
現
実
の
変
換
操
作
、
と
同
時
に
一
種
の
純
粋
客
観
が
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
純
粋
客
観
は
冷
徹
な
眼
に
よ
る
、
相
対
視
と
通
底
す

る
の
で
は
な
い
か
。
視
覚
で
捉
え
る
風
景
に
は
、
主
体
と
の
一
体
化
（『
あ
る

心
の
風
景
』）
と
主
体
に
よ
る
相
対
視
（『
冬
の
日
』）
と
い
う
、
大
き
な
差
異

が
認
め
ら
れ
る
。

病
気

『
あ
る
心
の
風
景
』
の
主
人
公
喬
の
罹
患
し
て
い
る
病
名
は
、
作
者
梶
井
の

宿
痾
の
「
肺
結
核
」
で
は
な
く
「
性
病
」
で
あ
る
。
梶
井
の
作
品
の
な
か
で
は
、

唯
一
の
も
の
で
あ
る
。「
性
病
」
に
つ
い
て
梶
井
と
の
関
わ
り
を
、
友
人
の
中

谷
孝
雄
氏⒀
は
「
梶
井
が
さ
う
い
ふ
悪
い
病
気
に
罹
つ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
つ

た
。
あ
れ
は
、
あ
る
友
人
か
ら
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ま
作
中
に
と
り
入
れ
、
梶

井
流
に
生
か
し
た
も
の
で
あ
つ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
。
性
病
と
結
核
は
、
死

に
至
る
病
で
あ
る
か
否
か
は
異
な
る
も
の
の
、
深
刻
な
病
で
あ
る
こ
と
は
共
通

し
て
い
る
。
喬
は
、「
病
鬱
と
生
活
の
苦
渋
」
が
、
陰
鬱
な
心
を
満
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
夢
の
中
の
こ
と
と
し
て
、「
ネ
エ
ヴ
ル
の
尻
の
や
う
」
で
、「
盛
り
あ
が

つ
た
気
味
悪
い
肉
が
内
部
か
ら
覗
い
て
ゐ
た
」、
そ
し
て
足
の
地
腫
れ
は
、「
紅

い
、
サ
ボ
テ
ン
の
花
の
や
う
」
で
あ
っ
た
と
、
患
部
の
視
覚
化
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
二
章
の
「
時
ど
き
彼
は
、
病
め
る
部
分
を
取
出
し
て
眺
め
た
」
と
い
う
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こ
と
と
、
六
章
の
「
一
点
の
燐
光
」
も
患
部
の
視
覚
化
で
あ
る
。「
私
は
暗
闇

の
な
か
に
や
が
て
消
え
て
し
ま
ふ
。
然
し
お
前
は
睡
ら
な
い
で
ひ
と
り
お
き
て

ゐ
る
や
う
に
思
へ
る
」
は
、
自
ら
の
死
の
予
兆
を
含
ま
せ
て
い
る
。
患
部
と
心

情
の
分
離
に
つ
い
て
は
、
病
気
の
本
体
を
取
り
出
し
て
眺
め
、「
そ
れ
は
な
に

か
一
匹
の
悲
し
ん
で
ゐ
る
生
き
物
の
表
情
で
、
彼
に
訴
へ
る
の
だ
つ
た
」
と
、

病
気
の
内
な
る
も
の
に
、
自
ら
の
心
情
を
吐
露
さ
せ
て
い
る
。

『
冬
の
日
』
が
書
か
れ
た
の
は
、
大
正
一
五
年
一
一
月
と
昭
和
二
年
三
月
（
発

表
は
『
青
空
』
昭
和
二
年
二
月
号
と
四
月
号
）
で
あ
る
。『
あ
る
心
の
風
景
』

の
執
筆
か
ら
四
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
間
に
梶
井
に
と
っ
て
は

衝
撃
的
な
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
阪
で
の
簡
閲
点
呼
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
作
品
の
二
章
に
次
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
。

