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近
代
思
想
論
序
説　

 

山
下
洪
文

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
篇
︱
︱
実
存
・
想
像
力
・
芸
術
︱
︱

「
近
代
思
想
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
近
代
と
い
う
言
葉
も
、
思
想
と
い
う
言
葉
も
、
日
常
生

活
で
あ
ま
り
使
う
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
辞
書
な
ど
で
調
べ
て
も
、
二
つ
と
も
非
常
に
幅
の
広
い
概

念
な
の
で
、
い
つ
の
時
代
の
ど
の
よ
う
な
思
想
が
近
代
思
想
な
の
か
、
な
か
な
か
特
定
し
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

そ
こ
で
、
や
は
り
僕
た
ち
は
芸
術
を
志
す
身
で
す
の
で
、
芸
術
と
密
着
し
た
と
こ
ろ
で
、
思
想
と
い
う
も
の
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
な
か
に
は
、
思
想
は
芸
術
と
は
無
関
係
で
は
な
い
か
、
む
し
ろ
反
対
物
な
の
で
は
な

い
か
、
思
想
を
抹
殺
し
た
と
こ
ろ
に
純
粋
な
美
は
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
も
、
一
つ
の
芸
術
哲
学
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

我
が
国
で
は
、
春
山
行
夫
と
い
う
人
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
の
代
表
格
と
言
え
ま
す
。
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
、

「
白
い
少
女
」
の
作
者
で
す
ね
。「
白
い
少
女
」
と
い
う
四
文
字
の
言
葉
を
、
た
だ
羅
列
し
た
だ
け
の
実
験
的
な
詩
篇
で
す
。

こ
れ
は
花
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
か
、
そ
れ
が
立
ち
並
ぶ
さ
ま
は
花
壇
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
か
、
さ
ま
ざ
ま

に
解
釈
さ
れ
る
の
で
す
が
…
…
し
か
し
春
山
の
目
的
は
、
そ
う
い
っ
た
解
釈
を
拒
絶
し
て
、
た
だ
言
葉
だ
け
の
美
を
残
す

こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
近
代
詩
の
祖
と
も
言
わ
れ
る
萩
原
朔
太
郎
を
、
あ
ま
り
に
意
味
的
だ
、
思
想
的
だ
と

言
っ
て
批
判
し
た
の
に
も
、
彼
の
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

し
か
し
、
思
想
は
不
要
な
ん
だ
、
美
の
た
め
に
思
想
は
抹
殺
す
べ
き
だ
、
と
い
う
人
ほ
ど
、
じ
つ
は
思
想
を
必
要
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
な
か
で
、
ゲ
ー
テ
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
か
と
思
い

ま
す
。『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
な
ど
、
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ

の
同
時
代
人
の
ク
ラ
イ
ス
ト
と
い
う
作
家
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

彼
は
生
前
、
ゲ
ー
テ
を
超
え
る
天
才
だ
と
か
、
文
壇
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
か
呼
ば
れ
た
人
な
ん
で
す
が
、
あ
ま
り
名
前
が

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
三
十
四
歳
と
い
う
若
さ
で
世
を
去
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
死
因
は
自
殺
で
し
た
。

ク
ラ
イ
ス
ト
が
命
を
絶
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
妻
に
手
を
出
し
て
、
相
手
の
夫
に

脅
迫
さ
れ
て
い
た
ん
だ
と
か
、
借
金
が
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
と
か
、
ゲ
ー
テ
と
比
較
さ
れ
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
耐
え
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
か
で
す
ね
。
そ
の
な
か
で
も
ユ
ニ
ー
ク
か
つ
有
力
な
仮
説
と
し
て
、
カ
ン
ト
と
い
う
哲
学

者
の
『
判
断
力
批
判
』
を
読
ん
だ
せ
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
本
を
読
ん
だ
た
め
に
死
ん
だ
、
と
。

「
判
断
力
」
と
い
う
の
は
、
人
間
が
世
界
に
入
っ
て
ゆ
く
う
え
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
能
力
の
一
つ
で
す
ね
。
し
か
し

判
断
す
る
力
と
か
、
判
断
す
る
「
私
」、
そ
れ
か
ら
「
私
」
が
属
し
て
い
る
世
界
は
、
確
実
な
も
の
な
の
か
。
む
し
ろ
曖
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昧
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
を
、
カ
ン
ト
は
徹
底
的
に
突
き
詰
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
「
私
」
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
自
分
の
才
能
や
自
分
自
身
さ
え
も
が
、
信
じ

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
苦
痛
を
解
消
す
る
に
は
、
死
と
い
う
道
を
選
ぶ
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
森
鴎
外
が
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
「
チ
リ
の
地
震
」
を
翻
訳
し
て
、
そ
れ
を
太
宰
治
が
読
ん
で
深
く
感
動
し
て
い

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
を
見
て
も
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
才
能
の
大
き
さ
は
疑
い
え
ま
せ
ん
。
も
し
か
し
て
、
ゲ
ー
テ
に
匹
敵

