
中
島
敦
『
古
謳
』

1
〈
声
〉
と
〈
文
字
〉
を
め
ぐ
っ
て

松

村

良

1

　
『
古
諌
』
四
編
、
お
よ
び
そ
れ
と
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

『
古
俗
』
二
編
の
発
表
経
過
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
山
月
記
」
「
文
字
禍
」
「
狐
愚
」
「
木
乃
伊
」
の
四
作
を
併
せ
て
「
古

　
　
謁
」
と
、
「
牛
人
」
「
盈
虚
」
の
二
作
を
併
せ
て
「
古
俗
」
と
さ
れ
て

　
　
い
る
。
深
田
久
弥
の
推
挙
に
よ
っ
て
「
古
諌
」
の
中
「
山
月
記
」
「
文

　
　
字
禍
」
の
二
編
が
『
文
学
界
』
の
時
の
編
集
担
当
河
上
徹
太
郎
に
よ

　
　
っ
て
編
集
部
に
と
ら
れ
、
昭
和
十
七
年
二
月
、
作
家
中
島
敦
の
ス
タ

　
　
ー
ト
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
周
知
だ
。
他
の
二
作
は
残
さ
れ

　
　
て
、
同
年
七
月
、
初
の
単
行
本
『
光
と
風
と
夢
』
上
梓
の
際
共
に
納

　
　
め
ら
れ
た
。
「
古
俗
」
は
同
年
十
一
月
、
第
二
の
、
そ
し
て
生
前
最
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
の
作
品
集
『
南
洋
課
』
に
納
め
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
『
古
俗
』
二
編
の
初
出
は
「
『
政
界
往
来
』

昭
和
十
七
年
七
月
号
に
発
表
。
但
し
『
盈
虚
』
は
『
或
る
古
代
人
の
半
生
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
題
さ
れ
、
単
行
本
『
南
洋
課
』
収
録
の
際
現
行
の
題
名
に
改
め
ら
れ
た
」
。

『
古
俗
』
が
原
稿
時
に
お
い
て
『
古
諌
』
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

深
田
久
弥
の
記
憶
と
書
簡
と
が
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
論
議
が
な

さ
れ
て
い
る
が
結
論
は
出
て
い
な
い
。
後
に
述
べ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
性

質
上
『
古
俗
』
は
『
古
課
』
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

　
『
古
課
』
四
編
を
「
つ
ね
に
〈
文
字
・
言
葉
〉
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
群
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
佐
々
木
充
氏
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
勝
又
浩
氏
は
『
古
俗
』
ま
で
含
め
た
「
こ
の
六
作
品

い
ず
れ
も
が
悲
惨
な
る
最
後
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
」
こ
と
に
着
目
し
、

「
主
人
公
達
の
運
命
を
動
か
し
た
目
に
見
え
ぬ
手
ど
も
を
、
あ
る
時
は
主

人
公
自
身
の
内
側
か
ら
、
或
は
外
側
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
人
為
的
な
も
の
、

不
可
抗
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
、
超
自
然
的
な
も
の
等
々
と
、
様
々

な
角
度
か
ら
注
視
し
、
提
起
し
、
そ
し
て
模
索
さ
れ
た
、
大
実
験
報
告
群

　
　
　
（
5
）

だ
っ
た
の
だ
」
と
す
る
。
濱
川
勝
彦
氏
は
、
「
『
古
諏
』
は
、
要
約
し
て
言

え
ば
、
『
狂
』
と
『
死
』
の
支
配
す
る
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
が
古
い
諌
と
い

う
意
匠
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
『
狂
』
と
『
死
』
と
い
う
主
張
低
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
つ
な
ぐ
糸
が
『
言
葉
・
文
字
』
（
佐
々
木
充
氏
）
と
言
え
よ
う
」
と
、
佐
々
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木
・
勝
又
両
氏
の
説
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
さ
ら
に
中
島
の
「
ノ
ー
ト
」
第

三
に
あ
る
「
○
つ
き
も
の
／
○
木
乃
伊
／
○
文
字
禍
／
○
人
虎
伝
」
と
い

う
メ
モ
を
も
と
に
、
本
来
『
狐
葱
』
『
木
乃
伊
』
『
文
字
禍
』
『
山
月
記
』
の

順
に
起
承
転
結
を
な
す
「
一
つ
の
構
成
美
」
を
持
つ
も
の
と
し
て
構
想
さ

　
　
　
　
　
（
7
）

れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
木
村
東
吉
氏
は
「
『
狐
葱
』
が
先
史
時

代
、
『
木
乃
伊
』
が
記
録
用
の
文
字
の
定
着
し
た
時
代
、
『
山
月
記
』
が
文

字
を
駆
使
す
る
詩
人
の
登
場
す
る
時
代
、
『
文
字
禍
』
が
文
字
に
対
す
る
懐

疑
の
発
生
す
る
時
代
と
、
正
確
に
文
化
史
的
配
列
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と

　
　
　
（
8
）

を
主
張
し
た
。
木
村
瑞
夫
氏
は
「
『
古
謳
』
は
永
遠
願
望
の
物
語
り
で
あ
り
、

願
望
成
就
の
手
段
・
方
法
で
あ
る
く
文
字
・
言
葉
V
と
い
う
慣
習
成
立
の

必
然
性
を
自
己
の
中
に
心
理
的
に
経
験
す
る
意
図
を
持
っ
た
実
験
小
説
と

定
義
」
し
、
濱
川
氏
の
起
承
転
結
の
配
列
に
賛
意
を
示
し
つ
つ
も
、
「
巨
視

的
に
は
『
古
課
』
と
『
古
俗
』
は
統
一
性
を
持
ち
、
元
々
は
一
つ
の
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
9
）

群
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
見
て
き
た
論
議
は
、
〈
文
字
・
言
葉
〉
と
い
う
枠
組
そ
れ
自
体
へ
の

考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
、
決
定
的
な
問
題
点
が
あ
る
。
書
か
れ
た

も
の
と
し
て
の
〈
文
字
〉
と
、
音
声
と
し
て
の
言
葉
1
1
〈
声
V
と
の
差
異

は
、
こ
れ
ま
で
全
く
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
指
摘
し

た
の
は
川
村
湊
氏
で
あ
る
。
川
村
氏
は
「
無
文
字
社
会
の
誘
い
1
1
中
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

敦
と
〈
ア
ジ
ア
〉
的
な
も
の
」
の
中
で
、
『
古
謂
』
に
関
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
…
と
こ
ろ
で
、
『
山
月
記
』
や
『
悟
浄
出
世
』
や
『
文
字
禍
』
は
、
文

　
　
字
文
化
社
会
に
お
け
る
”
文
字
文
化
”
化
の
も
た
ら
し
た
悲
劇
で
あ

　
　
っ
た
と
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
『
狐
愚
』
は
文

　
　
字
以
前
の
社
会
を
作
品
の
舞
台
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
文
字

