
立

道

、丘二
Jct 

原

ミム．
lifffl 

そ

人

エ

の

序

一
般
に
立
原
道
造
の
詩
の
も
つ
至
純
さ
、
或
は
優
美
、
流
麗
さ
を
、
無
上
の

純
粋
詩
と
し
て
賛
美
、
感
激
す
る
人
々
の
い
る
半
面
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
現
実

認
識
の
立
場
か
ら
、
甘
い
と
し
て
批
判
す
る
人
々
の
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

妙。。
そ
の
両
極
の
批
評
の
中
に
あ
っ
て
、
極
め
て
興
味
深
く
思
わ
れ
た
の
は
、
同

川
富
夫
氏
の
ご
見
少
女
趣
味
的
と
し
か
思
え
そ
う
に
な
い
行
情
詩
が
、
マ
一
郎

独
自
の
一
一
葉
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
だ
け
に
、
私
は
む
し
ろ
甘
い
セ
ン
チ
メ

ン
ト
か
ら
隔
て
ら
れ
た
、
硬
質
の
行
情
詩
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
中
略
）
あ
る
意
味
で
は
、
生
な
感
情
か
ら
完
壁
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら

の
行
情
詩
は
、
硬
質
的
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
現
代
詩
鑑
賞
講

座
刊
（
（
月
報
一
二
）
）
所
収
）
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
澄
明
で
優
美
な
立
原
の
詩
作
品
は
、
繊
細
で
も
ろ
い
と
感
じ
さ

せ
る
半
面
、
一
種
の
格
調
の
高
さ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一

体
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
こ
乙
に
於
て
、
私
は
点
原
の
「
人
工
」
な
る
も
の
に

注
目
す
る
に
至
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
の
支
原
の
「
人
工
」
の
意
味
す
る
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
、
そ

西

美

明

し
て
そ
の
「
人
工
」
へ
と
彼
を
志
向
さ
せ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
立
原
の
書
簡
、
日
記
等
を
資
料
と
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い

く
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
立
原
の
「
人
工
」
の
考
察
検
討
の
過
程
に
於
て
気
づ
い
た
事
は
、
彼

の
初
期
に
於
け
る
「
人
工
」
と
、
後
期
に
於
け
る
「
人
工
」
と
は
、
明
ら
か
に

異
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
昭
和
十
一
年

を
境
に
し
て
、
立
原
の
詩
的
姿
勢
の
変
化
と
し
て
認
識
で
き
る
。
そ
こ
で
、
昭

和
十
一
年
を
特
に
重
視
し
、
焦
点
を
あ
て
る
事
に
よ
り
、
初
期
に
於
け
る
「
人

工
」
と
後
期
に
於
け
る
「
人
工
」
の
質
的
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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初
期
の
物
語
性

昭
和
十
年
、
二
十
二
才
の
夏
、
信
州
の
信
濃
追
分
を
訪
れ
た
立
原
は
、
そ
の

地
で
鮎
子
と
い
う
一
人
の
少
女
を
知
っ
た
。

ζ

こ
で
は
、

ζ

の
鮎
子
と
立
原
の

恋
愛
事
件
を
取
り
あ
げ
、
立
原
の
詩
世
界
の
物
語
性
、
ひ
い
て
は
、
彼
の
観
念

の
質
と
い
っ
た
問
題
に
ま
で
論
を
進
め
て
み
た
い
。

こ
の
鮎
子
と
は
、
江
原
自
身
「
不
吉
な
哀
し
い
恋
」
（
柴
岡
亥
佐
雄
宛
、
昭

和
十
年
十
一
月
）
と
す
で
に
予
覚
し
て
い
た
と
お
り
、
結
果
と
し
て
は
別
離
が

待
っ
て
い
た
。
そ
の
成
接
的
な
原
因
と
し
て
は
、
鮎
子
に
婚
約
者
が
い
た
事
で



あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
の
側
面
か
ら
、
乙
の
別
離
を
ず
ら
是
と
受
け
入
れ
さ
せ

る
も
の
が
、
立
原
の
美
的
観
念
世
界
の
中
に
内
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

私
に
は
恩
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
「
鮎
の
歌
百
」
に
出
て
来
る
次
の
個
所
で
あ
る
。
鮎
子
と
は
つ

い
に
別
離
後
再
会
す
る
こ
と
な
く
終
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
夢
の
中
で
の
立
原