す
る
く
ら
い
の
…
…
た
だ
彼
は
何
処
か
で
、
才
能
だ
け
で
や
れ
る
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
思
想

や
哲
学
が
な
く
て
も
、
才
能
一
つ
で
文
学
は
作
れ
る
、
と
。
そ
の
結
果
、
ゲ
ー
テ
と
カ
ン
ト
と
い
う
二
つ
の
巨
匠
に
よ
っ

て
、
そ
の
命
脈
を
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
。

一
言
で
言
う
と
ク
ラ
イ
ス
ト
は
、
思
想
に
対
す
る
抗
体
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
思
想

と
い
う
の
は
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
な
も
の
で
、
世
界
観
や
人
間
観
を
、
一
瞬
に
し
て
変
え
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
ウ
イ
ル
ス

に
対
す
る
防
御
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
ク
ラ
イ
ス
ト
は
、
カ
ン
ト
を
読
ん
だ
と
き
、
人
格
を
叩
き
潰
さ
れ
て
し
ま
う
。
も

し
も
彼
が
、
あ
ら
か
じ
め
思
想
史
を
学
ん
で
い
て
、
思
想
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
を
打
っ
て
い
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
悲
惨
な

結
末
は
避
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

思
想
に
傷
つ
け
ら
れ
た
り
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
よ
う
に
命
を
奪
わ
れ
た
り
し
な
い
た
め
に
も
、
思
想
を
学
ん
で
ゆ
く
意
味

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
で
は
、
誰
を
扱
っ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
と
…
…
前
期
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
・
思
想
家
を
読
ん
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
授
業
タ
イ
ト
ル
を
読
み
上
げ
て
み
ま
す
ね
。

ニ
ー
チ
ェ
︱
︱
神
の
埋
葬
者
︱
︱
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
︱
︱
孤
独
と
永
遠
︱
︱
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
︱
︱
死
者
と
実
存
︱
︱
、

カ
ミ
ュ
︱
︱
世
界
に
心
を
ひ
ら
く
と
き
︱
︱
、
ロ
ー
プ
シ
ン
︱
︱
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
最
後
の
言
葉
︱
︱
、
セ
リ
ー
ヌ
︱
︱
虚

無
の
彼
方
︱
︱
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
︱
︱
「
悪
」
の
発
見
︱
︱
、
マ
ラ
ル
メ
︱
︱
言
葉
の
彼
岸
︱
︱
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
︱
︱
知

性
の
極
北
︱
︱
、
ア
ラ
ン
︱
︱
神
の
言
葉
と
人
間
の
言
葉
︱
︱
、
カ
イ
ヨ
ワ
︱
︱
神
話
と
現
在
︱
︱
、
ク
レ
ッ
チ
マ
ー

︱
︱
芸
術
と
精
神
分
析
︱
︱
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
︱
︱
偏
り
の
雨
の
な
か
に
︱
︱
。

詳
し
い
人
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
だ
い
ぶ
偏
っ
た
人
選
に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
十
世
紀
を
二
分
し
た
思
想
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
主
義
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
い
う
高
名
な
政
治
哲
学
者
が
い
ま
す

が
、
彼
が
亡
く
な
る
前
に
、
弟
子
た
ち
か
ら
「
先
生
が
い
な
く
な
っ
た
ら
何
を
読
め
ば
い
い
ん
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
ん

で
す
ね
。
す
る
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
マ
ル
ク
ス
を
読
め
、
と
答
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
世
界
は
、
こ
の
二

人
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
世
界
な
の
だ
か
ら
、
と
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
実
存
主
義
が
、
マ
ル
ク
ス
か
ら
マ
ル
ク
ス
主

義
が
生
れ
る
の
で
す
が
、
い
ま
挙
げ
た
十
三
人
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
の
直
接
的
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
、
最
後
の
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
だ
け
で
す
。

な
ぜ
こ
う
い
う
人
選
に
な
っ
た
か
、
で
す
が
…
…
芸
術
に
対
す
る
考
え
方
が
、
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
マ
ル
ク

ス
主
義
者
は
、
芸
術
を
政
治
に
従
属
す
る
も
の
と
見
な
し
ま
す
。
芸
術
そ
れ
自
体
に
価
値
は
な
い
、
と
。
国
家
の
た
め
に
、

党
の
た
め
に
、
貧
し
き
人
々
の
た
め
に
、
～
の
た
め
に
…
…
と
い
う
「
た
め
に
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、
芸
術
は
価
値
を
持
つ

ん
だ
、
と
。

以
前
、
小
林
多
喜
二
と
い
う
人
が
流
行
に
な
り
ま
し
た
。
特
番
が
組
ま
れ
た
り
し
て
、「
蟹
工
船
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ

た
り
し
ま
し
た
が
…
…
そ
の
多
喜
二
に
し
て
も
、
党
の
先
輩
で
あ
る
蔵
原
惟
人
の
「
蔵
原
理
論
」
に
基
づ
い
て
執
筆
し
て
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い
ま
し
た
。
党
が
こ
う
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
書
け
、
と
言
わ
れ
て
書
い
た
の
が
、
あ
の
作
品