何
人
も
の
人
間
が
あ
る
徴
候
を
あ
ら
は
し
あ
る
経
過
を
辿
つ
て
死
ん
で

行
つ
た
。
そ
れ
と
同
じ
徴
候
が
お
前
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。

近
代
科
学
の
使
徒
の
一
人
が
、
堯
に
は
じ
め
て
そ
れ
を
告
げ
た
と
き
、

彼
の
拒
否
す
る
権
限
も
な
い
そ
の
こ
と
は
、
た
だ
彼
が
漠
然
忌
み
嫌
つ
て

ゐ
た
そ
の
名
称
ば
か
り
で
、
頭
が
そ
れ
を
受
け
つ
け
な
か
つ
た
。

簡
閲
点
呼
の
通
告
に
抗
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
心
が
そ
れ
を
拒

否
し
て
い
る
。
し
か
し
冬
至
に
近
付
い
て
い
く
冬
枯
れ
の
風
景
と
血
痰
に
よ
り
、

病
状
の
悪
化
と
い
う
自
己
認
識
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
秋
か
ら
冬
に
向
か

う
戸
外
の
風
景
描
写
の
す
ぐ
あ
と
に
、
病
状
の
悪
化
を
示
す
血
痰
の
変
化
の
記

述
が
あ
る
。
こ
れ
は
風
景
を
相
対
的
に
見
て
、
自
分
の
病
状
と
の
一
致
点
を
見

て
い
る
。
身
体
か
ら
分
離
し
た
血
痰
の
色
を
「
黄
緑
色
」
か
ら
「
に
ぶ
い
血
の

色
」
そ
し
て
「
驚
く
ほ
ど
鮮
や
か
な
紅
」
と
い
う
よ
う
に
、
病
状
の
進
行
を
冷

静
な
目
で
見
て
い
る
。
赤
い
痰
の
描
写
に
続
い
て
「
堯
は
此
頃
生
き
る
熱
意
を

ま
る
で
感
じ
な
く
な
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
赤

い
痰
が
遠
く
な
い
将
来
に
お
け
る
死
と
直
結
す
る
表
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
堯
の

意
識
の
な
か
で
は
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
「
近
代
科
学
の
使
徒
の
一
人
」
の
宣

告
で
、
死
が
も
は
や
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
回
復
へ
の
一
縷
の
望
み
が

絶
た
れ
た
た
め
に
、「
暖
か
い
海
岸
で
冬
を
越
す
」
と
い
う
病
気
回
復
の
た
め

の
転
地
療
法
を
中
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
星
座
早
見
表
も
一
〇
月
二
〇
何
日
ま

で
の
使
用
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
を
強
く
意
識
す
る
冬
至
に
対
す
る
忌
避

の
表
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
帰
郷
も
中
止
し
て
い
る
。

こ
こ
に
病
気
に
よ
る
孤
立
感
に
よ
り
、
内
向
き
に
傾
く
心
情
が
察
知
で
き
る
。

病
気
に
よ
る
孤
立
感
は
、
通
い
慣
れ
た
銀
座
で
も
「
何
を
し
に
自
分
は
く
る
の

だ
ら
う
」
と
い
う
自
問
に
、「
や
が
て
自
分
は
来
な
く
な
る
だ
ら
う
」
と
い
う

答
え
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
銀
座
に
対
す
る
堯
の
親
和
感
は
、「
金

と
健
康
」
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
疎
外
感
に
転
じ
て
い
る
。

『
冬
の
日
』
で
は
、「
冬
至
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
。

季
節
の
流
れ
の
な
か
で
、
冬
の
底
に
当
た
る
「
冬
至
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
冬
至
」
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
時
期
と
「
冬
至
」
が
過
ぎ
去
っ
た
暮

