
司

一

北
村
透
谷
の
文
学
史
上
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
次
の
よ
う
な
見
解

が
と
ら
れ
て
い
る
。

透
谷
は
自
由
民
権
運
動
に
イ
ン
ス
パ
イ
ァ
さ
れ
て
人
間
性
の
近
代
的
解
放
の

激
し
い
欲
求
を
持
ち
、
そ
れ
故
に
封
建
的
な
旧
倫
理
と
習
俗
と
に
対
し
て
大
胆

な
挑
戦
を
行
っ
た
。
そ
し
て
坪
内
遁
遙
・
二
葉
亭
四
迷
・
森
鴎
外
を
経
て
来
た

日
本
近
代
文
学
史
上
に
於
て
、
近
代
的
人
間
的
理
想
の
つ
き
つ
め
た
内
面
把
握

を
行
い
、
そ
こ
か
ら
発
し
た
諸
要
求
の
意
味
と
権
威
と
を
身
を
以
て
確
認
す
る

こ
と
の
う
ち
に
文
学
の
新
し
く
深
い
存
在
理
由
を
創
り
出
し
て
近
代
文
学
の
主

体
確
立
を
最
初
に
実
現
し
た
。
し
か
し
現
実
の
近
代
的
未
成
熟
の
た
め
に
、
こ

の
人
間
的
理
想
と
要
求
と
を
実
生
活
の
中
に
実
現
し
得
べ
き
も
の
と
し
て
で
な

し
に
、
実
生
活
「
実
世
界
」
に
和
解
し
難
く
対
立
す
る
観
念
的
な
「
想
世
界
」

に
於
て
実
現
す
る
ぺ
き
も
の
と
す
る
小
市
民
的
狭
縊
さ
を
余
儀
な
く
し
た
。
（
小

田
切
秀
雄
「
近
代
日
本
の
作
家
た
ち
」
）

た
し
か
に
こ
の
一
般
的
評
価
は
、
透
谷
の
文
学
史
的
評
価
と
整
理
の
意
味
で

は
正
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
・
私
も
、
ゞ
」
の
一
般
的
見
解
を
一
応
肯
定
し
な
が
ら
、

今
ま
で
と
も
す
る
と
そ
の
用
語
の
ま
き
で
解
決
さ
れ
た
も
の
と
し
て
放
置
さ
れ

、
、
、
、
、
、
、

て
い
た
近
代
文
学
の
主
体
と
名
づ
け
ら
れ
る
彼
の
思
想
の
内
容
を
掘
り
起
す
↑
」

透
谷
私
論

こ
と
を
の
論
の
第
一
の
目
標
と
し
た
。
つ
ま
り
私
の
し
よ
う
と
す
る
仕
事
は
、

透
谷
の
詩
・
小
説
・
評
論
、
そ
れ
自
体
の
意
味
や
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
述
べ
ら
れ
た
本
質
的
思
考
ｌ
文
学
精
神
・
人
間

観
Ｉ
を
出
来
る
だ
け
系
統
だ
て
て
見
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
つ
け
加

え
る
な
ら
ば
、
文
学
を
「
各
時
代
に
於
け
る
新
し
い
人
間
観
の
創
造
作
業
」
だ

と
規
定
し
、
従
っ
て
透
谷
を
日
本
で
最
初
の
近
代
的
人
間
観
の
創
造
主
と
し
て

見
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
応
「
内
部
生
命
論
」
を

頂
点
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
到
達
過
程
と
、
そ
れ
を
頂
上
に
し
た
現
実
世
界
へ
の

下
降
を
ｌ
「
内
部
生
命
論
」
を
頂
と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
ｌ
人
間
観
と
し
て

整
理
し
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
が
本
論
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
仕
事
に
加
え
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
た
文
学
史
上
の
透
谷
の
位
置
づ
け
を
ど
う
す
ぺ
き
か
を
改
め
て

第
二
の
視
点
と
し
、
結
び
に
代
え
た
。
こ
の
視
点
の
試
み
は
、
日
本
文
学
思
潮

が
浪
漫
主
義
か
ら
自
然
主
義
に
移
行
し
た
な
ど
と
い
う
一
般
化
し
た
類
型
的
機

械
的
な
整
理
方
法
へ
の
わ
ず
か
な
批
判
と
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㈲
明
治
二
十
年
代
の
社
会
と
人
間

明
治
維
新
政
府
の
政
治
は
、
封
建
的
な
権
力
に
よ
っ
て
近
代
化
が
推
進
さ
れ

白
井

伸

一
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日
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る
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
。
ま
た
明
治
維
新
そ
の
も
の
も
、
不
完
全
な

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
々
義
革
命
に
終
っ
た
た
め
に
、
封
建
的
道
徳
と
近
代
主
義
と

が
混
乱
し
た
ま
＆
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
態
に
輪
を
か
け
て
、
政
府
は

条
約
改
正
を
目
標
と
し
て
、
欧
米
文
物
の
外
面
だ
け
を
模
倣
す
る
極
端
な
欧
化

主
義
政
策
を
と
り
、
更
に
は
日
本
帝
国
憲
法
を
発
布
し
て
天
皇
制
絶
対
主
義
へ

の
道
も
取
り
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
政
府
は
、
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
根

本
理
念
に
基
づ
い
て
実
質
的
な
近
代
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
自
由
民
権
運
動

を
激
し
く
弾
圧
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
社
会
的
現
実
か
ら
、
文
学
内
容
の
方
向
と
し
て
は
、
次
の
三
点
が
問
題