群
な
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
、「
～
の
た
め
に
」
の
名
の
も
と
に
書
か
れ
た
芸
術
は
、
あ
る
意
味
不
完
全
な
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
気
が
僕
は
す
る
の
で
す
。

実
存
主
義
に
お
い
て
は
、
こ
の
関
係
は
逆
転
し
ま
す
。
芸
術
が
政
治
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
政
治
が
芸
術
に
従
属

す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
党
や
国
家
、
民
衆
や
世
界
は
、
芸
術
の
下
に
置
か
れ
る
の
で
す
。
こ
の
思
想
を
、
ニ
ー

チ
ェ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
な
か
で
、
一
言
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。「
存
在
と
世
界
は
美
的
現
象
と
し
て
の
み
永

遠
に
是
認
せ
ら
れ
る
」
と
。
簡
単
に
言
い
直
し
ま
す
と
、
世
界
を
判
定
す
る
基
準
は
、
そ
れ
が
美
し
い
か
ど
う
か
だ
け
だ
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
富
が
再
分
配
さ
れ
て
い
る
と
か
、
弱
者
に
寛
容
で
あ
る
と
か
、
戦
争
が
な
く
て
平
和
で
よ
ろ
し
い
、

と
い
っ
た
こ
と
は
、
何
の
価
値
も
持
た
な
い
ん
だ
、
と
。
こ
の
考
え
は
、
実
存
主
義
に
と
っ
て
、
と
て
も
大
切
な
も
の
の

一
つ
だ
と
言
え
ま
す
。

さ
て
「
実
存
」
と
い
う
言
葉
を
、
幾
度
か
使
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
と
、
実
存
は
「
現

実
存
在
」
の
略
で
す
。
こ
の
言
葉
を
初
め
て
使
っ
た
の
は
九
鬼
周
造
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
「
京
都
学
派
四
天

王
」
の
一
人
・
西
谷
啓
治
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
訳
書
に
お
い
て
用
い
た
の
が
最
初
だ
そ
う
で
す
。

現
実
存
在
の
略
を
「
現
実
」
と
す
る
と
、
リ
ア
ル
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
実
在
」
と
す
る
と
、「
雪
男
は
実

在
し
た
！
」
の
「
実
在
」
と
混
じ
っ
て
し
ま
う
。「
存
在
」
と
す
る
と
、
こ
う
し
て
「
存
在
」
し
て
い
る
こ
と
と
の
区
別

が
つ
か
な
い
し
、「
現
在
」
と
す
る
と
「
い
ま
」
と
混
同
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
「
実
存
」
の
訳
語
を
選
ん
だ
そ
う

で
す
。

「
現
実
存
在
」
は
「
本
質
存
在
」
に
対
立
す
る
概
念
で
す
。
本
質
存
在
と
は
、「
～
で
あ
る
」
と
い
う
本
質
的
定
義
を
示

す
も
の
で
す
。「
人
間
は
二
足
歩
行
す
る
生
き
物
で
あ
る
」「
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
普
遍
的
定
義
で

す
ね
。
で
す
が
、
片
足
で
歩
い
て
み
た
く
な
る
こ
と
や
、
理
性
を
捨
て
て
感
情
に
囚
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ

う
考
え
て
い
く
と
、
ど
ん
な
定
義
も
、
万
人
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

本
質
存
在
を
重
視
す
る
考
え
方
に
対
し
、
十
九
世
紀
ご
ろ
、
人
間
存
在
の
個
々
の
在
り
方
を
重
ん
じ
る
考
え
方
が
あ
ら

わ
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
哲
学
者
へ
の
反
発
と
し
て
巻
き
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
生

前
か
ら
か
な
り
神
格
化
さ
れ
た
人
で
す
。
彼
の
後
に
哲
学
は
あ
り
得
な
い
と
か
、
彼
に
お
い
て
哲
学
は
完
成
形
に
近
づ
い

た
と
か
、
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
…
…
そ
の
死
の
前
後
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
同
時
多
発
的

に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
、
ド
イ
ツ
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い

っ
た
人
た
ち
で
す
。

彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
本
質
存
在
に
対
し
て
現
実
存
在
に
重
き
を
置
く
思
索
を
展
開
し
ま
し
た
。「
現
実
存
在
」
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
個
々
の
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
個
別
性
、
固
有
性
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
の
で
、

現
実
存
在
を
哲
学
的
に
定
義
す
る
の
は
︱
︱
「
実
存
」
を
論
理
的
に
描
き
出
す
の
は
︱
︱
と
て
も
難
し
い
の
で
す
。

「
実
存
」
は
、
文
学
の
領
域
で
主
に
描
か
れ
て
き
ま
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
哲
学
者
で
あ
る
前
に
詩

人
で
す
し
、
サ
ル
ト
ル
や
カ
ミ
ュ
は
、
思
想
家
と
し
て
よ
り
も
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ミ
ュ
は
ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
︱
︱
サ
ル
ト
ル
は
受
賞
を
断
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
し
て
も
、
実
存
主
義
は