の
風
景
で
は
、
異
な
る
心
象
を
表
し
て
い
る
。「
冬
至
」
の
前
は
、
血
痰
や
「
近

代
科
学
の
使
徒
」
の
宣
告
な
ど
に
、
死
に
対
す
る
意
識
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
「
冬
至
」
の
後
で
は
、
暮
の
現
実
の
社
会
に
も
意
識
が
向
か
っ

て
お
り
、
入
日
に
対
す
る
愛
惜
に
生
の
希
求
が
重
ね
ら
れ
る
。

だ
が
、
堯
が
「
冬
至
に
間
も
な
か
つ
た
」
と
意
識
し
た
時
期
は
、
一
一
月
の

こ
と
で
あ
り
、
冬
至
は
そ
れ
か
ら
ひ
と
月
も
先
の
こ
と
で
あ
る
。
梶
井
自
身
が

大
正
一
五
年
一
二
月
の
書
簡⒁
で
「
冬
至
近
い
弱
陽
に
殊
に
身
体
の
衰
へ
を
感
じ

る
」
と
、
病
気
に
よ
い
影
響
を
与
え
な
い
冬
、
そ
の
な
か
で
「
冬
至
」
を
意
識



― ―159

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
日
の
光
の
弱
ま
り
に
生
命
力
の
弱
ま
り
を

重
ね
て
い
る
。
そ
し
て
自
ら
の
死
を
身
近
か
に
感
じ
た
と
き
、
脊
椎
カ
リ
エ
ス

で
死
ん
だ
弟
と
、
腰
椎
カ
リ
エ
ス
で
死
ん
だ
妹
に
思
い
が
至
る
の
で
あ
る
。

『
あ
る
心
の
風
景
』
と
『
冬
の
日
』
の
病
気
に
つ
い
て
は
、
病
名
が
「
性
病
」

と
「
肺
結
核
」
と
い
う
違
い
が
み
ら
れ
る
。
死
に
至
る
病
か
否
か
の
相
違
は
あ

る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
感
染
性
の
あ
る
、
忌
病
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。

『
あ
る
心
の
風
景
』
の
主
人
公
の
喬
は
、
病
気
を
他
人
に
は
隠
し
て
お
り
、
夢

の
な
か
で
は
、
母
に
治
療
を
強
要
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ま
だ
、
治
療
に
も

行
っ
て
い
な
い
。
病
鬱
は
、
深
夜
の
窓
辺
に
坐
る
こ
と
に
よ
り
、「
病
鬱
や
生

活
の
苦
渋
が
鎮
め
ら
れ
」
る
程
度
も
の
で
あ
り
、
治
療
に
つ
い
て
も
医
者
の
看

板
や
新
聞
の
広
告
を
探
し
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
緊
迫
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
朝
鮮
の
鈴
の
音
で
、「
俺
は
だ
ん
だ
ん
癒
つ
て
ゆ
く
ぞ
」
と
い
う
、
期

待
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
両
作
品
に
表
れ
る
患
部
の
視
覚
化
で
は
、『
冬

の
日
』
の
赤
い
痰
は
、
病
気
と
の
対
峙
と
い
う
意
味
が
見
出
せ
る
が
、『
あ
る

心
の
風
景
』
の
「
靑
い
燐
光
」
に
は
、
病
気
か
ら
の
分
離
の
願
望
と
い
う
逃
避

が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
章
の
「
時
ど
き
彼
は
、
病
め
る
部
分

を
取
出
し
て
眺
め
た
」
と
い
う
こ
と
と
、
六
章
の
「
彼
は
部
屋
の
な
か
の
暗
に

も
一
点
の
燐
光
を
感
じ
た
」
と
い
う
描
写
は
、
患
部
の
視
覚
化
で
あ
る
と
と
も

に
、「
性
病
」
と
い
う
病
気
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
患
部
と
心
情
と