　
　
化
さ
れ
た
社
会
の
悲
劇
と
は
無
縁
で
あ
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

　
　
の
は
、
文
字
化
さ
れ
る
以
前
に
お
け
る
未
開
、
原
始
社
会
で
の
詩
人

　
　
の
悲
劇
で
あ
り
、
こ
れ
は
む
ろ
ん
「
文
字
」
を
知
っ
た
後
の
詩
人
、

　
　
文
学
者
の
悲
劇
と
は
違
う
。

　
『
古
諌
』
四
編
は
こ
の
よ
う
な
〈
声
〉
の
文
化
と
〈
文
字
〉
の
文
化
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
川
村
氏
は
用
心
深
く
『
悟
浄

出
世
』
と
入
れ
替
え
て
い
る
が
、
勿
論
『
木
乃
伊
』
も
そ
の
一
環
を
成
し

て
い
る
。
逆
に
『
古
俗
』
二
編
が
そ
の
よ
う
な
問
題
を
含
ん
で
い
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
古
俗
』
二
編
に
は
、
『
古
調
』
四
編
に
共

通
す
る
不
条
理
的
構
造
が
見
出
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
狐
慧
』
に
お
い

て
シ
ャ
ク
は
な
ぜ
喰
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
『
木
乃
伊
』
で
パ
リ
ス
カ
ス

は
な
ぜ
発
狂
し
た
の
か
、
『
山
月
記
』
で
李
徴
は
な
ぜ
虎
と
化
し
た
の
か
、

『
文
字
禍
』
で
ナ
ブ
・
ア
へ
・
エ
リ
バ
は
な
ぜ
圧
死
し
た
の
か
、
こ
れ
ら

の
理
由
を
テ
ク
ス
ト
内
か
ら
論
理
的
に
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
方
、

『
古
俗
』
二
編
に
お
け
る
衛
の
荘
公
と
魯
の
叔
孫
豹
の
死
は
、
い
ず
れ
も

論
理
的
な
因
果
関
係
で
も
っ
て
そ
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
わ
た
し
は
『
古
諏
』
四
編
を
、
〈
声
〉
と

〈
文
字
〉
に
か
か
わ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
個
別
に
検
証
し
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

2

　
『
狐
愚
』
は
、
太
古
の
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
の
一
種
族
で
あ
る
湖
上
民
の

中
で
、
最
も
平
凡
な
一
人
で
あ
つ
た
ネ
ウ
リ
部
落
の
シ
ャ
ク
が
、
弟
の
デ
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ッ
ク
の
戦
死
を
境
に
、
様
々
な
「
葱
き
も
の
」
が
乗
り
移
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
結
果
彼
は
本
来
の
仕
事
を
忘
れ
て
「
自
分
の
想
像
を
以
て
自
分
以
外

の
も
の
に
乗
り
移
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
物
語
る
こ
と
に
熱
中
し
始
め
る
。

　
「
但
し
、
斯
う
し
て
次
か
ら
次
へ
と
故
知
ら
ず
生
み
出
さ
れ
て
来
る
言
葉

共
を
後
々
迄
も
伝
へ
る
べ
き
文
字
と
い
ふ
道
具
が
あ
つ
て
も
い
い
筈
だ
と

・
い
ふ
こ
と
に
、
彼
は
未
だ
思
ひ
到
ら
な
い
。
今
、
自
分
の
演
じ
て
ゐ
る
役

割
が
、
後
世
ど
ん
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
も
、
勿
論
知
る
筈

、
　
　
（
1
1
）

が
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
誕
生
し
た
「
一
人
の
詩
人
」
（
こ
れ
を
語
り
部
と

言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
）
が
、
や
が
て
は
そ
の
「
愚
き
も
の
」

が
落
ち
て
物
語
る
力
を
失
い
、
部
落
に
と
っ
て
有
害
無
用
な
存
在
と
し
て

処
分
ー
部
落
の
民
の
饗
宴
に
お
け
る
食
物
と
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
の
話

で
あ
る
。

　
ま
ず
、
『
狐
愚
』
に
出
て
く
る
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
の
風
俗
習
慣
（
馬
乳
搾

乳
法
、
人
の
手
の
皮
の
手
袋
、
燭
縷
杯
、
大
鍋
、
麻
の
使
用
、
湖
上
民
の

生
活
等
）
が
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
巻
四
お
よ
び
巻
五
の
一
部
に
基
づ

い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
木
村
東
吉
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

　
〔
1
2
）

い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
描
か
れ
た
無
文
字
文
化
社
会
の
様
相
は
、
実
は
〈
文

字
〉
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
中
で
「
一
人

の
詩
人
」
と
し
て
誕
生
し
、
存
在
し
て
い
た
シ
ャ
ク
が
消
失
す
る
。
こ
れ

を
単
に
権
力
者
の
不
興
を
買
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
男
の
物
語
と
読
む
こ
と
は

出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ャ
ク
は
ま
ず
何
よ
り
も
み
ず
か
ら
と
直
接
結
び

つ
い
た
〈
声
〉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
存
在
、
〈
声
〉
そ
の
も
の
と
し
て
の
存

在
で
あ
っ
た
。
「
シ
ャ
ク
が
常
に
部
落
民
と
し
て
の
義
務
を
怠
つ
て
ゐ
る
こ

と
」
は
「
最
も
熱
心
な
シ
ャ
ク
の
聞
き
手
ま
で
が
」
は
っ
き
り
と
感
じ
て

い
た
。
そ
れ
で
も
「
働
か
な
い
シ
ャ
ク
に
も
不
承
無
承
冬
の
食
物
を
頒
け

与
へ
た
」
の
は
、
シ
ャ
ク
本
人
に
対
し
て
で
な
く
「
シ
ャ
ク
の
話
の
面
白

さ
」
に
対
し
て
で
あ
る
。
聴
衆
に
と
っ
て
シ
ャ
ク
と
は
そ
の
肉
体
よ
り
も

む
し
ろ
〈
声
〉
が
本
質
と
な
り
、
〈
声
V
を
失
っ
た
彼
は
「
莫
迦
面
の
怠
け

者
」
で
し
か
な
い
。
結
局
シ
ャ
ク
が
喰
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
長
老
達

の
好
計
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
〈
声
〉
を
失
っ
た
た
め
で
あ
る
。

と
言
う
よ
り
〈
声
〉
は
本
来
発
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
消
え
て
し
ま
う
も
の

で
あ
る
以
上
、
〈
声
〉
を
本
質
と
す
る
シ
ャ
ク
の
存
在
が
肉
体
も
ろ
と
も
消

失
し
て
し
ま
う
の
も
、
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
狐
悪
』
は
、
あ
く
ま
で
〈
文
字
〉
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
な
が
ら
、