僕
た
ち
が
扱
う
に
ふ
さ
わ
し
い
思
想
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
実
存
は
「
現
実
存
在
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
真
実
存
在
」
で
あ
る
と
、
金
子
武
蔵
は
言
っ
て
い
ま
す
。
実
存
は

歴
史
の
、
現
実
の
な
か
に
入
り
込
み
、
真
の
「
私
」
を
掴
み
取
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
す
ね
。
そ
れ
は
同
時
に
、
虚
無
や
空
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白
に
向
き
合
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
、
ニ
ー
チ
ェ
の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
「
神
」
は
、
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神

で
は
な
く
、
人
間
の
価
値
観
を
支
え
る
根
底
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
こ
こ
に
い
る
の
か
、
何
を

す
べ
き
な
の
か
を
決
定
し
て
く
れ
る
絶
対
的
原
理
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
空
白
の
な
か
に
投
げ
出
さ
れ
た
「
私
」
は
、

代
わ
り
と
な
る
原
理
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
こ
う
し
た
虚
無
の
意
識
が
、
実
存
主
義
の
始
ま
り
に
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
言
い
ま
す
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
、「
神
」
に
代
わ
る
新
た
な
価
値
基
準
を
創
造
す
る
に
は
、
想
像
力
が
と
て
も
重
要
に
な
り
ま

す
。
実
存
主
義
と
想
像
力
は
、
と
て
も
深
い
関
係
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

僕
た
ち
は
想
像
力
に
よ
っ
て
、
世
界
の
断
片
を
再
構
成
し
ま
す
。
そ
し
て
新
し
い
「
世
界
」
を
、
そ
こ
に
生
き
る
べ
き

人
間
を
作
り
出
し
ま
す
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
、「
虚
無
か
ら
の
創
造
」
で
す
ね
。
虚
無
の
な
か
に
立
た
さ
れ
た
実
存
主
義

者
が
、
想
像
力
を
大
切
に
し
た
理
由
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
芸
術
こ
そ
が
、
実
存
と
想
像
力
の
交
叉
点
に
あ
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
創
作
す
る
と
き
、
僕
た
ち
は
絶
え

ず
「
世
界
」
を
想
い
描
き
つ
つ
、
そ
れ
を
批
評
し
、
発
展
さ
せ
、
時
に
破
壊
し
て
い
ま
す
。「
地
」（
現
実
性
）
に
繋
が
れ

た
実
存
と
、「
天
」（
超
越
性
）
に
向
か
っ
て
ゆ
く
想
像
力
が
、
芸
術
に
お
い
て
手
を
結
ん
で
い
る
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
授
業
が
、
皆
さ
ん
の
創
作
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
す
。
で
は
一
年
間
、
頑
張
り
ま
し
ょ
う
か
。

日
本
篇
︱
︱
戦
争
・
空
白
・
再
生
︱
︱

前
期
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
・
詩
人
・
思
想
家
を
読
み
解
い
て
き
ま
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
が
お
と
ず
れ
を
告
げ
た
「
神

の
死
」
に
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
立
ち
向
か
い
ま
し
た
。

「
神
の
死
」
は
「
人
間
の
死
」
で
も
あ
り
ま
し
た
。
人
間
と
は
何
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
生
き
、
死
ぬ
べ
き
か
と
い
う

こ
と
も
、「
神
」
が
決
め
て
く
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
神
を
︱
︱
し
た
が
っ
て
人
間
を
︱
︱
失
っ
た
時
代
に
、
あ
る
者
は

無
価
値
な
生
を
、
あ
え
て
生
き
抜
く
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
（
カ
ミ
ュ
）、
あ
る
者
は
自
己
を
破
壊
し
、
虚
無
と
一
体
化

す
る
こ
と
で
虚
無
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
（
セ
リ
ー
ヌ
）、
あ
る
者
は
世
界
の
「
始
ま
り
」
の
光
景
で
あ
る
「
原
子
の
雨
」

を
想
像
し
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
や
り
直
そ
う
と
し
ま
し
た
（
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
）。

我
が
国
の
「
神
の
死
」
は
、
神
自
身
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
敗
戦
の
翌
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
、
昭
和
天
皇
の

「
人
間
宣
言
」
で
す
ね
。
前
期
に
扱
っ
た
人
々
が
、「
神
の
死
」
を
ま
だ
抽
象
的
に
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
神
の
死
骸
が

腐
り
落
ち
て
ゆ
く
の
を
、
我
が
国
は
ま
さ
に
目
の
当
た
り
に
し
た
、
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

で
は
、
後
期
の
授
業
タ
イ
ト
ル
を
読
み
上
げ
ま
す
ね
。

鮎
川
信
夫
︱
︱
残
骸
の
な
か
の
生
︱
︱
、
黒
田
三
郎
︱
︱
自
我
の
創
造
︱
︱
、
田
村
隆
一
︱
︱
帝
国
の
詩
学
︱
︱
、
太