の
分
離
の
欲
求
を
表
し
て
い
る
。
最
終
章
の
「
私
は
暗
闇
の
な
か
に
や
が
て
消

え
て
し
ま
ふ
。
然
し
お
前
は
睡
ら
な
い
で
ひ
と
り
お
き
て
ゐ
る
や
う
に
思
へ
る
。

そ
と
の
虫
の
や
う
に
…
…
靑
い
燐
光
を
燃
し
な
が
ら
…
…
」
に
は
、
患
部
が
生

き
な
が
ら
え
て
、
患
者
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
死
の
予
兆
が
語
ら
れ
る
が
、

病
名
に
拘
ら
ず
、
患
者
に
共
通
す
る
心
理
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
冬
の
日
』
の
堯
は
、
簡
閲
点
呼
で
の
宣
告
と
血
痰
に
よ
り
、
死
が
避
け
ら
れ

な
い
も
の
と
し
て
の
認
識
を
徐
々
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
下
に
あ
る
。

「
冬
至
」
前
の
冬
枯
れ
の
風
景
や
血
痰
を
見
る
目
の
冷
静
さ
に
、
生
に
対
す
る

諦
観
が
見
ら
れ
る
が
、「
冬
至
」
の
後
の
暮
の
風
景
と
入
日
に
、
生
へ
の
希
求

と
い
う
現
実
感
覚
を
取
り
戻
し
て
い
る
。

社
会
・
他
者

『
あ
る
心
の
風
景
』
に
お
い
て
の
他
者
は
、
主
人
公
の
喬
の
部
屋
を
「
君
は

何
処
に
住
ん
で
も
直
ぐ
そ
の
部
屋
を
陰
鬱
に
し
て
仕
舞
ふ
ん
だ
な
」
と
、
批
判

的
な
感
想
を
述
べ
る
友
人
と
、
遊
郭
の
女
、
そ
し
て
夢
の
中
の
母
で
あ
る
。
母

に
は
、
病
気
の
罹
患
の
責
任
は
自
分
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
母
に
治
療
を
強
要

し
て
い
る
。
こ
こ
に
喬
の
母
に
対
す
る
依
存
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
喬
は

昼
は
寝
て
い
て
、
夕
方
に
起
き
、
深
夜
の
瞰
下
景
を
眺
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
「
彼
が
そ
ん
な
時
刻
ま
で
寝
ら
れ
な
い
か
ら
で
も
あ
つ
た
。
寝
る
に
は
余

り
暗
い
考
へ
が
彼
を
苦
し
め
る
か
ら
で
も
あ
つ
た
。
彼
は
悪
い
病
気
を
女
か
ら

得
て
来
て
ゐ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
性
病
」
と
い
う
病
気
の
苦
し
み
と
、
病

気
の
た
め
の
他
者
か
ら
の
逃
避
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連

し
て
、
前
出
の
長
詩
に
、
裏
側
の
風
景
に
依
拠
す
る
心
象
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、「
こ
ゝ
の
裏
か
ら
眺
め
る
と
／
ほ
ん
と
に
い
ゝ
な
。
裏
と
い
ふ

裏
は
い
ゝ
な
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
長
詩
の
す
ぐ
前
の
記
述
に

は
、
社
会
と
の
関
わ
り
で
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
馬
力
が
通

る
、
自
転
車
が
通
る
、
自
働
車
、
電
車
、
人
力
車
。
ガ
ソ
リ
ン
は
街
に
み
な
ぎ

り
、
埃
は
私
の
部
屋
に
さ
へ
隙
間
も
な
く
降
り
積
る
。
そ
し
て
私
と
い
ふ
者
は

凡
そ
こ
の
恐
し
い
活
動
に
何
の
興
る
所
も
な
い
の
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
自
動
車
は
、
有
用
な
ガ
ソ
リ
ン
で
満
た
さ
れ
て
生
産
性
を
発
揮
す
る
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が
、
自
分
の
部
屋
は
、
無
用
な
埃
で
満
た
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
現