と
な
る
筈
で
あ
っ
た
。

①
残
存
す
る
い
く
つ
か
の
封
建
的
意
識
の
残
骸
を
ぶ
ち
こ
わ
す
こ
と
。

②
上
か
ら
の
近
代
化
で
な
く
、
国
民
的
な
視
点
か
ら
近
代
的
人
間
観
を
打

ち
建
て
る
事
（
下
か
ら
の
近
代
化
）
に
よ
っ
て
既
成
倫
理
か
ら
人
間
を
す

み
人
～
ま
で
解
放
し
、
芸
術
の
世
界
に
「
近
代
」
と
い
う
明
確
な
時
代
区

分
を
設
定
す
る
事
。

③
更
に
天
皇
制
と
ど
う
対
決
す
る
か
と
い
う
事
。

こ
の
三
つ
の
視
点
を
、
当
時
の
小
説
家
た
ち
、
わ
け
て
も
こ
の
問
題
を
人
間
本

質
の
問
題
と
し
て
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
透
谷
を
考
え
て
行
く
上
の
ス
ポ
ッ

ト
と
し
た
い
。

口
透
谷
の
問
題
意
識

彼
は
当
時
の
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。
「
維
新
の
革
命
が
政
治

の
現
象
界
に
於
て
旧
習
を
打
破
し
た
」
こ
と
は
「
萬
目
の
公
認
す
る
と
こ
ろ
」

で
あ
る
。
そ
し
て
「
武
士
と
平
民
と
を
一
団
の
国
民
と
な
し
た
」
の
も
「
実
に

此
革
命
」
で
あ
る
。
八
明
治
文
学
管
見
Ｖ
し
か
し
「
精
神
の
自
由
を
欲
求
す

ろ
」
の
は
「
人
性
の
大
法
」
で
あ
り
、
「
最
後
に
到
達
す
べ
き
は
各
個
人
の
自

由
に
あ
る
の
み
」
に
も
か
農
わ
ら
ず
「
政
治
上
の
組
織
に
於
て
は
、
今
日
未
だ

此
目
的
の
半
ば
を
得
た
」
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
明
治
初
期
の
思
想

は
、
徳
川
時
代
に
つ
ぐ
「
第
二
の
混
沌
」
で
あ
る
。
こ
の
混
沌
の
根
本
は
「
二

個
の
潮
流
」
の
衝
突
で
、
そ
の
一
つ
は
「
長
上
者
の
個
人
的
の
自
由
の
み
を
承

認
し
て
国
家
公
共
の
独
立
自
由
を
知
ら
ず
」
「
各
個
人
の
自
由
」
を
認
め
な
い

「
族
長
制
的
思
想
」
の
東
洋
思
想
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
公
共
的
自
由
を
経

験
と
学
理
に
よ
っ
て
確
認
且
つ
握
取
」
し
た
「
共
和
思
想
」
の
「
西
洋
思
想
」

な
の
で
あ
る
。
Ｉ
透
谷
自
身
は
西
洋
思
想
に
学
ぶ
こ
と
の
あ
る
事
を
暗
示
す
る

と
共
に
「
民
権
と
い
う
名
を
か
り
て
超
」
つ
た
「
個
人
精
神
」
も
こ
の
影
響
が

あ
り
、
そ
の
思
想
は
政
府
の
弾
圧
に
あ
っ
て
．
た
び
沈
静
し
」
「
潜
在
し
」

て
い
る
現
状
で
あ
る
こ
と
を
洞
破
す
る
。
そ
し
て
そ
の
基
本
的
精
神
が
失
わ
れ

て
い
る
反
面
「
物
質
的
革
命
」
ば
か
り
が
進
み
、
人
間
の
「
精
神
が
奪
は
れ
つ

つ
あ
る
。
」
こ
の
「
物
質
的
革
命
」
は
先
の
二
者
の
衝
突
で
は
な
く
「
外
部
の

刺
戟
」
に
よ
っ
て
来
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
で
は
い
わ
ば
こ
の
精
神
的
危
機

の
状
況
に
お
い
て
文
学
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
ｌ
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に

言
い
切
る
。

現
在
の
「
多
数
の
文
豪
は
何
を
求
め
て
汲
々
」
と
し
て
い
る
の
か
解
ら
な

い
。
「
何
事
も
消
極
的
に
退
縮
し
人
生
の
霊
現
な
る
実
存
を
證
明
し
」
よ
う

と
も
し
な
い
。
「
当
代
文
学
の
潮
流
真
に
憂
ふ
可
き
」
で
あ
る
。
（
「
徳
川
時

代
の
平
民
的
思
想
」
「
当
世
文
学
の
潮
模
様
」
．
種
の
撰
夷
思
想
」
）

こ
れ
ら
の
社
会
観
察
は
極
め
て
直
感
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
封
建
制
意
識
の
残

存
、
西
欧
文
化
の
不
自
然
な
受
入
れ
、
そ
れ
ら
の
打
破
が
、
人
間
、
文
学
の
志

向
す
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
感
じ
取
っ
て
い
る
。
こ
の
社
会
へ
の
姿
勢

一
九



は
文
学
が
社
会
的
広
が
り
を
持
つ
上
で
大
切
で
あ
り
、
後
の
私
小
説
作
家
の
意

識
に
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
目
し
た
い
。
そ
し
て
彼
自

ら
は
「
高
遠
な
る
虚
想
を
以
て
真
に
広
澗
な
る
家
屋
、
真
に
快
美
な
る
境
地
、

真
に
雄
大
な
る
事
業
を
視
」
、
「
空
隙
よ
り
」
「
人
間
に
為
す
ぺ
き
天
職
を
捉
り

来
」
る
こ
と
、
「
萬
物
の
霊
長
と
し
て
」
誇
る
べ
き
「
荘
厳
を
」
見
出
す
こ
と

を
自
己
の
使
命
と
し
て
絶
叫
す
る
。
（
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」

「
我
牢
獄
」
）

日
透
谷
の
と
り
く
み

こ
の
人
間
的
課
題
に
添
っ
て
彼
の
活
動
は
始
め
ら
れ
た
。

自
我
に
目
覚
め
た
彼
の
思
考
の
根
底
は
、
自
由
へ
の
激
し
い
希
求
で
あ
っ

た
。
こ
蚤
に
文
学
史
上
初
め
て
自
由
と
い
う
概
念
が
、
尊
い
も
の
と
し
て
高
ら

か
に
歌
い
あ
げ
ら
れ
た
。
更
に
彼
は
、
こ
の
自
由
を
根
本
に
人
間
の
全
て
に
美

と
肯
定
を
発
見
し
よ
う
と
し
、
封
建
時
代
、
社
会
的
に
は
反
道
徳
的
で
あ
っ
た
恋

愛
は
人
間
と
し
て
の
尊
い
証
し
で
あ
る
と
し
て
讃
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
文
学
史