そ
こ
に
〈
声
〉
の
文
化
の
中
で
し
か
あ
り
え
な
い
存
在
を
描
き
出
そ
う
と

し
た
、
逆
説
的
な
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
「
斯
う
し
て
一
人
の
詩
人
が
喰

は
れ
て
了
つ
た
こ
と
を
、
誰
も
知
ら
な
い
」
と
い
う
結
末
の
言
葉
は
、
本

来
無
文
字
社
会
の
中
で
消
失
し
、
わ
れ
わ
れ
が
聞
き
取
る
は
ず
の
な
い
ひ

と
つ
の
〈
声
〉
を
表
現
し
て
み
せ
る
「
文
字
と
い
う
道
具
」
の
存
在
を
逆

照
射
す
る
。

　
『
木
乃
伊
』
は
、
ペ
ル
シ
ア
王
カ
ン
ビ
ュ
セ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
時
に
、

魔
下
の
部
将
パ
リ
ス
カ
ス
が
エ
ジ
プ
ト
の
先
王
ア
メ
シ
ス
の
墓
所
を
捜
し

て
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
見
つ
け
た
木
乃
伊
が
自
分
の
前
世
の
姿
で
あ
る
こ

と
を
直
観
的
に
知
り
、
前
世
の
記
憶
が
よ
み
が
え
る
。
そ
の
前
世
の
記
憶

が
、
さ
ら
に
前
々
世
へ
と
続
い
て
い
く
こ
と
に
恐
怖
を
感
じ
た
彼
は
、
発

見
さ
れ
た
時
に
は
既
に
狂
気
の
徴
候
を
見
せ
て
エ
ジ
プ
ト
語
で
あ
ら
ぬ
講

言
を
喋
る
ば
か
り
だ
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
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こ
の
話
も
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
巻
三
を
資
料
と
し
て
使
用
し
て

（
1
3
）

お
り
、
ペ
ル
シ
ア
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
と
い
う
史
実
の
中
に
、
パ
リ
ス
カ
ス

と
い
う
「
何
処
か
夢
想
的
な
所
が
あ
り
」
「
何
時
迄
た
つ
て
も
都
の
風
に
な

じ
ま
ぬ
頗
る
陰
欝
な
田
舎
者
」
を
配
し
て
い
る
。
こ
の
『
木
乃
伊
』
は
一

見
す
る
と
他
の
『
古
諌
』
三
編
の
よ
う
に
〈
文
字
〉
や
〈
声
〉
と
し
て
の

言
葉
と
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
た
と
え
ば
『
木
乃
伊
』

の
次
の
部
分
、

　
　
…
メ
ム
フ
ィ
ス
の
市
は
つ
れ
に
建
つ
て
ゐ
る
方
尖
塔
の
前
で
、
彼
は

　
　
其
の
表
に
彫
ら
れ
た
絵
画
風
な
文
字
を
低
い
声
で
読
ん
だ
。
そ
し
て
、

　
　
同
僚
達
に
、
其
の
碑
を
建
て
た
王
の
名
と
、
そ
の
功
業
と
を
、
矢
張
、

　
　
低
い
声
で
説
明
し
た
。
同
僚
の
諸
将
は
、
皆
、
へ
ん
な
気
持
に
な
つ

　
　
て
顔
を
見
合
せ
た
。
パ
リ
ス
カ
ス
自
身
も
頗
る
へ
ん
な
顔
を
し
て
ゐ

　
　
た
。
誰
も
（
パ
リ
ス
カ
ス
自
身
も
）
、
今
迄
パ
リ
ス
カ
ス
が
埃
及
の
歴

　
　
史
に
通
じ
て
ゐ
る
と
も
、
埃
及
文
字
が
読
め
る
と
も
、
聞
い
た
こ
と

　
　
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
（
傍
点
原
文
）

に
つ
い
て
、
木
村
瑞
夫
氏
は
「
『
王
の
名
と
、
そ
の
功
業
』
と
は
個
人
の
『
生
』

の
様
相
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
〈
文
字
〉
に
よ
り
、
「
歴
史
」
と
い
う
形

で
時
間
を
超
え
、
永
遠
の
生
命
を
持
ち
得
る
こ
と
を
、
こ
の
引
用
部
分
は

　
　
　
（
1
4
）

示
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
わ
た
し
に
は
ど
う
し
て
も
こ
の
部
分

は
パ
リ
ス
カ
ス
が
エ
ジ
プ
ト
の
聖
刻
文
字
を
読
め
た
（
そ
れ
も
お
そ
ら
く

ペ
ル
シ
ア
語
に
翻
訳
し
て
）
と
い
う
奇
妙
な
事
実
を
示
し
て
い
る
だ
け
と

し
か
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
「
王
の
名
と
、
そ
の
功
業
」
は
パ
リ
ス

カ
ス
の
前
世
と
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
何
の
関
係
も
持
ち
得
て
い
な
い
か

ら
だ
。
つ
ま
り
パ
リ
ス
カ
ス
が
自
分
の
前
世
を
見
出
す
に
あ
た
っ
て
、
〈
文

字
V
は
全
く
関
与
し
て
い
な
い
。

　
だ
が
、
実
は
そ
の
〈
文
字
〉
が
全
く
関
与
し
な
い
過
去
の
発
見
と
い
う

点
に
、
や
は
り
逆
説
的
な
〈
文
字
〉
と
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
パ
リ
ス
カ
ス
の
変
化
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
発
話

す
る
〈
声
〉
の
変
化
と
し
て
示
さ
れ
る
。
ペ
ル
シ
ア
人
と
し
て
ペ
ル
シ
ア

語
を
話
し
て
い
た
彼
は
、
最
終
的
に
エ
ジ
プ
ト
語
で
譜
言
を
喋
り
出
す
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
彼
自
身
の
性
質
が
根
本
的
に
変
化
し
た
こ
と
、
さ
ら
に

い
え
ば
、
ペ
ル
シ
ア
人
パ
リ
ス
カ
ス
な
る
人
物
の
消
失
を
意
味
し
て
い
る
。

彼
は
木
乃
伊
と
向
き
合
っ
た
瞬
間
、
直
観
的
か
つ
直
接
的
に
、
〈
文
字
V
を

媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
、
時
間
軸
を
遡
っ
て
お
の
れ
の
前
世
に
到
達
す
る
。