実
の
社
会
で
の
喬
の
た
ち
位
置
に
つ
い
は
、
正
面
か
ら
対
峙
し
な
い
姿
勢
と
、

社
会
の
活
力
に
対
す
る
疎
隔
の
心
情
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
喬
の
社
会
・
他
者
と
の
関
わ
り
を
聴
覚
で
捉
え
た
も
の
で
見
て
い
き
た

い
。
喬
は
、「
勢
ひ
づ
い
た
三
味
線
や
太
鼓
の
音
が
近
所
か
ら
、
彼
の
一
人
の

心
に
響
い
て
来
た
」
や
「

─
物
音
は
み
な
、
或
る
も
の
の
た
め
に
鳴
つ
て
ゐ

る
や
う
に
思
へ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
社
会
と
の
関
係
性
の
拒
絶
よ
り
も
、
親

和
感
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
描
写
に
表
れ
て
い
る
。

彼
は
酔
つ
払
つ
た
嫖
客
や
、
嫖
客
を
呼
び
と
め
る
女
の
声
の
聞
こ
え
て

来
る
、
往
来
に
面
し
た
部
屋
に
一
人
坐
つ
て
ゐ
た
。
勢
ひ
づ
い
た
三
味
線

や
太
鼓
の
音
が
近
所
か
ら
、
彼
の
一
人
の
心
に
響
い
て
来
た
。

「
こ
の
空
気
！
」
と
喬
は
思
ひ
、
耳
を
欹
て
る
の
で
あ
つ
た
。
ゾ
ロ
ゾ

ロ
と
履
物
の
音
。
間
を
縫
つ
て
利
休
が
鳴
つ
て
ゐ
る
。　

喬
が
「
た
う
と
う
や
つ
て
来
た
」
と
感
じ
た
郭
の
内
側
で
、
郭
の
外
側
の

人
々
の
活
況
を
、
嫖
客
や
女
の
声
、
三
味
線
や
太
鼓
の
音
、
履
物
の
音
で
確
認

し
て
い
る
。
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
音
に
も
心
を
動
か
し
て
い
る
。
雀
の
啼
声
、

花
売
り
の
声
、
学
校
へ
行
く
子
供
の
声
に
爽
や
か
な
朝
の
外
の
風
景
を
描
写
し

て
お
り
、
情
景
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
。
身
ぎ
れ
い
な
素
朴
な
娼
婦
と
の
一
夜

は
、
来
た
と
き
と
は
違
っ
た
感
情
を
呼
び
起
こ
し
、
外
の
生
活
感
の
あ
る
音
を
、

新
鮮
な
感
覚
で
捉
え
て
い
る
。

『
冬
の
日
』
の
主
人
公
堯
は
病
気
の
進
行
に
よ
り
、
虚
無
的
な
心
は
内
へ
と

向
か
う
の
で
あ
る
。
他
者
と
し
て
実
際
に
関
わ
る
の
は
、
友
人
の
折
田
と
質
屋

の
店
員
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
交
流
が
描
か
れ
る
の
は
、
友
人
の
折
田

と
だ
け
で
あ
る
。
又
、
実
際
に
で
は
な
い
が
、
母
と
は
幻
視
と
手
紙
で
心
の
交

流
が
見
ら
れ
る
。
直
接
関
わ
ら
な
い
人
は
、
風
景
と
同
化
す
る
よ
う
に
描
写
さ

れ
て
い
る
。

黄
に
化
り
き
つ
た
公
孫
樹
は
、（
略
）
白
い
化
粧
煉
瓦
を
張
つ
た
長
い

塀
が
、
い
か
に
も
澄
ん
だ
冬
の
空
気
を
映
し
て
ゐ
た
。
そ
の
下
を
孫
を
負

ぶ
つ
た
老
婆
が
緩
り
ゆ
つ
く
り
歩
い
て
来
る
。

黄
色
に
色
づ
い
た
公
孫
樹
と
、
冬
の
澄
ん
だ
空
気
を
映
す
よ
う
な
白
く
長
い

塀
に
、
孫
を
負
ぶ
っ
た
老
婆
の
姿
が
、
風
景
画
の
中
の
人
物
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
又
、「
風
俗
画
」
の
よ
う
な
歳
暮
の
町
の
風
景
の
な
か
で
、