上
、
近
世
へ
の
明
ら
か
な
訣
別
で
も
あ
っ
た
。

○
彼
等
は
山
頂
の
鷲
な
り
き

自
由
に
喬
木
の
上
を
舞
ひ
：
…
八
楚
因
詩
Ｖ

○
自
由
は
人
間
天
賦
の
霊
性
の
一
な
り
八
徳
川
時
代
の
平
民
的
思
想
Ｖ

○
恋
愛
は
人
生
の
秘
鋪
な
り
、
恋
愛
あ
り
て
後
人
生
あ
り
。

八
厭
世
詩
家
と
女
性
Ｖ

こ
の
自
由
と
恋
愛
の
讃
美
が
、
社
会
的
に
ど
れ
程
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か

は
実
証
す
る
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
こ
の
封
建
的
倫
理
の
打
破
と
近
代
的
人
間
観
形
成
へ
の
歩
み

二
○

も
、
そ
の
要
求
が
大
き
い
程
現
実
社
会
と
の
障
碍
を
鋭
く
感
じ
取
っ
た
に
違
い

な
い
。
そ
し
て
そ
の
障
碍
と
の
衝
突
と
闘
い
な
し
に
は
近
代
的
文
学
性
の
誕
生

は
な
い
筈
で
あ
っ
た
。

我
は
牢
獄
に
い
る
。
余
を
囲
む
に
は
堅
固
な
る
鉄
塀
あ
り
、
余
を
繋
ぐ
に
は

釧
鉄
の
連
鎖
あ
り
。

と
い
う
思
考
方
法
は
そ
こ
に
誕
生
し
た
。

「
蓬
莱
曲
」
「
楚
因
の
詩
」
等
の
詩
は
、
こ
の
牢
獄
の
如
き
現
実
を
ど
う
と
ら

え
、
ど
こ
に
光
を
見
つ
け
人
間
観
と
し
て
ど
う
組
み
立
て
て
行
く
か
と
い
う
彼

の
苦
悩
の
断
片
で
あ
る
。
し
か
し
透
谷
は
、
醜
悪
な
現
実
と
の
対
決
地
点
に
於

け
る
こ
の
仕
事
で
、
少
な
か
ら
ず
挫
折
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
即
ち
覚
醒
し
た
眼
を
現
実
の
矛
盾
に
向
け
、
そ
の
現
実
に
崇

高
な
人
間
的
色
彩
を
見
出
そ
う
と
す
る
思
考
方
法
を
失
っ
て
、
そ
の
人
間
的
尊

厳
を
自
己
内
部
の
壁
の
中
で
神
と
の
共
通
点
に
見
出
そ
う
と
す
る
方
向
に
変
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
文
学
精
神
を
現
実
的
に
し
て
ゆ
く
客
観
的

要
素
を
な
く
し
て
、
文
学
主
体
と
し
て
は
神
秘
的
、
閉
鎖
的
、
観
念
的
に
陥
い
る

方
向
を
宿
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
小
田
切
秀
雄
氏
の
い
う

「
透
谷
を
再
び
現
実
的
斗
争
に
向
っ
て
元
気
づ
け
．
．
…
・
る
人
民
的
運
動
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
結
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の

為
に
透
谷
と
自
由
民
権
運
動
と
の
接
触
に
触
れ
て
み
た
い
・
自
由
民
権
運
動
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
真
の
近
代
化
運
動
と
し
て
社
会
的
に
は
、
い
わ
ば

透
谷
を
再
び
「
現
実
に
向
か
っ
て
元
気
づ
け
る
」
唯
一
の
「
人
民
的
運
動
」
で
あ
り

透
谷
に
と
っ
て
見
れ
ば
現
実
に
近
代
的
人
間
性
の
光
を
発
見
す
る
大
切
な
モ
メ

ン
ト
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
運
動
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
、
人
間
性

の
光
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
か
、
特
に
明
治
二
十
年
の
政
変
と
透
谷
と
の
関
係



を
見
た
い
。
こ
の
政
変
は
言
論
の
自
由
、
地
祖
軽
減
、
外
交
挽
回
の
三
大
要
求
を

か
か
げ
て
政
府
に
迫
っ
た
大
同
団
結
の
斗
争
、
で
保
安
条
例
の
弾
圧
に
よ
っ
て

つ
ぶ
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
時
透
谷
の
恋
人
（
後
の
妻
）
石
坂
ミ
ナ
の
父
昌

孝
は
中
江
兆
民
等
と
共
に
東
京
を
追
放
さ
れ
た
。
従
っ
て
透
谷
に
も
切
実
な
問

題
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し

利
は
人
情
の
至
性
な
り
、
欲
は
社
会
の
流
動
体
な
り
。
“
：
・
・
・
世
の
壯
士
は
口

に
利
を
難
じ
欲
を
答
む
る
も
、
其
利
の
為
に
自
ら
責
む
る
を
悟
ら
ざ
る
な

（
石
坂
昌
孝
）

り
。
；
…
・
氏
は
、
其
生
来
の
義
心
を
以
て
誤
っ
て
壯
士
の
群
に
推
れ
た
り

．
：
．
：
無
謀
の
輩
に
誘
は
れ
た
り
。
（
石
坂
、
ミ
ナ
宛
書
）

と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
透
谷
は
、
こ
の
変
の
本
質
が
理
解
出
来
て
い
な
い
。