　
　
　
不
思
議
な
こ
と
に
、
名
前
は
、
何
一
つ
、
人
の
名
も
所
の
名
も
物

　
　
の
名
も
、
全
然
憶
出
せ
な
い
。
名
の
無
い
形
と
色
と
匂
と
動
作
と
が
、

　
　
距
離
や
時
間
の
観
念
の
奇
妙
に
倒
錯
し
た
異
常
な
静
け
さ
の
中
で
、

　
　
彼
の
中
に
忽
ち
現
れ
、
忽
ち
消
え
て
行
く
。

　
わ
れ
わ
れ
は
通
常
、
「
幾
百
年
間
の
意
識
の
闇
」
を
超
え
て
、
こ
の
よ
う

な
過
去
へ
と
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ー
〈
文
字
〉
を
媒
介
と

す
る
こ
と
な
し
に
は
。
『
木
乃
伊
』
の
パ
リ
ス
カ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
不
可

視
の
「
人
の
名
も
所
の
名
も
物
の
名
も
」
存
在
し
な
い
世
界
を
限
り
な
く

下
降
し
続
け
て
行
く
。
彼
が
発
狂
す
る
の
は
、
理
性
が
そ
の
よ
う
な
世
界

を
認
知
し
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
テ
ク
ス
ト
は
、
本
来

く
文
字
V
で
も
っ
て
語
る
こ
と
の
出
来
な
い
世
界
を
読
者
に
呈
示
す
る
こ

と
で
、
ひ
と
が
な
ぜ
〈
文
字
〉
を
介
し
て
間
接
的
に
し
か
過
去
に
（
お
の

れ
の
肉
体
的
な
限
界
性
を
超
え
て
）
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
を
、
そ

し
て
そ
の
た
め
に
こ
そ
人
間
に
と
っ
て
〈
文
字
〉
は
存
在
す
る
の
だ
と
い
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う
こ
と
を
、
逆
説
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
山
月
記
』
は
『
古
諌
』
の
中
で
最
も
有
名
な
小
説
で
あ
り
、
特
に
内

容
を
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
李
徴
が
虎
に
変
身
し
た
理
由
は
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
幾
つ
か
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
当
の
李
徴
本
人
の
言
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
が
正
し

い
の
か
を
テ
ク
ス
ト
内
で
判
断
す
る
基
準
は
な
い
（
そ
れ
故
に
従
来
の
『
山

月
記
』
の
論
者
達
は
、
各
々
の
価
値
観
な
り
倫
理
観
な
り
を
も
っ
て
そ
の

基
準
と
し
、
李
徴
の
言
説
の
中
で
ど
れ
が
真
の
理
由
で
あ
る
か
を
決
定
し

よ
う
と
し
て
き
た
）
。
テ
ク
ス
ト
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
李
徴
が
虎
に
変

身
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
「
産
を
破
り
心
を
狂
は
せ
て
迄
自

分
が
生
涯
そ
れ
に
執
着
し
た
所
の
も
の
」
、
す
な
わ
ち
詩
を
書
く
こ
と
・
お

よ
び
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
詩
か
ら
、
決
定
的
に
引
き
離
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
差
し
い
こ
と
だ
が
、
今
で
も
、
こ
ん
な
あ
さ
ま
し
い
身
と
成
り
果

　
　
て
た
今
で
も
、
己
は
、
己
の
詩
集
が
長
安
風
流
人
士
の
机
の
上
に
置

　
　
か
れ
て
ゐ
る
様
を
、
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
岩
窟
の
中
に
横

　
　
た
は
つ
て
見
る
夢
に
だ
よ
。
哩
つ
て
呉
れ
。
詩
人
に
成
り
そ
こ
な
つ

　
　
て
虎
に
な
つ
た
哀
れ
な
男
を
。
（
傍
点
原
文
）

　
自
分
の
名
が
記
さ
れ
た
詩
集
と
、
虎
と
し
て
の
身
体
の
不
一
致
。
虎
へ

の
変
身
と
い
う
不
条
理
な
出
来
事
を
通
し
て
、
テ
ク
ス
ト
は
〈
文
字
〉
が

そ
れ
を
記
述
し
た
人
間
と
何
の
関
わ
り
も
な
く
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
さ
う
と
し

た
」
李
徴
は
、
自
分
の
書
い
た
〈
文
字
〉
の
集
積
と
し
て
の
詩
集
が
、
あ

た
か
も
自
分
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
虎

と
な
っ
た
今
歴
然
と
し
た
事
実
に
復
讐
さ
れ
る
。
衰
修
と
出
会
っ
た
時
の

李
徴
は
、
〈
文
字
〉
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
、
叢
の
中
か
ら
響
く
＜
声
〉
だ
け
の

存
在
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
衷
鰺
に
よ
る
詩
の
伝
録
も
、
彼
に
救
い

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。

　
川
合
康
三
氏
に
よ
れ
ば
、
中
国
古
典
詩
は
「
紙
が
普
及
し
始
め
た
頃
か

ら
木
版
印
刷
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
書
写
（
手
で
書
く
こ
と
）

に
よ
っ
て
流
布
し
て
い
た
状
況
が
延
々
と
続
」
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
書

き
上
げ
ら
れ
た
作
品
は
ま
わ
り
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
、
評
判

が
高
ま
れ
ば
さ
ら
に
筆
写
す
る
人
た
ち
は
広
が
っ
て
い
っ
た
」
。
ま
た
李
白

や
白
居
易
と
い
っ
た
大
詩
人
で
さ
え
「
自
作
を
ま
と
め
て
後
世
に
の
こ
す

こ
と
に
は
は
な
は
だ
熱
心
だ
っ
た
」
の
で
あ
り
「
作
品
の
保
存
に
す
さ
ま

じ
い
ほ
ど
の
執
念
を
燃
や
し
て
い
た
」
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
詩
人
各
々
の
思

惑
と
は
別
に
、
「
実
際
に
は
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
紆
余
曲
折
を
経

て
、
そ
の
過
程
で
様
々
な
変
容
を
被
り
、
偶
然
・
必
然
の
幾
多
の
原
因
に

よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
、
浬
滅
を
免
れ
た
、
し
か
し
後
人
の
手
が
加
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

作
品
を
我
々
は
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。
『
山
月
記
』
は
、
こ

の
よ
う
な
唐
代
詩
人
の
史
実
を
背
景
に
、
〈
声
〉
と
し
て
の
言
葉
を
自
己
の

存
在
の
証
し
と
し
て
残
そ
う
と
す
る
人
間
と
、
残
さ
れ
た
〈
文
字
〉
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

決
定
的
な
乖
離
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
、
『
古
諌
』

は
も
と
も
と
無
文
字
文
化
社
会
に
お
い
て
〈
声
〉
と
し
て
の
言
葉
の
直
接

性
の
只
中
に
い
た
（
そ
し
て
そ
れ
故
に
〈
声
〉
と
共
に
消
滅
し
て
い
っ
た
）
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人
間
が
、
〈
文
字
〉
を
獲
得
す
る
こ
と
で
お
の
れ
の
存
在
の
証
し
を
後
世
へ