米
を
磨
い
で
い
る
女
も
喧
嘩
を
し
て
い
る
子
供
も
風
俗
画
の
な
か
に
没
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
実
際
の
交
流
で
は
、
折
田
と
は
遠
慮
の
な
い
会
話
の
な
か
で
、

お
互
い
が
分
か
り
合
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の

場
面
に
表
れ
て
い
る
。「「
し
ば
ら
く
誰
も
来
な
か
つ
た
か
い
」
／
「
し
ば
ら
く

誰
も
来
な
か
つ
た
」
／
「
来
な
い
と
ひ
が
む
か
い
」
／
こ
ん
ど
は
堯
が
黙
つ
た
。

が
、
そ
ん
な
言
葉
で
話
し
合
ふ
の
が
堯
に
は
な
ぜ
か
快
か
つ
た
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
又
、
幻
視
と
い
う
形
で
の
母
と
の
交
流
は
、
次
の
よ
う
に
表
れ
て
い

る
。

─
堯
に
は
夜
番
が
見
え
る
。
母
の
寝
姿
が
見
え
る
。
も
つ
と
も
つ
と

陰
鬱
な
心
の
底
で
彼
は
ま
た
呟
く
。

「
お
や
す
み
な
さ
い
、
お
母
さ
ん
」

突
然
匕
首
の
や
う
な
悲
し
み
が
彼
に
触
れ
た
。
次
か
ら
次
へ
愛
す
る
も
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の
を
失
つ
て
行
つ
た
母
の
、
と
き
ど
き
す
る
と
ぼ
け
た
や
う
な
表
情
を
思

ひ
浮
べ
る
と
、
彼
は
静
か
に
泣
き
は
じ
め
た
。

堯
は
、「
発
熱
」
や
「
冷
た
い
汗
」
に
よ
り
自
分
の
病
気
を
突
き
つ
け
ら
れ

る
が
、
そ
の
絶
望
感
と
「
次
か
ら
次
へ
愛
す
る
も
の
を
失
つ
て
行
つ
た
母
」
の

悲
愴
感
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
折
田
は
心
を
許
し
合
え
る
友
人
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
母
と
は
心
の
な
か
で
交
流
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
友
人

と
母
以
外
に
は
心
を
開
い
て
は
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
『
冬
の

日
』
で
は
、
友
人
と
母
以
外
に
、
心
を
留
め
た
二
人
の
人
物
が
描
か
れ
る
。
そ

れ
は
、
堯
が
銀
座
で
「
金
と
健
康
」
を
持
た
な
い
た
め
の
疎
外
感
を
抱
い
た
な

か
で
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
目
は
電
車
の
中
で
見
た
少
女
で
あ
る
。「
そ
の
美

し
い
顔
は
一
と
眼
で
彼
女
が
何
病
だ
か
を
直
感
さ
せ
た
」、「
娘
の
像
を
抱
」
く

の
は
、
同
病
者
に
対
す
る
哀
れ
み
で
あ
る
。
二
人
目
は
、
銀
座
で
ブ
リ
キ
の
独

楽
を
売
っ
て
い
る
老
人
で
あ
る
。「
堯
は
一
度
も
そ
の
玩
具
が
売
れ
た
の
を
見

た
こ
と
が
な
か
つ
た
」
と
、
自
分
と
同
様
に
銀
座
に
居
場
所
の
な
い
老
人
に
関

心
を
示
す
が
、
二
人
と
苦
悩
を
共
有
す
る
こ
と
は
な
い
。

『
あ
る
心
の
風
景
』
の
社
会
・
他
者
意
識
は
、
主
人
公
喬
の
性
病
と
い
う
忌

病
の
た
め
、
昼
は
寝
て
い
て
、
深
夜
ま
で
起
き
て
い
る
と
い
う
生
活
で
、
対
人
・

対
社
会
関
係
を
自
ら
遮
断
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遊
郭
の
女
の
生
存
競
争
や
、