透
谷
が
「
無
謀
の
輩
」
が
「
暴
を
以
て
暴
を
制
せ
ん
」
と
し
た
も
の
と
し
て
否

定
し
た
こ
の
斗
争
は
、
客
観
的
に
は
、
売
国
条
約
案
、
言
論
弾
圧
に
反
対
し
た

自
由
民
権
運
動
史
上
劃
期
的
な
意
義
を
持
つ
民
主
主
義
斗
争
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
そ
の
放
縦
さ
の
一
面
性
だ
け
を
取
り
上
げ
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
近
代
的
民
主
的
な
面
に
自
由
を
求
め
る
人
間
的
な
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
て
良
い
筈
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
透
谷
は
、
小
田
切
氏
の
い
う
よ
う
に

現
実
的
斗
争
が
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
が
前
近
代
的
な
障

碍
に
は
っ
き
り
対
決
し
つ
笠
、
現
実
に
自
由
を
求
め
る
人
間
観
創
造
の
方
向
を

見
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
透
谷

自
体
の
人
間
追
求
方
法
の
誤
り
を
探
っ
て
見
よ
う
と
思
う
。

四
現
実
か
ら
の
後
退

彼
は
、
現
実
と
自
ら
の
人
間
観
の
間
に
あ
る
矛
盾
を
把
握
す
る
の
に
「
想
世

界
と
実
世
界
の
衝
突
」
と
い
う
二
元
論
的
対
立
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
（
厭
世

詩
家
と
女
性
）
こ
の
二
元
的
な
対
立
は
た
し
か
に
「
悪
戦
苦
闘
し
、
弓
折
れ
、

矢
つ
く
る
の
悲
運
を
招
く
」
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ

内
界
の
粉
憂
せ
る
時
に
わ
れ
は
寧
ろ
外
界
の
諸
識
別
を
遠
け
て
、
暗
黒
と
寂

莫
と
を
迎
ふ
る
の
念
あ
り
、
内
界
に
鑿
入
す
る
事
深
く
し
て
外
界
の
地
層
を

没
却
す
る
は
自
然
な
り
。
八
松
島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
Ｖ

彼
は
「
想
世
界
に
住
む
実
世
界
の
敗
將
」
と
な
り
つ
き
あ
る
の
で
あ
る
。
八
厭

世
詩
家
と
女
性
Ｖ
彼
は
二
元
論
的
に
対
立
し
た
両
世
界
の
う
ち
、
実
世
界
を
捨

て
、
想
世
界
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
説
く
自
由
な
人
間
性
は
、
本
来
想

世
界
と
実
世
界
の
強
力
な
統
一
と
調
和
に
こ
そ
、
そ
の
実
現
が
あ
る
筈
で
あ
っ

た
の
に
、
こ
の
想
慨
界
選
択
は
、
二
元
論
的
方
法
の
欠
陥
で
も
あ
り
、
創
作
視

点
の
歪
曲
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
思
考
は
、
自
由
民
権
運
動
に
対

し
て
も
、
社
会
的
展
望
の
志
向
を
失
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
恋
愛
観
も
全
肉

体
と
全
精
神
と
の
解
放
に
価
値
を
お
き
そ
こ
に
人
間
の
無
限
の
可
能
性
を
追
求

す
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
人
間
の
尊
厳
を
精
神
の
霊
的
な
も
の
へ
、
神
秘
的

な
も
の
へ
求
め
る
方
向
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
自
由
が
精
神
内
に
閉
じ
こ

も
る
結
果
を
生
ん
だ
。

我
は
白
状
す
、
我
が
彼
女
と
相
見
し
第
一
回
の
会
合
に
於
て
、
我
霊
魂
は
其

半
分
を
失
ひ
て
彼
女
の
中
に
入
り
、
彼
女
の
霊
魂
の
半
分
は
断
た
れ
て
我
中

に
入
り
。
（
中
略
）
↑
」
の
半
裁
し
た
る
二
霊
魂
が
合
し
て
一
に
な
ら
ざ
れ
ぱ

彼
女
も
我
も
目
成
す
る
霊
魂
を
有
す
る
と
は
言
ひ
難
か
る
ぺ
し
。八

我
牢
獄
Ｖ

そ
し
て
自
然
へ
の
讃
美
も
．
そ
れ
に
積
極
的
に
美
を
求
め
、
自
我
と
対
決
さ
せ

と
ら
え
る
よ
り
も
、
そ
の
神
秘
的
な
一
面
に
自
我
を
滅
却
す
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
。

絶
大
の
景
色
は
．
：
…
「
我
」
を
も
没
了
す
る
も
の
な
り
。
絶
大
の
景
色
に
対

一
一
一



す
る
時
に
詞
句
全
く
尽
く
る
は
、
即
ち
「
我
」
の
全
部
既
に
没
了
し
去
れ
、
胱

惚
と
し
て
わ
が
此
に
あ
る
か
、
彼
に
あ
る
か
を
知
ら
ず
な
り
行
く
な
り
。
八
松

島
に
於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
Ｖ

五
実
世
界
か
ら
想
世
界
へ

二
元
論
的
追
求
に
よ
る
想
世
界
の
選
択
が
思
想
の
社
会
的
広
が
り
を
な
く
し

た
こ
と
は
、
当
時
の
人
間
の
課
題
を
本
質
的
に
解
決
す
る
こ
と
か
ら
一
歩
退
い

た
と
い
う
指
摘
は
一
応
肯
定
出
来
よ
う
。
し
か
し
内
部
追
求
が
神
秘
的
，
観
念

的
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
芸
術
を
創
造
す
る
母
胎
と
し
て
存
在
出
来
る

筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
神
秘
的
な
も
の
が
ど
う
表
現
さ
れ
る
か
も
視
点
の