宰
治
︱
︱
無
頼
派
の
魂
︱
︱
、
三
島
由
紀
夫
︱
︱
死
と
美
の
結
節
点
︱
︱
、
島
尾
敏
雄
︱
︱
死
・
夢
・
主
体
︱
︱
、
埴
谷

雄
高
︱
︱『
死
霊
』
の
世
界
︱
︱
、
江
戸
川
乱
歩
︱
︱
方
法
と
し
て
の
白
昼
夢
︱
︱
、
磯
田
光
一
︱
︱
忘
れ
ら
れ
た
「
悪
」

︱
︱
、
西
郷
信
綱
︱
︱
言
葉
の
原
風
景
︱
︱
、
宮
本
忠
雄
︱
︱
人
間
の
断
片
と
精
神
分
析
︱
︱
、
飯
島
宗
享
︱
︱
実
存
主

義
は
滅
び
ず
︱
︱
、
吉
本
隆
明
︱
︱
透
明
な
嵐
の
な
か
で
︱
︱
。
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鮎
川
信
夫
か
ら
始
ま
り
、
吉
本
隆
明
で
終
わ
る
こ
の
人
選
に
、
疑
問
を
持
つ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
漱
石
や
鴎
外
が
い

な
い
の
は
な
ぜ
か
、「
実
存
」
の
名
付
け
親
で
あ
る
西
谷
啓
治
を
初
め
と
す
る
、
京
都
学
派
は
取
り
上
げ
な
い
の
か
、
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
の
「
近
代
思
想
」
の
祖
と
も
言
え
る
彼
ら
で
は
な
く
、
戦
後
の
詩
人
・
作
家
を
主
に
論
じ
る
理
由
は
何
か
？　

そ

れ
は
、「
同
時
代
性
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
か
ら
、
覚
え
て
い
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
の
先
生
は
、
明
治
天

皇
崩
御
の
報
に
接
し
、「
明
治
の
精
神
が
天
皇
に
始
ま
っ
て
天
皇
に
終
わ
っ
た
よ
う
」
に
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、「
明
治
の

精
神
に
殉
死
」
す
る
か
の
よ
う
に
自
殺
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
確
か
に
、「
時
代
」
の
息
吹
き
が
あ
り
ま
す
。
と
同
時
に
、

そ
の
「
時
間
」
と
の
断
絶
も
感
じ
る
の
で
す
。

僕
た
ち
が
生
き
て
い
る
の
は
、「
神
の
死
」
後
の
、
し
ら
し
ら
と
し
た
時
間
だ
と
思
う
の
で
す
。
鮎
川
も
、
太
宰
も
、

三
島
も
、
吉
本
も
、
み
な
痛
切
な
喪
失
感
を
抱
え
、「
戦
後
」
と
い
う
領
野
に
降
り
立
ち
、
そ
し
て
生
き
て
い
き
ま
し
た
。

時
代
の
痛
み
と
光
を
、
漱
石
は
刻
み
込
み
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
痕
跡
は
風
化
し
、
僕
た
ち
に
と
っ
て
、
意
味
の
あ
る

も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
僕
た
ち
は
、
新
し
い
傷
痕
を
見
つ
け
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

後
期
は
、
戦
争
体
験
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、「
近
代
思
想
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
戦
争

を
、
大
い
な
る
残
酷
な
出
来
事
、
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
し
ま
う
と
、
本
質
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

真
珠
湾
奇
襲
の
報
を
受
け
、
多
く
の
芸
術
家
は
快
哉
の
声
を
上
げ
て
い
ま
す
。
半
藤
一
利
編
『
十
二
月
八
日
と
八
月
十

五
日
』
か
ら
、
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
ま
し
ょ
う
。

「
も
の
す
ご
い
開
放
感
で
し
た
ね
。（
略
）
こ
れ
以
上
、
こ
の
重
苦
し
い
緊
張
感
が
続
い
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
か
な
わ
な
い

な
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
開
戦
の
知
ら
せ
は
、
そ
う
い
う
重
苦
し
い
緊
張
感
か
ら
僕
ら
を
開
放
し
て
く
れ
た
ん

で
す
」（
吉
本
隆
明
）「
あ
ま
り
息
苦
し
か
っ
た
の
で
、
十
二
月
八
日
の
開
戦
を
知
っ
た
時
、
飛
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ

た
と
思
う
の
と
同
時
に
（
略
）
や
っ
と
便
通
が
あ
っ
た
と
い
う
感
じ
が
し
た
」（
清
水
幾
太
郎
）「
私
の
み
な
ら
ず
、
国
民

全
体
が
か
ら
っ
と
し
た
気
持
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
聖
戦
と
い
う
意
味
も
、
こ
れ
で
は
っ
き
り
し
ま
す
し
、
戦
争
目
的
も

簡
単
明
瞭
に
な
り
、
新
し
い
勇
気
も
出
て
来
た
し
万
事
や
り
よ
く
な
り
ま
し
た
」（
本
多
顕
彰
）。

な
ぜ
戦
争
は
、
こ
の
よ
う
な
明
る
さ
を
、
光
を
も
た
ら
す
の
で
し
ょ
う
か
？　

前
期
に
読
ん
だ
カ
イ
ヨ
ワ
は
、
戦
争
が

「
祝
祭
性
」
を
帯
び
て
い
る
理
由
は
、
そ
れ
が
「
分
娩
の
記
憶
」
を
刺
激
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