と
鮎
子
の
再
会
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
：
：
：
僕
た
ち
は
黙
っ
た
ま
ま
で
幾
足
も
幾
足
も
歩
い
て
し
ま
っ
た
。
僕
に

は
み
ん
な
わ
か
っ
て
い
た
。
こ
ん
な
時
間
の
こ
と
が
。
僕
は
そ
れ
を
は
じ
め
ま

会
っ
た
日
に
す
ら
用
意
し
て
い
た
／
」

こ
の
「
は
じ
め
て
会
っ
た
日
に
す
ら
用
意
し
て
I
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
極
め

て
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
用
意
」
を
「
再

会
」
へ
の
用
意
と
と
る
に
し
ろ
、
再
会
と
は
別
離
を
前
提
に
し
な
く
て
は
成
り

立
ち
得
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
は
じ
め
て
会
っ
た
日
に
す
ら
」
と
い
う
事
は

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
こ
の
「
は
じ
め
て
会
っ
た
日
」
と
い

う
の
が
「
婚
約
者
の
存
在
を
知
っ
た
日
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
故
に
、
鮎
子
と

出
会
う
前
に
、
既
に
立
原
の
美
意
識
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
た
観
念
的
な
愛

の
型
（
パ
タ
ー
ン
）
を
か
い
ま
見
る
気
が
す
る
の
だ
。

こ
こ
で
私
は
、
立
原
が
新
古
今
集
を
愛
し
、
そ
の
美
の
世
界
に
深
い
憧
僚
を

持
っ
て
い
た
事
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
新
古
今
の
世
界
は
「
幽
玄
」

と
い
う
一
言
葉
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
実
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
観
念
的
、

現
実
よ
り
美
し
い
幻
想
の
世
界
、
理
想
の
世
界
を
う
む
為
の
技
巧
に
支
え
ら
れ

た
、
極
め
て
浪
漫
的
色
彩
の
濃
い
世
界
で
あ
る
。
そ
の
新
古
今
の
世
界
は
、
立

原
に
ど
の
よ
う
な
形
で
把
録
さ
れ
、
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
書

簡
を
見
て
み
よ
う
。

「
昔
浪
漫
派
び
と
の
一
人
は
花
を
た
ず
ね
て
、
そ
の
半
途
で
死
ん
で
い
っ

た
。
し
か
し
、
花
は
、
し
っ
か
り
彼
の
掌
で
、
た
だ
一
つ
の
花
で
は
あ
っ
た

が
、
握
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
（
中
略
）
僕
ら
、
そ
ん
な
ち
る
花
の
嘆
き
吾
、
昔

か
ら
な
ら
っ
て
い
た
。
ひ
ら
く
花
を
聞
く
ま
え
に
、
花
散
る
日
を
先
づ
知
っ
て

い
た
の
だ
。
」
（
生
田
勉
宛
昭
和
十
二
年
一
月
）

こ
こ
に
立
原
の
一
つ
の
美
意
識
が
感
じ
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
「
流

離
の
美
」
と
名
づ
け
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
滅
び
ゆ
く
も
の
へ
の
哀
惜
を
こ

め
た
美
意
識
で
あ
る
。
滅
び
る
こ
と
を
す
で
に
予
覚
し
、
意
識
と
し
て
あ
る

時
、
詩
人
の
感
性
は
、
現
実
自
の
前
に
咲
い
て
い
る
花
を
、
そ
の
現
実
あ
る
が

ま
ま
の
姿
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
越
え
て
、
淡
い
感
傷
と
哀
惜
に
よ
っ
て
美

化
し
て
し
ま
う
。
実
体
そ
の
も
の
を
、
そ
の
「
現
在
」
の
時
間
上
で
認
識
す
る

姿
勢
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
咲
い
て
い
る
花
そ
の
も
の
の
美
し
さ
で
な
く
、
す
で

に
滅
び
ゆ
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
観
念
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
た
花
で
あ

る。

戸 37-

今
、
私
が
こ
こ
で
想
起
す
る
の
は
、
優
れ
た
建
築
家
で
も
あ
っ
た
立
原
の
次

の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

ル
ウ
イ

γ

「
ど
ん
な
建
築
で
あ
っ
て
も
、
結
局
は
廃
壊
に
な
る
。
あ
の
ア
テ
ネ
の
神
殿

の
よ
う
な
廃
嘘
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
ど
ん
な
建
築
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
廃

虚
に
な
っ
た
結
果
ま
で
考
え
て
、
建
築
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
己