と
伝
え
得
る
文
字
文
化
社
会
に
到
達
し
た
こ
と
を
、
逆
説
的
に
物
語
っ
て

い
く
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
わ
た
し
は
木
村
東
吉
氏
の
主
張
す

る
「
文
化
史
的
配
列
」
と
い
う
見
方
に
」
応
の
賛
意
を
示
す
が
、
氏
の
言

う
よ
う
に
「
『
狐
愚
』
が
先
史
時
代
、
『
木
乃
伊
』
が
記
録
用
の
文
字
の
定

着
し
た
時
代
、
『
山
月
記
』
が
文
字
を
駆
使
す
る
詩
人
の
登
場
す
る
時
代
、

『
文
字
禍
』
が
文
字
に
対
す
る
懐
疑
の
発
生
す
る
時
代
」
と
整
然
と
段
階

的
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
川
田
順
造
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
　
…
文
字
社
会
、
無
文
字
社
会
と
い
う
区
別
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は

　
　
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ゆ
る
文
字
社
会
の
中
に
も
無
文
字
的
な

　
　
層
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
無
文
字
社
会
に
も
『
歴
史
を
必
要
と
す
る
』

　
　
と
い
う
限
り
で
、
文
字
社
会
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
　
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
層
な
い
し
部
分
は
、
時
代
之
と
も
に
、
す
べ
て

　
　
が
文
字
性
の
側
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
と
は
い
え
な

　
　
い
。
人
間
の
う
ち
で
、
歴
史
と
の
つ
な
が
り
で
い
え
ば
出
来
事
を
意

　
　
識
化
し
て
変
化
を
生
む
こ
と
を
志
向
す
る
、
文
字
性
に
発
す
る
部
分

　
　
と
、
「
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
」
の
く
り
か
え
し
に
安
定
し
た
価
値

　
　
を
見
い
だ
す
、
無
文
字
性
に
根
ざ
す
部
分
と
は
、
あ
い
補
う
関
係
で

　
　
人
類
の
社
会
を
濃
ち
ぞ
っ
て
き
た
し
、
．
・
れ
か
ら
も
か
た
ち
つ

　
　
く
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　
こ
の
中
の
、
「
す
べ
て
が
文
字
性
の
側
へ
吸
収
さ
れ
て
い
く
」
こ
と
が
、

最
後
の
『
文
字
禍
』
の
問
題
点
な
の
で
あ
る
。

　
ア
ッ
シ
リ
ア
の
ア
シ
ュ
ル
・
バ
ニ
・
ア
パ
ル
大
王
の
時
代
の
史
実
を
背

景
に
、
巨
眼
縮
髪
の
老
博
士
ナ
ブ
・
ア
へ
・
エ
リ
バ
が
「
文
字
の
霊
」
に

つ
い
て
研
究
を
重
ね
た
挙
げ
句
、
つ
い
に
は
数
百
枚
の
重
い
粘
土
板
の
下

敷
き
に
な
っ
て
圧
死
す
る
ま
で
の
こ
の
話
は
、
そ
れ
ま
で
の
三
編
と
は
打

っ
て
変
わ
っ
て
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
語
り
口
調
で
あ
り
、
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
必
ず
し
も
一
つ
の
問
題
に
収
敷
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
ず
問
題
と
な

る
の
は
、
ナ
ブ
・
ア
へ
・
エ
リ
バ
自
身
が
如
何
な
る
存
在
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
一
見
彼
は
こ
の
「
文
字
の
霊
」
の
外
側
に
立
っ
て
こ
れ
を
観
察

し
、
そ
の
害
悪
を
捉
え
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
彼
が
、
「
文
字

の
霊
の
人
間
に
対
す
る
作
用
」
を
「
新
し
い
粘
土
の
備
忘
録
に
誌
し
」
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
ま
た
、
「
早
々
に
研
究
報
告
を
纏
め
上
げ
、
之

を
ア
シ
ュ
ル
・
バ
ニ
・
ア
パ
ル
大
王
に
献
じ
た
」
の
を
見
て
も
、
博
士
は

「
文
字
の
霊
」
を
〈
文
字
〉
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
。

と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
「
文
字
の
霊
」
を
分
析
す
る
、
そ
の
分
析
じ
た

い
が
〈
文
字
〉
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
博
士
は
ど
こ

ま
で
い
っ
て
も
〈
文
字
〉
の
外
側
に
立
つ
こ
と
な
ど
出
来
な
い
の
だ
。
そ

の
意
味
で
「
或
る
書
物
狂
の
老
人
」
と
は
、
実
は
ナ
ブ
・
ア
へ
・
エ
リ
バ

自
身
の
戯
画
と
も
い
え
る
存
在
な
の
で
あ
り
、
若
い
歴
史
家
イ
シ
ュ
デ

ィ
・
ナ
ブ
に
「
文
字
の
霊
」
の
害
毒
を
説
く
つ
も
り
が
「
今
日
は
、
ど
う

や
ら
、
わ
し
は
、
あ
の
青
年
に
向
つ
て
、
文
字
の
霊
の
威
力
を
賛
美
し
は

せ
な
ん
だ
か
？
」
と
誘
し
が
る
の
も
、
実
は
博
士
自
身
が
「
文
字
の
霊
」

の
一
番
の
信
奉
者
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
『
文
字
禍
』

に
お
い
て
も
、
〈
文
字
〉
の
弊
害
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
〈
文
字
〉

と
の
不
可
欠
な
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
逆
説
が
あ
る
。
〈
文

字
〉
は
そ
れ
を
扱
う
人
間
の
存
在
な
し
に
は
、
「
意
味
の
無
い
一
つ
一
つ
の
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線
の
交
錯
」
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
道
具
と
し
て
の
〈
文
字
〉

が
、
一
方
で
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
規
定
し
、
左
右
し
て
し
ま

う
の
で
あ
り
、
結
末
に
お
け
る
ナ
ブ
・
ア
へ
・
エ
リ
バ
の
圧
死
は
、
〈
文
字
〉

の
堆
積
の
中
で
、
も
は
や
〈
文
字
〉
を
離
れ
て
く
声
V
を
発
す
る
こ
と
す

ら
出
来
な
く
な
っ
た
人
間
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
ナ
プ
．

ア
へ
・
エ
リ
バ
博
士
は
死
に
あ
た
っ
て
な
お
〈
文
字
〉
の
只
中
に
い
る
の

で
あ
り
、
『
山
月
記
』
の
李
徴
が
虎
と
化
し
て
〈
文
字
〉
か
ら
隔
絶
し
て
い

く
の
と
対
極
に
位
置
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
古
課
』
四
編
は
、
直
接
性
・
有
限
性
と
し
て
の
〈
声
〉