子
供
を
授
か
っ
て
か
ら
、
生
れ
る
ま
で
、
女
性
に
は
約
十
ヶ
月
間
の
辛
い
日
々
が
あ
り
ま
す
。「
産
む
べ
き
か
、
産
ま
ざ

る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
出
産
の
瞬
間
に
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
か
ら
解
放
さ
れ
、
一
つ
の
幸

福
感
に
つ
つ
ま
れ
ま
す
。
や
が
て
そ
の
子
が
死
ぬ
に
せ
よ
、
そ
の
一
瞬
だ
け
は
光
に
み
ち
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

戦
争
も
ま
た
、
長
い
問
い
の
時
間
を
経
て
、
開
戦
に
至
り
ま
す
。
清
水
は
「
便
通
」
に
た
と
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が

新
し
い
「
時
」
の
始
ま
り
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
分
娩
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、

「
神
」
の
誕
生
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
戦
争
を
「
神
」
と
信
じ
た
人
に
と
っ
て
、「
戦
後
」
と
は
、
神
が
い
な
く
な
っ
た
地
上
＝
「
荒
地
」
に
他

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
戦
争
こ
そ
青
春
で
あ
り
、
恋
人
で
あ
り
、
世
界
だ
っ
た
の
で
す
。
戦
争
の
終
わ

り
は
「
世
界
の
終
わ
り
」
で
あ
り
、「
私
の
終
わ
り
」
で
も
あ
り
ま
し
た
。

批
評
家
の
奥
野
健
男
︱
︱
彼
は
日
芸
で
も
教
鞭
を
執
っ
て
い
ま
し
た
が
︱
︱
は
、「
十
五
才
か
ら
二
十
二
才
ぐ
ら
い
の
、
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い
ち
ば
ん
感
受
性
の
強
い
と
き
に
、
敗
戦
を
む
か
え
た
。
そ
う
い
う
年
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
小
説
家
が
生
ま
れ
て
い
な
い
」

と
し
、
そ
の
理
由
を
「
戦
争
そ
の
も
の
が
主
体
み
た
い
に
な
っ
て
」
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
ま
す
（「
戦

争
体
験
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」）。

「
十
五
才
か
ら
二
十
二
才
ぐ
ら
い
」
だ
っ
た
人
々
の
「
私
」
は
、
戦
争
と
あ
ま
り
に
も
肉
迫
し
、
恋
人
の
よ
う
に
溶
け

合
い
、
一
体
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
ら
の
言
葉
は
戦
争
と
と
も
に
あ
っ
た
か
ら
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
と
き
、
彼
ら
は

何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

戦
争
と
い
う
物
語
の
な
か
で
生
き
、
そ
し
て
死
ぬ
は
ず
だ
っ
た
人
々
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、「
空
白
」
に
立
た
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
世
界
喪
失
」
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

現
代
詩
は
、「
戦
後
詩
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
鮎
川
信
夫
が
最
初
に
言
い
出
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
で
こ
そ
、
詩
は
金
に
な
ら
ぬ
と
か
、
役
に
立
た
ぬ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
詩
は
小
説
や
批

評
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
熱
量
を
も
っ
て
書
か
れ
、
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

戦
後
詩
の
始
ま
り
を
告
げ
た
、
鮎
川
信
夫
・
黒
田
三
郎
・
田
村
隆
一
ら
は
、
ま
さ
に
「
十
五
才
か
ら
二
十
二
才
ぐ
ら
い

の
、
い
ち
ば
ん
感
受
性
の
強
い
と
き
に
、
敗
戦
を
む
か
え
た
」
世
代
で
す
。
な
ぜ
彼
ら
は
、
同
世
代
の
作
家
・
批
評
家
が

沈
黙
し
て
い
る
と
き
に
、
詩
を
書
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

小
説
に
は
、「
世
界
」
が
あ
っ
て
、「
私
」
が
い
て
、「
彼
」
と
出
会
っ
て
、
事
件
が
起
き
て
…
…
と
い
っ
た
、
構
築
性

が
あ
り
ま
す
。
一
方
詩
は
、「
私
は
、
あ
な
た
を
…
…
」
と
、
い
き
な
り
語
り
始
め
ら
れ
ま
す
。
何
の
前
提
も
な
し
に
、

大
げ
さ
に
言
え
ば
、
世
界
さ
え
抜
き
に
書
き
始
め
ら
れ
る
芸
術
、
そ
れ
が
詩
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
説
を
書
く
子
供
な
ん
て
あ
ま
り
聞
き
ま
せ
ん
が
、
詩
を
書
く
子
供
は
け
っ
こ
う
い
ま
す
よ
ね
。
小
説
を
書
く
に
は
、