（
生
前
、
立
原
が
山
岸
外
史
に
語
っ
た
言
葉
l
l
「
現
代
の
行
情
」
所
収
）

す
で
に
述
べ
て
来
た
事
と
も
関
連
し
て
、
私
が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
か
っ
た

ル
ウ
イ

γ

の
は
こ
の
「
廃
境
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
あ
げ
た
「
僕
は
そ

れ
を
は
じ
め
て
会
っ
た
日
に
す
ら
用
意
し
て
い
た
」
と
い
う
雪
早
業
と
、
乙
の

「
廃
櫨
に
な
っ
た
結
果
ま
で
考
え
て
、
建
築
を
考
え
る
」
と
い
う
言
葉
の
一
示
す

観
念
に
、
私
は
一
つ
の
符
牒
を
見
る
気
が
す
る
の
だ
。
愛
に
お
け
る
め
ぐ
り
会



い
の
日
に
、
す
で
に
別
離
を
予
覚
す
る
と
と
、
建
築
に
お
い
て
そ
の
廃
嘘
と
な

る
結
果
ま
で
思
う
こ
と
、
そ
こ
に
私
は
先
に
触
れ
た
、
滅
び
ゆ
く
も
の
は
か
な

い
も
の
へ
の
立
原
の
美
意
識
を
見
る
。
そ
れ
は
現
実
で
の
能
動
的
な
行
為
者
で

は
な
く
、
過
去
の
追
憶
の
中
に
、
あ
る
い
は
い
た
づ
ら
に
明
日
の
中
に
夢
想
を

追
い
求
め
る
、
浪
漫
的
な
立
原
の
素
質
を
裏
づ
け
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
、
建
築
物
が
彼
に
と
っ
て
一
つ
の
廃
櫨
と
な
る
も
の
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
彼
に
と
っ
て
の
観
念
的
な
愛
の
型
（
パ
タ

ー
ン
）
は
、
別
離
と
い
う
前
提
あ
っ
て
こ
そ
成
立
し
、
純
化
さ
れ
美
化
さ
れ
て

い
く
種
類
の
、
い
わ
ば
、
不
毛
の
愛
の
美
し
さ
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
し
て
こ
の
立
原
の
浪
漫
的
美
意
識
、
完
結
し
得
な
い
も
の
、
成
就
し
得
な

い
も
の
へ
の
憧
憶
が
、
い
か
に
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
晩
年
に
於
け
る

次
の
よ
う
な
書
簡
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

「
呆
さ
れ
な
か
っ
た
約
束
は
美
し
か
っ
た
と
、
い
い
た
い
気
持
も
し
ま
す
。

（
深
沢
紅
子
宛
昭
和
十
三
年
七
月
十
五
日
）
「
僕
は
、
戸
隠
へ
行
き
た
い
、

そ
し
て
同
時
に
そ
ζ
は
ひ
と
つ
の
夢
と
し
て
そ
っ
と
し
て
お
き
た
い
の
だ
。
」

（
野
村
英
夫
宛
・
周
年
〉

夢
は
夢
の
ま
ま
そ
っ
と
し
て
お
き
た
い
、
愛
し
あ
っ
て
い
な
が
ら
別
れ
る

1
1そ
う
い
っ
た
観
念
の
一
型
式
は
、
彼
の
詩
的
情
感
の
主
調
音
で
も
あ
っ

た
そ
の
観
念
世
界
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
組
み
た
て
ら
れ
、
作
品
化
さ

れ
て
い
っ
た
か
、
彼
の
創
作
態
度
を
次
の
一
節
に
見
て
み
よ
う
。

「
あ
と
、
机
の
抽
出
し
の
な
か
に
眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
そ
の
下
書
き
が
ひ

と
り
で
に
熟
し
て
甘
く
な
る
の
を
待
つ
ば
か
り
で
す
。
僕
は
自
分
の
仕
事
に
そ

ん
な
し
人
工
を
信
じ
て
い
ま
す
。
ー
ー
し
ま
っ
て
あ
る
あ
い
だ
に
詩
が
ひ
と
り
で

に
育
っ
て
言
葉
が
あ
た
ら
し
く
結
び
つ
き
熱
し
て
ゆ
く
こ
と
を
。
」
（
神
保
光

太
郎
宛
昭
和
十
二
年
一
月
十
二
日
）

た
ま

ζ

と
に
は
、
現
実
を
生
の
ま
ま
に
歌
い
た
が
ら
な
い
、
詩
作
に
於
け
る
自
然

発
生
的
な
人
工
を
信
じ
る
立
原
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
小
川
和
佑
氏
は
「
立