と
、
間
接
性
・
永
続
性
と
し
て
の
〈
文
字
〉
と
い
う
、
言
葉
の
二
つ
の
あ

り
方
を
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
間
と
共
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

3

　
河
上
徹
太
郎
は
昭
和
1
6
年
1
2
月
よ
り
、
み
ず
か
ら
が
編
集
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
「
文
学
界
」
誌
上
に
て
、
文
芸
時
評
の
連
載
を
始
め
る
。
「
全
体

の
発
見
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
第
1
回
の
冒
頭
で
、
こ
の
文
芸
時
評
を
書
く

理
由
と
し
て
「
現
在
の
文
壇
に
は
、
広
く
そ
の
全
般
に
亙
つ
て
眼
が
行
き

届
き
、
且
つ
文
学
以
外
の
我
が
国
が
現
に
あ
る
所
の
本
質
的
な
諸
事
情
と

の
十
分
な
関
聯
の
下
に
、
批
評
家
が
そ
の
全
存
在
を
賭
し
て
責
任
あ
る
態

度
を
以
て
筆
を
と
つ
た
文
芸
時
評
が
必
要
な
こ
と
を
痛
感
し
た
か
ら
」
だ

と
述
べ
て
い
る
。
河
上
に
よ
れ
ば
「
現
在
の
文
壇
の
低
迷
や
沈
滞
」
を
打

破
す
る
も
の
と
し
て
「
作
家
の
創
作
す
る
所
以
の
も
の
へ
の
自
覚
、
此
の

非
常
時
に
一
国
民
と
し
て
生
き
る
所
以
と
筆
を
と
る
所
以
の
も
の
と
の
相

剋
を
解
決
す
る
こ
と
、
又
真
の
一
時
代
の
文
学
精
神
と
そ
の
時
の
文
学
現

象
と
が
如
何
な
る
所
で
合
致
し
又
離
反
す
る
か
の
明
察
、
1
要
す
る
に

手
つ
と
り
早
く
い
へ
ば
、
作
家
が
ペ
ン
を
持
つ
て
ど
こ
ま
で
進
み
、
ど
こ

か
ら
旗
を
巻
い
て
帰
つ
て
来
て
一
市
民
生
活
に
伍
す
る
か
の
掛
け
引
き

が
、
此
の
際
大
切
な
の
で
あ
る
」
。
と
こ
ろ
が
「
そ
の
逆
を
ゆ
く
傾
向
」
が

「
当
の
文
学
活
動
自
体
の
中
に
も
あ
る
。
時
局
に
即
応
し
た
文
学
の
目
標

を
何
々
文
学
の
概
念
で
見
定
め
る
と
、
次
の
瞬
間
に
は
そ
の
文
学
の
旗
印

の
下
に
仕
事
を
し
さ
へ
す
れ
ば
安
ん
じ
て
新
体
制
の
文
学
者
で
ゐ
ら
れ
る

と
い
つ
た
行
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
学
的
功
業
の
名
義
に
の
み
囚
は
れ

た
幕
府
的
文
学
で
あ
り
、
文
学
の
命
乞
ひ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
命
も

い
ら
ぬ
名
も
い
ら
ぬ
覚
悟
に
な
つ
て
、
美
し
き
全
体
に
溶
け
込
む
覚
悟
こ

そ
、
真
の
勤
皇
派
的
な
文
学
で
あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
な
「
時
局
的
」
な
声
明
の
蔭
に
隠
れ
て
、
太
平
洋
戦
争
直
前

の
閉
塞
し
た
状
況
下
で
「
文
壇
小
説
が
み
ん
な
ギ
ス
く
し
て
ゐ
る
こ

と
」
、
あ
る
い
は
閉
塞
状
況
そ
の
も
の
へ
の
河
上
自
身
の
苛
立
ち
が
、
こ
の

文
章
全
体
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
時
局
便
乗
型
」
あ
る
い
は
「
統
制
の
声
に
脅

か
さ
れ
て
命
乞
ひ
を
し
て
ゐ
る
」
小
説
に
対
し
て
河
上
は
、
「
さ
う
い
ふ
も

の
を
読
ん
で
ゐ
る
と
、
私
は
反
動
的
に
感
じ
る
の
だ
、
子
供
つ
ぽ
い
小
説

で
も
、
線
の
細
い
筆
法
で
も
い
・
、
た
“
文
学
の
香
り
が
ム
ン
く
む
せ

返
る
や
う
な
小
説
を
読
ん
で
み
た
い
、
と
。
ま
あ
こ
ん
な
気
持
は
、
バ
タ

や
円
タ
ク
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
つ
た
旧
体
制
時
代
へ
の
夢
見
た
い
な
も
の

で
、
た
あ
い
も
な
い
も
の
だ
が
、
兎
に
角
さ
う
い
ふ
ム
ラ
気
を
起
さ
せ
る

に
十
分
な
も
の
は
あ
る
」
と
い
う
感
想
め
い
た
も
の
を
洩
ら
す
。
し
か
し

そ
れ
は
本
当
に
「
た
あ
い
の
な
い
も
の
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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1
2
月
8
日
の
開
戦
お
よ
び
そ
の
戦
果
は
、
そ
の
よ
う
な
河
上
の
思
い
を

一
新
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
1
7
年
1
月
号
の
文
芸
時
評
の
第
2
回
は

「
光
栄
あ
る
日
」
と
題
さ
れ
、
「
遂
に
光
栄
あ
る
秋
が
来
た
」
と
い
う
一
行

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
「
混
沌
暗
澹
た
る
平
和
は
、
戦
争
の

純
一
さ
に
比
べ
て
、
何
と
濁
つ
た
、
不
快
な
も
の
で
あ
る
か
！
」
と
偽
ら

ざ
る
思
い
を
述
べ
、
「
か
う
い
ふ
時
期
に
こ
そ
、
文
学
に
は
『
文
』
の
領
域

が
あ
る
こ
と
を
は
つ
き
り
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
訳
だ
」
「
文
学
と
い
ふ

も
の
は
さ
う
い
ふ
非
常
時
に
於
け
る
日
常
性
と
い
ふ
、
女
性
的
な
面
を
引

受
け
て
精
神
作
興
に
役
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
、
非
常
時
に
お
け
る

「
日
常
性
の
秩
序
の
保
存
者
」
と
し
て
の
文
学
の
役
割
を
強
調
す
る
と
共

に
、
「
現
在
は
生
き
た
人
間
、
或
は
生
き
ゆ
く
人
間
を
除
い
て
は
、
魅
力
も

必
要
も
な
い
時
代
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
在
の
綜
合
雑
誌
で
一
番
面
白