世
界
と
、
世
界
を
認
識
す
る
自
我
が
必
要
で
す
。
自
我
を
壊
さ
れ
た
戦
後
の
青
年
た
ち
は
、
自
我
が
幼
稚
な
子
供
と
同
様

に
、
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
で
す
が
詩
は
、「
世
界
」
と
か
「
社
会
」
と
い
う
前
提
抜
き
に
、「
根
源
」
に

ふ
れ
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
す
。

西
郷
信
綱
は
「
詩
の
発
生
」
で
、「
歴
史
と
文
明
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
拒
否
し
た
、
な
い
し
は
人
間
本
能
と
環
境
と
の
矛

盾
を
一
挙
に
止
揚
し
た
、
目
に
見
え
ぬ
、
未
分
化
で
、
日
常
意
識
下
の
集
団
的
・
原
始
的
世
界
」
が
詩
の
根
底
に
あ
る
、

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
歴
史
」「
文
明
」
以
前
の
息
吹
き
が
詩
に
は
あ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
崩
壊
し
た

「
荒
地
」
に
お
い
て
、
詩
人
た
ち
は
筆
を
執
り
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

戦
後
と
い
う
「
荒
地
」
に
、
初
め
て
言
葉
を
刻
ん
だ
人
々
︱
︱
荒
地
派
と
呼
ば
れ
る
詩
人
た
ち
か
ら
、
後
期
授
業
を
始

め
た
い
と
思
い
ま
す
。

詩
誌
『
荒
地
』
は
、
一
九
四
七
年
九
月
に
、
鮎
川
信
夫
ら
を
中
心
に
創
刊
さ
れ
た
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
で
す
が
正
確
に

は
、
そ
れ
は
「
再
刊
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
鮎
川
は
一
九
三
九
年
三
月
、
森
川
義
信

ら
と
『
荒
地
』
と
い
う
同
人
誌
を
刊
行
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

も
っ
と
も
、
そ
こ
に
連
続
性
を
見
出
す
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
森
川
は
戦
病
死
、
竹
内
幹
郎
は
戦
争
を
生

き
延
び
た
の
に
自
殺
す
る
な
ど
、
旧
同
人
が
瓦
解
し
、
メ
ン
バ
ー
が
一
新
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

「
戦
争
」
に
戻
る
こ
と
も
、「
戦
後
」
に
帰
属
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
鮎
川
た
ち
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
、
戦
争
で
も
戦
後

で
も
な
い
場
所
を
発
見
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
鮎
川
は
「
歴
史
の
そ
と
」（「
港
外
」）、
田
村
隆
一
は
「
歴
史
の
部
分
で
は

な
い
」「
破
滅
的
意
味
」（「
正
午
」）
と
そ
れ
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
「
歴
史
」
に
存
在
し
な
い
も
の
を
描
く
に
は
、
歴
史
に
拒
ま
れ
、
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
の
声
に
、
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耳
を
澄
ま
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
荒
地
派
の
詩
は
、「
死
者
と
の
対
話
」
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

鮎
川
は
森
川
を
「
Ｍ
」
と
呼
び
、「
き
み
の
胸
の
傷
口
は
今
で
も
ま
だ
痛
む
か
」（「
死
ん
だ
男
」）
と
問
い
か
け
ま
す
。

Ｍ
は
や
が
て
「
亡
姉
」
と
な
り
、
死
と
エ
ロ
ス
の
統
御
者
と
し
て
現
前
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
木
原
孝
一
は
、
空
襲
で

焼
死
し
た
弟
に
、「
お
ま
え
の
ほ
う
か
ら
は
よ
く
見
え
る
だ
ろ
う
／
こ
ち
ら
か
ら
は　

何
も
見
え
な
い
」（「
鎮
魂
歌
」）
と

語
り
か
け
ま
す
。
弟
の
記
憶
は
、
畢
生
の
大
作
「
無
名
戦
士
（
硫
黄
島
）」
の
少
年
・
興
梠
栄
喜
に
結
晶
し
ま
す
。
北
村

太
郎
「
終
り
の
な
い
始
ま
り
」、
黒
田
三
郎
「
死
の
な
か
に
」
等
も
、
生
と
死
の
交
感
を
主
題
と
し
て
い
ま
す
。
荒
地
派

の
詩
は
、
戦
争
体
験
の
考
察
、
天
皇
へ
の
問
い
、「
死
者
と
い
う
故
郷
」（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
へ
の
郷
愁
で
織
り
な
さ
れ
て
い

る
、
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
一
つ
の
問
い
が
生
じ
る
と
思
い
ま
す
。「
死
者
」
を
持
た
な
い
者
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？　

戦
争
が
終
わ
り
、
戦
後
に
も
拒
ま
れ
、
空
白
の
、「
ゼ
ロ
」
の
な
か
に
立
っ
た
荒
地
派
に
は
、「
死
者
」
の
記
憶
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
言
葉
や
面
影
を
ヒ
ン
ト
に
、
詩
を
書
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

戦
争
の
記
憶
が
薄
れ
、
神
的
な
ま
で
に
深
い
ト
ラ
ウ
マ
も
持
た
な
い
僕
た
ち
は
、
詩
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？