一
つ
と
し
た
い
。
実
世
界
を
捨
て
た
透
谷
の
近
代
自
我
の
戦
い
は
、
社
会
か
ら

孤
立
し
た
人
間
の
内
部
に
中
心
が
置
か
れ
、
そ
の
中
で
人
間
の
尊
厳
を
見
出
す

追
求
と
な
る
。
彼
の
思
考
方
法
の
特
徴
で
あ
る
二
元
論
に
よ
っ
て
人
間
の
想
世

界
は
更
に
「
神
性
」
と
「
人
性
」
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。

思
へ
ぱ
、
わ
が
内
に
は
必
ず
和
ら
が
ぬ
爾
二
つ
の
性
あ
る
ら
し
◎
ひ
と
つ
は

神
性
、
ひ
と
つ
は
人
性
こ
の
二
つ
は
わ
が
内
に
小
休
み
な
き
戦
ひ
を
な
し

て
、
わ
が
死
ぬ
生
命
の
尽
く
る
時
ま
で
は
、
わ
れ
を
痛
ま
せ
、
疲
ら
せ
、
悩

ま
す
ら
む
。
八
蓬
莱
曲
Ｖ

近
代
的
自
我
に
目
覚
め
、
浪
漫
的
欲
求
を
持
つ
透
谷
が
、
自
己
内
部
の
二
元
的

対
立
の
中
で
浪
漫
主
義
的
人
間
観
を
推
し
通
す
努
力
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

浪
漫
主
義
が
人
間
の
偉
大
さ
へ
の
絶
対
的
信
頼
で
あ
る
以
上
、
自
己
の
中
に
神

を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
「
人
性
」
と
「
神
性
」
と
を
「
人
」
の
中
で
統
一
す

る
事
で
あ
り
、
彼
の
思
想
に
「
神
」
を
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
彼
の
心
の
中
の
人
性
と
神
性
の
対
立
は
「
互
ひ
に
主
権
を
争
ひ
つ
つ
、

屈
寛
の
武
器
を
装
ひ
て
、
い
つ
は
て
る
」
と
も
知
れ
ぬ
闘
い
で
あ
っ
た
に
違
い

一
一
一
一

な
い
。彼

は
こ
の
苦
し
み
が
人
間
に
と
っ
て
意
義
あ
る
こ
と
を
確
信
し
つ
つ
、
そ
の

果
て
に
到
達
し
た
場
所
は
、
人
間
の
中
の
「
神
性
」
で
あ
っ
た
。

六
「
内
部
生
命
」
の
肯
定

「
こ
の
両
性
の
；
・
…
闘
ふ
こ
と
愈
々
多
く
し
て
、
愈
々
激
奮
し
」
「
疲
廃
し

、
、
、
、

て
昏
睡
す
る
が
如
き
間
に
」
「
悪
」
は
「
善
に
転
じ
」
「
心
機
妙
変
」
に
よ
つ

、
、
、
、
、
、

て
、
人
間
に
は
「
心
宮
内
の
秘
官
」
が
発
言
出
来
る
と
彼
は
主
張
し
て
い
る
。

（
「
心
機
妙
変
を
論
ず
」
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
）
こ
の
「
秘
宮
」
と
は
、

人
間
が
人
間
と
し
て
の
崇
高
さ
に
於
て
神
と
相
通
じ
る
場
所
で
あ
り
、
「
人
生

の
最
大
至
宝
」
で
あ
る
「
永
遠
の
生
命
の
存
す
る
と
こ
ろ
」
済
と
確
信
し
た
の
で

あ
っ
た
。
現
実
が
醜
く
亀
愚
か
な
故
と
し
て
、
全
人
間
的
解
放
の
可
能
性
を
見

出
し
え
な
い
ま
ま
、
そ
こ
か
ら
目
を
遠
ざ
け
た
彼
で
は
あ
っ
た
が
、
人
間
の
窮

極
に
や
は
り
、
人
間
的
権
威
へ
の
信
頼
と
確
認
を
得
た
の
が
「
秘
宮
」
の
肯
定

で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
全
ゆ
る
自
由
も
恋
愛
も
住
む
こ
と
が
出
来
た
。
更
に
彼

は
、
こ
の
「
秘
宮
」
を
基
礎
に
し
て
想
世
界
の
完
成
を
急
ぐ
。
人
間
に
永
遠
の

生
命
を
肯
定
し
た
こ
と
は
、
人
生
を
現
在
の
み
で
な
く
未
来
に
至
る
も
の
と
し

て
見
」
、
そ
の
過
去
か
ら
現
在
、
未
来
へ
と
動
く
人
間
は
「
宇
宙
の
所
有
物
」

で
あ
り
、
「
人
間
個
々
の
希
望
は
宇
宙
の
精
神
」
と
合
体
す
る
こ
と
だ
と
考
え

る
。
八
頑
執
妄
排
の
弊
Ｖ
即
ち
彼
の
見
出
し
た
彼
内
部
の
神
（
秘
宮
）
は
、
こ

の
宇
宙
の
精
神
と
合
体
し
、
神
秘
的
に
統
一
さ
れ
る
し
、
叉
造
化
自
然
も
宇
宙

精
神
の
一
表
現
に
す
ぎ
な
い
が
故
に

富
獄
よ
汝
こ
そ
不
朽
、
不
死
に
邇
き
も
の
か
、
：
．
：
．
「
自
由
」
汝
と
共
に
あ

り
八
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
Ｖ

と
讃
え
、
人
間
と
世
界
の
調
和
、
自
由
の
精
神
が
そ
の
神
秘
の
中
で
完
成
さ



れ
、
神
秘
の
中
で
歌
わ
れ
る
。

人
間
の
最
奥
な
る
所
、
之
を
人
間
の
空
と
言
ひ
、
造
化
の
最
奥
な
る
と
こ
ろ

之
を
造
化
の
霊
と
言
ふ
。
そ
こ
に
大
卒
等
の
理
あ
る
な
り
。
八
萬
物
の
声
と

詩
人
Ｖ

自
己
の
秘
宮
の
至
大
至
宝
な
る
も
の
が
、
人
間
の
中
に
あ
る
神
で
あ
り
、
そ
の

秘
宮
は
そ
れ
故
に
、
宇
宙
の
精
神
と
通
じ
て
未
来
に
存
続
し
、
人
間
を
囲
む
自

然
内
の
詩
神
も
又
そ
れ
と
調
和
す
る
と
浪
漫
詩
人
は
断
定
す
る
。
そ
の
秘
宮
に

、
、
、
、

秘
む
至
大
至
宝
の
世
界
、
そ
れ
こ
そ
「
内
部
生
命
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
八
内
部
生
命
論
Ｖ
こ
の
「
内
部
生
命
」
の
肯
定
に
よ
っ
て
、
人