い
原
稿
は
何
か
と
い
へ
ば
、
私
は
躊
躇
な
く
、
軍
人
そ
の
他
現
在
の
政
治

界
の
大
立
者
の
書
く
あ
の
短
い
修
養
訓
や
時
局
観
の
文
章
だ
。
（
中
略
）
何

故
な
ら
、
こ
・
に
は
確
か
に
一
人
の
『
人
間
』
が
ゐ
る
こ
と
が
は
つ
き
り

感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
戦
時
下
に
「
生
き
た

人
間
、
或
は
生
き
ゆ
く
人
間
」
に
と
っ
て
の
「
近
代
の
超
克
」
（
「
文
学
界
」

昭
和
1
7
年
9
・
1
0
月
）
の
問
題
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
河
上
に
と
っ
て
、

あ
の
「
た
、
・
文
学
の
香
り
が
ム
ン
く
む
せ
返
る
や
う
な
小
説
を
読
ん
で

み
た
い
」
と
い
う
「
た
あ
い
も
な
い
」
思
い
は
、
果
た
し
て
ど
こ
へ
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
V

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
そ
の
頃
中
島
敦
は
、
南
洋
庁
の
国
語
編
修
書
記
と
し
て
パ
ラ
オ
島
に
い

た
。
遺
稿
と
な
っ
た
『
章
魚
木
の
下
で
』
（
「
新
創
作
」
昭
和
1
8
年
1
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

の
中
で
、
彼
は
パ
ラ
オ
で
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
「
思
へ
ば
自
分
は
今
迄

章
魚
木
の
下
で
、
時
局
と
文
学
に
就
い
て
全
く
何
と
ノ
ン
ビ
リ
し
た
考
へ

方
し
か
し
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
か
と
我
な
が
ら
驚
い
た
。
ノ
ン
ビ
リ
し
た

考
へ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
て
ん
で
何
も
考
ぺ
な
か
つ
た
の
だ
。
戦
争
は
戦

争
、
文
学
は
文
学
。
全
然
別
の
も
の
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
」
と
述
べ
、

戦
時
下
に
お
い
て
「
文
学
が
其
の
効
用
を
発
揮
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

斯
う
い
ふ
時
世
に
兎
も
す
れ
ば
見
の
が
さ
れ
勝
ち
な
我
々
の
精
神
の
外
剛

内
柔
性
1
ー
或
ひ
は
、
気
負
ひ
立
つ
た
外
面
の
下
に
隠
さ
れ
た
思
考
忌
避

性
と
い
つ
た
や
う
な
も
の
へ
の
、
一
種
の
防
腐
剤
と
し
て
で
あ
ち
う
と
思

は
れ
る
」
と
い
う
「
文
学
を
ポ
ス
タ
ー
的
実
用
に
供
し
た
く
な
い
気
持
」

を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
河
上
の
言
う
「
日
常
性
の
秩
序
の
保
存

者
」
と
し
て
の
文
学
の
役
割
と
は
全
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
が

「
生
き
る
こ
と
、
見
る
こ
と
、
働
く
こ
と
、
す
べ
て
が
［
人
の
人
間
の
中

で
一
つ
と
な
り
、
更
に
こ
の
一
つ
が
一
億
の
国
民
を
通
じ
て
一
つ
で
あ
る

と
い
ふ
状
態
」
（
「
光
栄
あ
る
日
」
）
の
た
め
に
そ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
な

ら
ば
、
前
者
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
状
態
」
に
抗
う
も
の
と
し
て
の
「
防

腐
剤
」
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
中
島
の
戦
時
下
に
お
け
る
「
抵
抗
」

と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
昭
和
1
6
年
1
2
月
1
4
日
付
の
パ
ラ
オ
か
ら
の
夫

人
宛
の
手
紙
の
中
で
も
「
い
よ
く
来
る
べ
き
も
の
が
来
た
ね
。
ど
う
だ

い
、
日
本
の
海
軍
機
の
す
ば
ら
し
さ
は
。
ラ
ジ
オ
が
自
由
に
聞
け
る
そ
ち

ら
が
う
ら
や
ま
し
い
な
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
戦
争
に
対
し
て
は
当
時
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
V

般
の
受
け
と
め
方
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
た
」
。
中

島
は
た
だ
「
戦
時
下
の
国
民
の
一
人
と
し
て
戦
争
遂
行
に
必
要
な
実
務
」

と
「
文
学
」
と
を
分
け
て
、
「
現
在
も
尚
旺
盛
な
創
作
熱
に
と
り
愚
か
れ
て

ゐ
る
」
自
分
は
「
文
学
」
を
選
び
取
る
こ
と
を
表
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
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中
島
敦
が
残
し
た
小
説
を
読
む
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト

は
、
河
上
徹
太
郎
が
軍
人
や
政
治
家
の
修
養
訓
や
時
局
観
に
見
出
し
た
「
人

間
」
を
否
定
す
る
。
日
野
啓
三
氏
は
「
中
島
敦
は
大
学
で
は
国
文
科
出
身

な
の
に
、
今
度
改
め
て
彼
の
作
品
を
読
み
直
し
な
が
ら
、
紫
式
部
も
芭
蕉

も
一
語
も
出
て
こ
な
い
こ
と
に
一
見
奇
異
の
感
を
覚
え
も
し
た
」
「
芥
川
龍

之
介
風
に
日
本
の
過
去
の
物
語
を
題
材
に
し
て
も
い
な
い
」
「
一
九
四
〇
年

前
後
の
日
本
、
と
い
う
現
実
に
、
彼
の
自
己
は
縛
ら
れ
て
い
な
い
。
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
V

く
と
も
戦
争
の
時
代
的
現
実
に
」
と
い
う
一
連
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
が
、

歴
史
的
に
・
同
時
代
的
に
日
本
人
と
し
て
の
「
人
間
」
を
強
要
す
る
周
囲

の
現
実
に
対
し
て
、
中
島
は
た
だ
、
異
国
の
、
太
古
の
文
献
の
〈
文
字
〉

の
行
間
に
古
代
人
の
〈
声
〉
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
再
び
く
文
字
V
で
表

現
し
よ
う
と
し
た
。
「
文
学
の
香
り
が
ム
ン
く
む
せ
返
る
や
う
な
」
そ
れ

ら
の
小
説
は
、
半
世
紀
を
過
ぎ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
「
無
数
の
生
き
た
読

者
の
手
で
、
数
か
ぎ
り
な
い
生
き
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
よ
み
が
え

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
た
め
の
力
を
手
に
入
れ
」
た
の
で
あ
る
。

注
（
1
）
　
勝
又
浩
「
中
島
敦
の
出
発
」
（
「
文
学
・
語
学
」
4
2
号
、
昭
和
4
1

　
　
年
1
2
月
）

（
2
）
　
『
中
島
敦
全
集
2
』
勝
又
浩
「
解
題
」
（
ち
く
ま
文
庫
、
平
成
5

　
　
年
3
月
）
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
木
村
瑞
夫
「
『
古
諌
』
六
篇
説
再