最
後
に
吉
本
隆
明
を
据
え
た
の
は
、
こ
の
問
い
に
「
否
」
と
答
え
る
た
め
で
す
。
軍
隊
に
召
集
さ
れ
る
前
に
戦
争
が
終

わ
っ
た
た
め
、
鮎
川
の
「
Ｍ
」
や
木
原
の
弟
に
匹
敵
す
る
「
死
者
」
を
、
吉
本
は
持
ち
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
は
、
彼
は

ど
う
や
っ
て
詩
を
書
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
「
死
ん
だ
私
と
の
対
話
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
で
す
。

「
信
ず
る
も
の
ひ
と
つ
な
く
、
愛
す
る
も
の
ひ
と
つ
な
く
、
そ
の
う
へ
動
か
さ
れ
る
精
神
の
状
態
が
す
べ
て
喪
は
れ
た

時
、
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
の
か　

生
き
て
ゐ
る
と
言
へ
る
の
だ
ら
う
か
」（「
エ
リ
ア
ン
の
感
想
の
断
片
。」）
と
あ
る
よ
う

に
、
吉
本
の
自
我
は
、
敗
戦
で
「
死
」
に
ま
し
た
。
言
葉
を
組
み
替
え
る
こ
と
で
擬
似
的
に
「
世
界
」
を
破
壊
し
た
り
、

破
滅
的
な
恋
愛
に
浸
っ
た
り
と
い
っ
た
、「
黄
金
時
代
」
の
記
憶
を
持
た
な
い
彼
は
、「
Ｍ
」
の
よ
う
な
面
影
を
抱
え
込
む

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
吉
本
は
、
死
者
で
は
な
く
、
死
ん
だ
「
私
」
と
語
ら
い
ま
す
。
敗
戦
と
と
も
に
亡
ん
だ
自
我
を
、
一
人
の
「
死

者
」
と
見
な
し
、
詩
的
領
域
に
招
き
入
れ
る
こ
と
。
自
身
の
死
骸
に
問
い
か
け
、
そ
の
言
葉
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
。
そ
の

答
え
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
あ
ら
た
め
て
殺
す
こ
と
。
そ
れ
を
幾
度
で
も
繰
り
返
す
こ
と
。
そ
れ
が
、「
死
者

と
の
対
話
」
が
で
き
な
い
吉
本
が
編
み
出
し
た
、
詩
法
だ
っ
た
の
で
す
。

僕
た
ち
は
、
鮎
川
よ
り
吉
本
に
近
い
位
置
に
い
る
で
し
ょ
う
。
荒
地
派
は
「
Ｍ
」
や
弟
の
不
在
に
苦
し
み
ま
し
た
が
、

僕
た
ち
は
「
不
在
」
す
ら
持
ち
え
な
い
で
い
ま
す
。
不
在
が
不
在
で
あ
る
こ
と
、
書
く
に
値
す
る
ト
ラ
ウ
マ
を
持
た
な
い

こ
と
、
死
ぬ
理
由
も
な
い
が
生
き
る
目
的
も
な
い
こ
と
…
…
そ
の
こ
と
が
、
僕
た
ち
を
呪
縛
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。「

固
有
時
と
の
対
話
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

「
け
れ
ど
昨
日
と
明
日
と
が
す
で
に
わ
た
し
た
ち
の
生
存
の
ま
は
り
に
構
成
さ
れ
て
在
る
と
知
つ
た
と
き　

そ
し
て
昨

日
と
明
日
と
に
何
か
意
味
を
附
与
す
る
こ
と
で
生
存
の
徴
し
と
し
た
い
と
願
つ
た
と
き　

あ
き
ら
か
に
そ
こ
に
不
思
議
と

い
ふ
呼
び
名
を
与
へ
ね
ば
な
ら
な
い
何
か
が
現
は
れ
た
」

た
と
え
生
き
る
意
味
が
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
生
き
る
意
味
が
な
い
時
代
を
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
あ
ま
り
に
も

新
し
く
、
意
味
深
い
と
い
う
こ
と
を
、
吉
本
は
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

戦
争
と
革
命
を
生
き
た
人
々
の
言
葉
に
、
戦
争
も
革
命
も
終
わ
っ
た
時
代
を
生
き
る
ヒ
ン
ト
が
、
き
っ
と
あ
る
の
で
は
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な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
残
骸
の
な
か
に
「
生
」
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
、
破
滅
す
ら
も
「
美
」
に
な
り
う
る
と
い
う

こ
と
、
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
と
き
に
不
可
避
的
に
「
始
ま
り
」
が
お
と
ず
れ
る
こ
と
を
、
彼
ら
こ
そ
は
、
教
え
て
い
る
気

が
し
ま
す
。

で
は
、
頑
張
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
本
稿
は
、
日
本
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
で
開
講
さ
れ
た
令
和
元
年
度
「
近
代
思
想
論
」
前
期
第
一
回
・
後
期
第
一
回
授
業
メ
モ
を

書
き
直
し
た
も
の
で
す
）