間
、
宇
宙
、
時
間
、
空
間
を
見
る
時
、
全
て
こ
れ
ら
は
統
一
さ
れ
る
。
神
的
な

も
の
と
人
的
な
も
の
と
は
、
人
間
の
中
で
も
、
時
間
、
空
間
の
中
で
も
融
合
さ

れ
、
神
が
行
き
渡
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
彼
の
選
ん
だ
想
世
界
そ
の
も
の
は

「
内
部
生
命
」
の
肯
定
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
再
造
さ
れ
た
内

部
生
命
の
眼
を
以
て
観
る
時
」
徳
川
時
代
の
虚
無
思
想
も
視
友
社
の
文
学
も
、

「
不
生
命
思
想
」
と
し
て
批
判
出
来
た
し
、
哲
学
、
文
学
倫
理
も
内
部
生
命

を
極
め
る
か
ど
う
か
で
そ
の
価
値
判
断
を
す
る
事
が
出
来
た
。
こ
の
透
谷
の
、
全

て
の
人
に
内
部
生
命
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
は
、
結
局
人
間
が
窮
極
的
に
善

で
あ
り
、
神
や
宇
宙
に
通
じ
る
永
遠
の
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
人
間

肯
定
な
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
そ
う
考
え
れ
ば
近
代
的
人
間
の
精
神
は
、
内

部
生
命
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
恋
愛
に
し
て
も
内
部
生
命
の
赤
裸
々
な
暴

露
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
主
張
が
近
代
人
を
支
え
る
精
神
的
支

柱
で
あ
り
、
近
代
芸
術
の
創
作
地
点
の
詩
的
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
前

に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
実
世
界
、
想
世
界
の
区
別
か
ら
想
世
界
を
選
択
す
る
と
い

う
方
法
論
的
誤
り
は
、
そ
の
近
代
的
内
容
を
彼
個
人
の
想
世
界
内
で
し
池
広
げ

ら
れ
ず
、
現
実
性
の
薄
い
追
求
と
な
っ
た
。
そ
し
て
更
に
、
人
間
の
心
を
人
性

と
神
性
の
対
立
に
よ
り
な
る
と
考
え
・
人
間
に
秘
宮
、
内
部
生
命
が
存
在
す
る

と
い
う
思
想
は
常
に
現
実
に
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
背
景
に
持
た
な
い
存
在

論
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
人
性
、
神
性
の
対

立
、
秘
宮
、
内
部
生
命
の
内
容
を
具
体
的
事
実
の
中
に
見
出
し
作
品
と
し
て
表

現
せ
ず
、
そ
れ
ら
が
観
念
の
世
界
で
対
立
し
、
次
の
存
在
に
変
る
な
ど
と
い
う

概
念
の
断
定
だ
け
で
論
理
を
進
め
よ
う
と
す
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
方

法
は
形
而
上
の
世
界
に
観
念
の
存
在
を
肯
定
し
て
ゆ
く
論
法
で
あ
り
、
そ
の
為

に
主
観
的
で
、
苦
悩
が
客
観
化
さ
れ
な
い
ま
農
彼
の
襯
念
の
世
界
に
ナ
マ
の
ま

畠
朗
じ
こ
め
ら
れ
る
と
い
う
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
人
間
追
求
方
法
は
、

思
考
内
容
が
具
体
を
通
し
て
形
象
化
さ
れ
る
小
説
の
創
作
視
点
と
し
て
も
不
十

分
で
あ
り
、
そ
の
為
に
彼
の
小
説
が
彼
の
思
考
の
深
さ
に
比
ぺ
て
は
る
か
に
感

動
が
浅
く
不
明
解
に
終
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
彼
自
ら
が
想

世
界
を
選
択
す
る
と
い
う
出
発
の
為
に
、
人
間
の
尊
厳
の
追
求
を
「
如
何
に
人

間
が
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
本
質
的
課
題
と
関
連
さ
せ
、
苦
悩
を
有
機
的
に

方
向
づ
け
出
来
ず
に
そ
れ
を
対
象
化
し
、
類
型
化
し
て
ゆ
く
方
向
を
と
っ
た
こ

と
に
原
因
し
よ
う
。
こ
の
欠
点
を
持
ち
な
が
ら
も
、
や
は
り
彼
の
思
考
は
、
そ

の
ま
き
、
苦
悩
す
る
詩
人
の
そ
れ
と
し
て
近
代
浪
漫
主
義
精
神
の
思
索
家
の
そ

れ
と
し
て
輝
や
い
て
い
る
こ
と
は
勿
論
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

七
想
世
界
か
ら
実
世
界
へ
ｌ
現
実
へ
の
下
降

彼
は
「
内
部
生
命
」
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
想
世
界
で
は
融
和

点
を
見
出
し
た
。
だ
が
こ
れ
で
作
業
は
終
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
想
世
界
の

結
論
が
実
世
界
で
は
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
た
か
と
い
う
政
治
思
想
的
側
面
を
考

え
て
見
た
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
「
人
生
は
社
会
周
辺
の
事
実
に
囲
ま
れ
て
」

一
一
一
一
一



「
性
行
を
経
倫
す
べ
き
倫
理
」
が
常
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
，
彼
の

「
実
行
的
道
徳
」
の
考
察
で
あ
る
。
八
実
行
的
道
徳
Ｖ

「
内
部
生
命
」
は
「
情
熱
」
、
「
熱
意
」
に
よ
っ
て
外
界
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
。
八
熱
意
Ｖ