　
　
考
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
第
3
9
集
、
昭
和
6
3
年
1
0
月
）
の
中
で
既

　
　
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
深
田
の
回
想
「
中
島
敦
君
の
作
品
」
（
文
治
堂
書
店
版
『
中
島
敦

　
全
集
』
第
3
巻
月
報
「
ツ
シ
タ
ラ
」
第
2
輯
、
昭
和
4
9
年
1
1
月
、

　
所
収
）
の
中
で
は
「
『
古
課
』
の
六
篇
l
I
全
集
第
四
巻
で
は
『
古

　
諦
』
『
古
俗
』
二
篇
に
分
け
て
あ
る
が
、
私
の
確
実
な
記
憶
で
は
、

　
初
め
は
『
古
諏
』
六
篇
で
あ
る
。
今
度
全
集
で
『
古
俗
』
の
二
篇
、

　
　
『
牛
人
』
と
『
盈
虚
』
を
活
字
で
初
め
て
読
ん
だ
が
、
そ
れ
が
私

　
　
が
『
古
謹
』
の
原
稿
で
前
に
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ハ
ッ
キ

　
リ
認
識
し
た
」
（
傍
点
原
文
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
深

　
　
田
が
中
島
に
宛
て
た
昭
和
1
7
年
3
月
3
1
日
付
の
手
紙
に
は
「
『
古

　
諌
』
が
文
学
界
二
月
号
に
載
つ
た
こ
と
は
も
う
御
承
知
だ
ら
う
と

　
思
ひ
ま
す
。
四
篇
の
う
ち
二
篇
だ
け
載
せ
た
の
は
、
あ
の
二
篇
が

　
す
ぐ
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
す
」
と
あ
る
。

（
4
）
　
「
『
山
月
記
』
論
－
『
古
謬
』
の
世
界
1
」
（
「
国
語
国
文
研

　
　
究
」
3
1
号
、
昭
和
4
0
年
9
月
）

（
5
）
　
（
1
）
に
同
じ
。

（
6
）
　
「
中
島
敦
　
本
文
お
よ
び
作
品
鑑
賞
　
山
月
記
」
（
『
鑑
賞
日
本
現

　
　
代
文
学
』
第
1
7
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和
5
7
年
1
月
、
所
収
）

（
7
）
　
「
『
古
諌
』
か
ら
『
古
俗
』
へ
」
（
『
中
島
敦
の
作
品
研
究
』
明
治

　
　
書
院
、
昭
和
5
1
年
9
月
、
所
収
）

（
8
）
　
「
『
古
諌
』
の
構
想
と
そ
の
背
景
I
l
中
島
敦
中
期
文
学
に
つ
い

　
　
て
の
一
考
察
1
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
和
5
6
年
1
0
月
）

（
9
）
　
「
中
島
敦
『
古
諌
・
古
俗
』
論
－
統
一
性
と
分
割
性
に
関
す
る

　
　
考
察
ー
」
（
「
国
語
国
文
」
平
成
元
年
9
月
）

（
1
0
）
　
『
昭
和
作
家
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
　
中
島
敦
』
勝
又
浩
・
木
村
一
信

　
　
編
（
双
文
社
出
版
、
平
成
4
年
1
1
月
）
所
収
。
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（
1
1
）
　
『
古
讃
』
の
引
用
は
筑
摩
書
房
版
『
中
島
敦
全
集
』
第
1
巻
（
昭

　
　
和
5
1
年
3
月
）
に
拠
り
、
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
1
2
）
　
「
『
古
諌
』
成
立
期
考
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
和
5
5
年
7
月
）

（
1
3
）
　
筑
摩
書
房
版
『
中
島
敦
全
集
』
第
二
巻
解
題
（
郡
司
勝
義
編
、

　
　
鋭
頁
、
昭
和
5
1
年
5
月
）
参
照
。

（
1
4
）
　
（
9
）
に
同
じ
。

（
1
5
）
　
「
詩
は
い
か
に
し
て
伝
え
ら
れ
た
か
1
詩
集
の
成
立
と
伝
播
」

　
　
（
「
し
に
か
」
平
成
6
年
9
月
）

（
1
6
）
　
『
山
月
記
』
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
復
讐
l

　
l
中
島
敦
『
山
月
記
』
1
」
（
「
昭
和
文
学
研
究
」
第
2
8
集
、
平

　
　
成
6
年
2
月
）
参
照
。

（
1
7
）
　
「
無
文
字
文
化
と
文
字
社
会
」
（
『
ク
ロ
ニ
ッ
ク
世
界
全
史
』
講
談

　
　
社
、
平
成
6
年
1
1
月
、
麗
～
脚
頁
）

（
1
8
）
　
河
上
は
「
文
学
界
」
昭
和
1
7
年
6
月
号
の
文
芸
時
評
「
古
典
の

　
　
発
想
」
の
中
で
中
島
の
『
光
と
風
と
夢
』
を
取
り
上
げ
て
、
「
恐
ら

　
　
く
豊
富
な
教
養
を
以
て
、
形
の
な
い
夢
を
追
つ
て
ゐ
た
氏
は
、
本

　
　
誌
二
月
号
所
載
の
『
古
課
』
の
二
短
篇
の
如
き
ア
レ
ゴ
リ
イ
に
、

　
　
強
い
て
自
分
の
知
性
の
運
命
を
暫
定
的
に
占
ひ
盛
つ
て
ゐ
た
の
で

　
　
あ
る
が
、
そ
れ
を
此
の
作
品
で
、
主
人
公
の
健
康
へ
の
憧
れ
と
、

　
　
伝
奇
と
自
己
告
白
の
間
に
動
揺
す
る
作
家
的
反
省
と
文
明
か
ら
の

　
　
逃
避
と
の
間
に
、
近
代
人
の
知
性
と
自
然
と
の
闘
争
と
い
ふ
物
語

　
　
り
の
筋
を
発
見
し
、
そ
れ
の
よ
つ
て
自
分
の
夢
に
仮
初
の
形
を
与

　
　
へ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
木
村
一
信
「
文
学
史
的
定
位
の
基
点
ー
『
章
魚
木
の
下
で
』

　
　
を
視
座
と
し
て
ー
」
（
『
中
島
敦
論
』
双
文
社
出
版
、
昭
和
6
1
年

　
　
2
月
、
所
収
）

（
2
0
V
　
「
解
説
　
文
学
と
い
う
恩
寵
」
（
『
中
島
敦
全
集
3
』
ち
く
ま
文
庫
、

　
　
平
成
5
年
5
月
、
所
収
）

（
2
1
）
　
W
－
J
・
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』
（
藤
原
書
店
、

　
　
平
成
3
年
1
0
月
、
況
頁
）
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