商
店
の
使
用
人
に
は
、
共
感
的
な
眼
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
社
会
と
の
隔
絶

と
は
裏
腹
に
、
視
覚
で
は
な
く
聴
覚
で
捉
え
た
外
の
世
界
に
は
、
親
和
感
を
示

し
、
新
鮮
な
感
動
を
表
し
て
い
る
。「
街
で
は
自
分
は
苦
し
い
」
と
い
う
の
は
、

社
会
的
な
活
動
を
す
る
他
者
と
の
乖
離
に
お
け
る
苦
悩
で
あ
る
。
夢
の
中
の
母

に
対
す
る
依
存
心
も
含
め
て
、
社
会
的
に
自
立
し
て
い
な
い
主
人
公
が
読
み
取

れ
る
。

『
冬
の
日
』
の
主
人
公
堯
は
、
病
状
の
悪
化
に
よ
り
、
友
人
関
係
や
通
い
慣

れ
た
銀
座
に
お
い
て
も
、
孤
立
感
、
疎
外
感
を
深
め
て
い
る
。
し
か
し
、
冬
至

を
過
ぎ
た
街
の
生
活
に
触
れ
、
生
へ
の
希
求
が
齎
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
入
日
へ

の
愛
惜
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
友
人
と
母
に
お
け
る
関
係
に
お
い
て
も
、

お
互
い
の
悩
み
を
共
有
す
る
な
ど
、
自
立
し
た
関
係
性
が
見
出
せ
る
。

お
わ
り
に

『
あ
る
心
の
風
景
』
と
『
冬
の
日
』
に
お
け
る
風
景
、
病
気
、
社
会
・
他
者

に
つ
い
て
比
較
・
考
察
を
試
み
た
。
風
景
の
見
方
で
は
同
じ
凝
視
で
あ
る
が
、

『
あ
る
心
の
風
景
』
で
は
「
自
分
の
魂
の
一
部
分
或
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移

る
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
風
景
と
心
象
と
の
一
体
化
で
あ
る
。
ま
た
、『
冬
の

日
』
で
は
、「
盲
人
の
や
う
に
そ
と
の
風
景
を
凝
視
め
る
」
と
い
う
、
虚
無
感

に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
相
対
視
で
あ
る
。

『
あ
る
心
の
風
景
』
で
は
、
主
人
公
喬
は
、
遠
景
と
高
い
梢
の
凝
視
に
よ
り
、

一
体
感
と
解
放
感
を
感
得
す
る
。
喬
は
、
性
病
と
い
う
忌
病
の
た
め
、
社
会
と

他
者
に
正
面
か
ら
対
峙
す
る
気
持
が
希
薄
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
街
で

は
自
分
は
苦
し
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
く
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
鈴
の
音
に
よ
り

治
癒
に
対
す
る
望
み
を
託
す
の
で
あ
る
が
、
終
末
で
死
の
予
兆
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
も
自
分
の
立
ち
位
置
の
不
安
定
さ
が
表
れ
て
い
る
。『
冬
の
日
』
は
、

梶
井
が
「
リ
ヤ
リ
ス
チ
ツ
ク　

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
と
名
づ
け
た
、
リ
ア
リ
ズ
ム

で
描
い
た
景
物
に
心
象
を
映
す
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

景
物
に
対
す
る
冷
徹
な
眼
に
よ
る
、
相
対
化
、
客
観
視
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に

は
、
堯
に
と
っ
て
死
が
も
は
や
逃
れ
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
る
諦
観
と
冷
徹
な
眼
に
よ
り
、
社
会
や
他
者
と
の
関
わ
り
も
依
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存
性
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
死
が
意
識
さ
れ
る
、
冬
至
ま
で
は
悲
壮
感