透
谷
研
究
家
の
一
般
的
見
解
は
、
彼
が
共
和
思
想
の
持
主
で
あ
る
こ
と
を
主

張
す
る
が
、
今
ま
で
考
え
て
来
た
よ
う
に
、
少
々
疑
問
で
あ
る
。

１
、
自
由
民
権
運
動
を
正
し
く
理
解
出
来
て
い
な
い
。

２
、
欽
定
憲
法
、
教
育
勅
語
等
に
も
全
く
発
一
言
し
て
い
な
い
。

３
、
当
時
共
和
思
想
の
先
進
的
立
場
を
と
っ
た
中
江
兆
民
に
も
批
判
的
で
あ

ヲ
（
》
◎

吾
…
居
士
の
高
風
を
遠
羨
せ
し
こ
と
あ
る
も
の
な
り
、
而
し
て
今
や

居
士
在
ら
ず
徒
ら
に
半
仙
半
商
の
中
江
篤
介
法
儒
に
し
て
世
を
避
け

た
る
、
騎
慢
に
し
て
世
を
獄
げ
た
る
中
江
篤
介
あ
る
を
聞
く
の
み

八
兆
民
居
士
今
い
づ
く
に
か
あ
る
Ｖ

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
の
疑
問
が
一
層
は
っ
き
り
す
る
と
共
に
、
次

の
い
く
つ
か
の
発
言
は
彼
が
共
和
思
想
に
触
れ
な
が
ら
、
結
局
は
そ
れ
を
放
棄

し
、
い
く
つ
か
の
思
想
を
二
元
的
対
立
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
つ

か
ず
、
想
世
界
で
折
衷
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

○
荒
縦
な
る
仏
国
生
れ
の
自
由
主
義
我
に
於
て
甚
だ
有
難
か
ら
ず
、
絶
望
よ

り
転
化
し
来
れ
る
独
露
あ
た
り
の
虚
無
思
想
我
に
於
て
得
る
と
こ
ろ
あ
り

と
言
ふ
く
か
ら
ず
八
一
種
の
撰
夷
思
想
Ｖ

○
東
洋
の
思
想
に
執
着
す
る
も
愚
な
り
…
…
西
洋
思
想
に
心
酔
す
る
も
愚
な

り
八
国
民
と
思
想
Ｖ

○
薮
医
術
は
…
…
進
歩
す
る
と
も
、
人
世
に
於
て
何
の
功
益
す
る
と
こ
ろ
あ

二
四

ら
ん
や
、
唯
心
論
も
亦
た
然
り
…
…
唯
物
論
も
亦
た
然
り
八
頑
執
寿
排
の

弊
Ｖ

こ
れ
も
想
世
界
選
択
に
よ
る
現
実
へ
の
解
決
策
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
を
少

く
し
た
彼
の
思
想
的
反
映
と
も
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
彼
の
思
想
的
立
場
は
あ

い
ま
い
に
な
る
が
、
彼
の
内
部
生
命
の
肯
定
が
人
間
信
頼
を
肯
定
し
よ
う
と
す

る
努
力
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
全
て
内
部
生
命
を
持
つ
が
故
に
「
人
性
に
上
下
な

し
、
人
情
に
古
今
な
し
」
八
内
部
生
命
論
Ｖ
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
に
近
い
思
想
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
社
会
思
想
と
し

て
は
、
現
実
性
は
稀
薄
で
あ
り
、

○
戦
争
は
政
治
家
の
罪
に
あ
ら
ず
し
て
、
人
類
の
心
の
量
れ
る
に
因
っ
て
な

る
：
…
．
。
八
「
平
和
」
発
刊
の
辞
Ｖ

○
高
潔
、
崇
高
な
る
詩
人
哲
学
者
、
悉
く
戦
争
の
邪
念
を
悪
む
。
八
想
断
々
Ｖ

と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
匂
い
の
濃
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
し
か
、
拡
大
す
る
日

清
戦
争
の
危
機
に
も
対
処
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
現
実
的
に
は
弱
い
思

想
も
封
建
的
要
素
の
強
い
現
実
の
中
で
近
代
的
な
人
間
信
頼
を
し
つ
よ
う
に
求

め
追
求
し
た
彼
と
し
て
は
、
彼
自
ら
が
い
う
よ
う
に
、
現
実
か
ら
一
歩
退
い
た

「
高
踏
思
想
」
八
国
民
と
思
想
Ｖ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
代
え
て
ｌ
透
谷
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
性

人
間
を
封
建
的
規
範
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
浪
漫
主
義
は
、
本
来
社
会
的

な
広
が
り
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ

だ
け
に
透
谷
の
封
建
的
規
範
と
の
対
立
が
深
刻
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
透
谷
を
完
全
に
明
治
社
会
の
規
範
の
外
に
い
る
反
社
会
的

人
物
Ｉ
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
設
定
を
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
で
な

け
れ
ば
無
意
味
で
す
ら
あ
る
近
代
精
神
の
屈
曲
を
整
理
出
来
れ
ば
、
先
ま
で
の



不
完
全
な
私
論
を
少
し
で
も
補
う
一
」
と
に
も
な
ろ
う
。

ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー
ｌ
そ
れ
は
現
在
の
世
界
文
学
の
上
で
、
サ
ル
ト
ル
、
カ
ミ

ュ
、
ヘ
ミ
ン
グ
ゥ
ェ
ィ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
等
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
概
念

で
あ
る
。
彼
等
の
思
想
は
、
現
代
の
合
理
主
義
に
反
抗
し
、
キ
リ
ス
ト
教
滅
亡

以
後
の
西
洋
文
明
の
没
落
を
防
ご
う
と
す
る
為
に
、
自
か
ら
を
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
（
現
代
社
会
倫
理
か
ら
の
の
け
も
の
）
と
設
定
し
、
芸
術
を
通
し
て
新
し

い
人
間
観
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
人
間
回
復
の
為
の
重
要
な
創
作
態
度
で
あ

、
、
、
、
、
、

る
。
し
か
し
、
透
谷
に
名
づ
け
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
は
、
封
建
制
の
非
合
理
的

は
界
へ
の
反
抗
で
あ
り
、
封
建
的
倫
理
の
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
明
治
社
会
か
ら
の

の
け
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
精
神
史
上
、
立
脚
地
点
の
違
う
両
者

を
、
同
じ
の
け
も
の
意
識
の
面
か
ら
類
似
点
を
探
り
新
し
い
透
谷
の
意
味
を
発

見
し
た
い
と
思
う
。
Ｃ
・
ウ
イ
ル
ゾ
ン
の
著
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
に
よ
れ