原
道
造
研
究
」
の
中
で
「
詩
の
素
材
で
あ
る
生
の
ま
ま
の
現
実
と
、
芸
術
と
の

関
連
に
於
て
き
わ
め
て
意
識
的
な
詩
人
」
と
の
立
原
評
を
下
し
て
お
ら
れ
る

が
、
反
面
で
は
、
こ
の
「
意
識
的
」
と
い
う
事
ず
ら
、
美
し
い
も
の
至
純
な
も

の
を
絶
え
ず
追
い
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
美
に
対
す
る
立
原
の
素
質
的
な

潔
鮮
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

だ
が
、
そ
う
し
た
自
ら
の
美
意
識
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
は
、
立
原

の
詩
の
一
つ
の
限
界
、
現
実
遊
離
、
現
実
回
避
的
夢
想
へ
と
結
び
つ
く
も
の
で

も
あ
っ
た
。
吉
本
隆
明
氏
は
「
行
情
の
論
理
」
の
中
で
、
四
季
派
の
持
情
の
質

の
問
題
に
触
れ
、
「
自
然
や
現
実
を
自
己
認
識
と
区
別
で
き
な
い
点
に
四
季
派

の
問
題
点
が
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
立
原
の
詩
世
界
に
も

あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

立
原
に
あ
っ
て
は
、
観
念
は
、
現
実
認
識
を
ふ
ま
え
、
実
際
の
体
験
を
経
、

そ
の
中
か
ら
闘
い
と
っ
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
活
基
盤
か
ら
迄
か

に
遊
離
し
た
場
所
で
、
夢
想
に
よ
っ
て
美
し
く
組
み
た
て
ら
れ
た
質
の
も
の
で

あ
っ
た
。

n内
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そ
の
よ
う
な
立
原
に
「
野
に
裸
を
さ
ら
せ
／
」
と
、
警
句
を
与
え
た
の
は
、

同
じ
く
四
季
派
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
異
端
的
存
在
で
あ
っ
た
神
保
光
太
郎
で

あ
る
。
神
保
に
と
っ
て
詩
の
テ
1
7
は
「
人
間
」
で
あ
っ
た
事
を
思
う
時
、

ζ

の
指
摘
は
極
め
て
意
味
深
く
受
け
取
れ
る
。

一
方
、
立
原
自
身
、
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
詩
世
界
に
安
住
し
た
ま
ま
、
何
ら

の
懐
疑
も
い
だ
か
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
、

h
p
レ
γ
ト

一
方
で
は
優
れ
た
建
築
家
で
も
あ
っ
た
立
原
の
メ
カ
ニ
カ
ル
で
理
念
的
な
才
能



を
思
う
時
、
極
め
て
必
然
的
な
事
と
し
て
理
解
出
来
る

第
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レ
ト
り
ツ
ク
へ
の
嫌
悪
と
出
発

自
己
の
詩
世
界
の
脆
弱
さ
や
レ
ト
リ
ッ
ク
性
に
嫌
悪
を
感
じ
そ
こ
か
ら
脱
出

し
よ
う
と
す
る
決
意
は
、
昭
和
十
一
年
、
丸
山
薫
宛
の
書
簡
に
明
ら
か
で
あ

る。
「
行
情
詩
が
オ
モ
チ
ヤ
の
よ
う
に
き
れ
い
に
塗
ら
れ
精
妙
と
見
え
る
仕
掛
あ

る
こ
と
に
、
耐
え
ら
れ
な
い
お
も
い
が
し
き
り
に
し
ま
す
。
な
ぜ
僕
は
み
す
ぼ

ら
し
い
人
工
に
し
が
み
つ
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
か
、
な
ぜ
は
っ
き
り
し

た
姿
、
形
で
う
た
え
ぬ
の
か
、
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
い
ら
だ
た
し
さ

で
す
。
（
中
略
〉
ぎ
り
ぎ
り
の
美
し
さ
、
そ
れ
な
し
に
は
人
間
の
生
き
て
ら
れ

な
い
美
し
さ
で
う
た
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

そ
れ
は
又
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
の
観
念
的
な
美
的
世
界
の
脆
弱
さ
へ
訣
別
を

告
げ
よ
う
と
す
る
言
葉
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
脱
出
の
決
意
も
、
結
果
と
し
て
は
単
に
決
意
の
為
の
決
意
、
観

念
の
空
転
に
終
っ
て
い
る
。
お
び
た
だ
し
く
決
意
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
そ