が
強
く
表
れ
て
い
る
が
、
冬
至
過
ぎ
に
は
、
現
実
感
覚
を
取
り
戻
し
、
終
末
の

ひ
と
時
で
は
あ
る
が
、
生
へ
の
希
求
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
社
会

と
の
対
峙
の
仕
方
が
、
生
の
希
求
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
社
会
と
の
関
連
性
に
お
い
て
成
り
立
つ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
冬
の
日
』
か
ら
『
交
尾
』、『
の
ん
き
な
患
者
』
に
お

け
る
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を
見
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
⑴　
「
日
記
・
草
稿
」
第
六
帖　

大
正
一
四
年
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
二
巻　

筑
摩

書
房　

昭
和
四
一
年
七
月　

二
八
二
頁

⑵　

中
谷
孝
雄
『
梶
井
基
次
郎
』
筑
摩
書
房　

昭
和
四
四
年
九
月　

一
九
三
頁

⑶　
「
日
記
・
草
稿
」
第
四
帖　

大
正
一
三
年
（
前
掲
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
二
巻
）

二
一
七
～
二
二
二
頁

⑷　

須
藤
松
雄
『
梶
井
基
次
郎
研
究
』
明
治
書
院　

昭
和
四
六
年
二
月　

四
九
～
五
〇

頁
⑸　

五
十
嵐
誠
毅
「
梶
井
基
次
郎
ノ
ー
ト
（
そ
の
四
）
─
一
つ
の
解
体
新
書

─
「
あ

る
心
の
風
景
」」『
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
九
巻　

昭
和
五
四
年　

三
九
頁

⑹　

亀
井
雅
司
「
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
視
覚
の
形
成

─
『
檸
檬
』
の
前
後
」『
叙
説
』

奈
良
女
子
大
学
国　

国
文
学
研
究
室　

昭
和
五
五
年
一
〇
月　

九
八
頁

⑺　

近
藤
直
人
宛　

昭
和
二
年
二
月
四
日
付
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
三
巻　

筑
摩
書

房　

昭
和
四
一
年
七
月　

二
三
六
～
二
三
七
頁

⑻　

吉
田
熈
生
「
梶
井
基
次
郎
の
〈
眼
〉」『
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
九　

梶
井
基
次

郎
』
尚
学
図
書　

昭
和
五
四
年
五
月　

一
一
頁

⑼　

河
原
敬
子
「
梶
井
基
次
郎
「
冬
の
日
」」『
人
間
文
化
研
究
年
報
』
第
二
二
号　

奈

良
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科　

平
成
一
九
年
三
月　

三
五
四
頁

⑽　

濱
川
勝
彦
『
冬
の
日
』『
梶
井
基
次
郎
論
』
翰
林
書
房　

平
成
一
二
年
五
月　

七

六
頁

⑾　

鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎　

表
現
す
る
魂
』
新
潮
社　

平
成
八
年
三
月　

二
〇
九

頁
⑿　

日
沼
倫
太
郎
『
現
代
作
家
論　

梶
井
基
次
郎
』
南
北
社　

昭
和
四
一
年
六
月　

二

一
二
頁

⒀　

注
⑵
に
同
じ　

六
〇
頁

⒁　

宇
賀
康
宛　

大
正
一
五
年
一
二
月
九
日
付　
（
前
掲
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
三

巻
）
一
九
四
頁

〈
付
記
〉『
あ
る
心
の
風
景
』
及
び
『
冬
の
日
』
の
本
文
引
用
は
、『
梶
井
基
次
郎
全
集
』

第
一
巻
（
筑
摩
書
房　

昭
和
四
一
年
六
月
）
に
拠
る
。

　
　

本
稿
は
、
平
成
二
六
年
度
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け
る
口

頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。