ば
、
そ
う
よ
ば
れ
る
一
連
の
作
家
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

１
、
彼
等
に
は
、
彼
等
個
人
が
も
つ
よ
り
大
き
な
、
よ
り
強
力
な
秩
序
に
照
し

合
せ
て
現
実
の
秩
序
が
虚
偽
に
見
え
る
。

２
、
そ
の
為
に
自
ら
内
側
を
拒
否
し
、
社
会
の
外
側
に
い
よ
う
と
す
る
。
ｌ

常
識
的
道
徳
へ
の
批
判

３
、
そ
の
為
に
自
分
の
目
的
を
持
た
ぬ
自
分
を
失
っ
た
人
間
に
な
る
。

４
、
だ
か
ら
次
に
は
自
分
の
所
在
、
存
在
を
自
ら
の
意
識
で
た
し
か
め
よ
う
と

す
る
傾
向
が
生
れ
る
ｌ
唯
我
主
義
（
精
神
の
深
い
渇
望
を
礎
や
す
活
動
）

５
、
永
い
苦
悩
の
果
て
に
自
己
の
内
面
と
外
部
の
世
界
と
を
等
価
値
の
も
の
と

し
て
眺
め
る
境
地
に
達
す
る
。
（
純
粋
意
志
の
発
動
に
よ
る
自
己
実
現
、
自

己
の
存
在
観
人
生
観
の
最
も
純
粋
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
確
立
）

透
谷
が

こ
の
世
の
悲
し
い
哉
、
抑
も
今
は
何
者
ぞ

．
…
：
空
虚
と
の
み
ぞ
見
ゆ
る
な
る
八
蓬
莱
曲
Ｖ

と
い
う
時
、
叉
「
厭
世
詩
家
」
と
自
ら
を
見
た
時
彼
の
出
発
に
は
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
の
思
考
が
あ
る
。
彼
の
持
っ
て
い
た
偉
大
な
近
代
的
秩
序
か
ら
は
、
世
は

「
空
虚
」
で
あ
っ
た
ろ
う
し
「
世
に
従
ひ
難
」
か
つ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
に
「
世
に
充
つ
る
魔
霊
の
軍
兵
に
な
り
終
」
ら
な
い
為
に
は
、
現
実

（
社
会
の
内
側
）
を
捨
て
去
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
を
社
会
の
外
に
お
く
こ
と

で
あ
っ
た
。
彼
が
実
悩
界
を
捨
て
掻
想
世
界
を
選
択
し
た
時
か
ら
彼
は
ア
ウ
ト

サ
イ
ダ
ー
と
な
っ
た
。
彼
は
自
己
に
沈
潜
し
、
没
入
し
、
自
分
を
更
に
高
い
次

、
、
、
、

元
に
意
識
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
苦
痛
は
人
的
と
神
的
と
の
対
立
と
し
て
考
え

ら
れ
た
。
そ
の
人
的
な
も
の
こ
そ
、
現
存
の
秩
序
に
従
お
う
と
す
る
傾
向
で
あ

り
、
そ
の
中
で
彼
が
純
粋
で
あ
る
為
に
は
、
自
分
の
イ
ン
サ
イ
ダ
、
‐
的
部
分

（
人
的
）
を
捨
て
去
っ
て
よ
り
高
い
次
元
に
近
づ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
高
い
認
認
こ
そ
、
神
で
あ
っ
た
。

よ
り
高
い
認
識
へ
の
苦
痛
は
、
彼
を
非
常
に
疲
れ
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
に
透
谷

も
ま
た
純
粋
意
志
の
発
動
を
見
る
事
が
出
来
た
。
そ
れ
こ
そ
心
機
妙
変
の
時
で

あ
り
秘
宮
内
の
内
部
生
命
の
肯
定
の
時
だ
っ
た
。
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
そ
の
も

の
で
あ
る
内
部
生
命
が
自
然
に
も
神
に
も
調
和
す
る
も
の
だ
と
彼
が
考
え
た
こ

と
は
、
多
く
の
本
質
的
ア
ゥ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
調
和
感
、
離
脱
の
境
地
と
相
通
ず

る
も
の
を
持
っ
て
い
た
。

以
上
、
透
谷
が
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
と
肯
定
す
る
と
す
れ
ば
、
日
本

の
近
代
文
学
は
ア
ゥ
ト
サ
イ
ダ
ー
か
ら
出
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
叉
浪
漫

主
義
的
人
間
観
は
、
人
間
の
本
質
的
善
へ
の
絶
対
的
信
頼
で
あ
る
故
に
、
そ
れ

自
体
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
人
間
観
で
ふ
る
べ
き
で
た
り
、
そ
れ
が
ア
ウ
ト
サ
イ

ニ
五



言

現
代
文
学
の
新
方
向
の
基
点
が
、
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー
に
あ
る
と
し
て
改
め
て

文
学
史
を
見
る
時
、
日
本
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
た
ち
、
と
り
わ
け
、
そ
の
近
代

の
出
発
と
し
て
の
透
谷
を
、
そ
の
面
で
考
察
す
る
必
要
を
感
じ
る
。

批
判
が
あ
る
）
を
理
解
出
来
ず
、
そ
の
部
分
を
雨

の
み
を
引
継
い
だ
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

グ
ー
の
唯
我
主
義
に
開
花
し
た
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
社
会
と
文
学
精
神
の
特

徴
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
更
に
後
の
自
然
主
義
の
私
小
説
的
傾
向
へ
の

源
泉
が
己
に
透
谷
に
あ
る
と
い
う
説
は
一
応
う
な
づ
け
よ
う
が
、
そ
れ
は
透
谷

以
後
の
作
家
た
ち
が
、
透
谷
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
性
（
そ
れ
自
体
は
社
会
へ
の

批
判
が
あ
る
）
を
理
解
出
来
ず
、
そ
の
部
分
を
取
り
除
い
た
唯
我
主
義
的
部
分

一
一
一
へ