乙
か
ら
脱
け
出
せ
な
い
立
原
の
苦
悩
、
い
ら
だ
ち
を
、
次
の
よ
う
な
強
い
語
調

に
見
て
み
よ
う
。

「
だ
が
私
は
何
を
し
た
か
、
乙
の
戦
い
の
場
で
／
私
は
ふ
た
た
び
レ
ト
り

ツ
ク
に
身
を
沈
め
て
し
ま
っ
て
、
私
の
身
を
部
落
に
叩
き
つ
け
な
か
っ
た

l
l

（
中
略
）
い
く
じ
な
し
の
そ
っ
ぽ
向
い
た
私
よ
、
烈
し
い
同
伴
れ
の
り
っ
ぱ
な

行
い
を
見
よ
。
壮
大
な
彼
ら
の
深
い
根
ざ
し
を
見
よ
／
レ
ト
リ
ッ
ク
の
か
わ

り
に
戦
い
が
あ
る
。
何
ら
の
自
ら
へ
の
防
衛
も
お
も
わ
な
い
血
の
な
が
れ
て
い

る
行
為
が
あ
る
。
お
ま
え
の
場
所
は
何
だ
p

（
中
略
）
ざ
ま
を
見
よ
、
面
を
あ

げ
ろ
／
面
を
あ
割
け
ろ
／
（
か
ろ
や
か
な
翼
あ
る
風
の
歌
）

観
念
的
な
レ
ト
り
ッ
ク
か
ら
の
脱
出
、
現
実
を
そ
の
ま
ま
認
識
し
よ
う
と
す

る
事
は
、
説
原
の
浪
漫
的
夢
想
的
素
質
か
ら
し
て
、
極
め
て
至
難
の
事
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
立
原
の
観
念
が
、
論
理
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
心
理
的
に
動
き
易

い
事
か
ら
来
た
弱
さ
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
そ
う
し
た
内
的
葛
藤
か
ら
今
一
歩
進
ん
で
、
「
方
法
論
」
の
渇
望

に
ま
で
立
原
を
至
ら
し
め
た
一
つ
の
契
機
と
も
い
う
べ
き
、
寺
田
透
と
の
論
争

事
件
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
事
件
の
端
は
、
立
原
の
寺
田
宛

の
次
の
書
簡
に
始
ま
る
。

「
君
に
あ
う
と
い
つ
も
完
壁
な
体
系
で
し
か
し
ゃ
ぺ
ら
な
い
か
ら
つ
ま
ら
な

い
。
君
が
も
っ
と
ば
か
げ
た
は
な
し
し
て
く
れ
た
ら
い
い
。
君
の
言
葉
が
あ
の

先
に
い
っ
た
ら
い
い
と
思
う
の
で
す
。
（
後
略
〉
」

こ
の
文
面
か
ら
感
じ
取
れ
る
の
は
、
ま
だ
「
方
法
論
」
へ
の
渇
望
が
内
的
必

然
性
の
も
と
に
自
覚
さ
れ
る
以
前
の
、
す
な
わ
ち
、
依
然
と
し
て
夢
想
的
な
観

念
世
界
に
住
み
た
が
っ
て
い
る
立
原
で
あ
る
。

乙
の
寺
田
透
と
の
交
友
は
、
寺
田
の
三
通
目
の
書
簡
が
絶
交
状
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
り
絶
た
れ
る
。
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そ
の
根
本
的
な
原
因
に
つ
い
て
は
、
田
中
清
光
氏
が
「
当
時
ヴ
ァ
レ
り
イ
の

正
確
と
い
う
こ
と
ば
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
寺
田
透
の
体
系
と
冗
舌
な
レ
ト
り
ツ

ク
に
ま
も
ら
れ
誰
に
も
甘
え
か
か
り
を
跨
賭
し
な
い
道
造
の
世
界
と
の
乳
繰
」

（
「
立
原
道
造
の
生
涯
と
作
品
」
）
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の
を
こ
こ
で
は
紹

介
す
る
に
と
ど
め
、
そ
の
や
り
と
り
さ
れ
た
書
簡
の
中
の
立
原
の
苦
悩
ぞ
聞
い

て
み
た
い
。

「
乙
の
手
紙
で
ま
だ
僕
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
残
さ
れ
た
文
体
が
あ
な
た
の
誤
解

を
呼
び
は
し
な
い
か
と
気
づ
か
い
ま
す
。
僕
の
努
力
は
こ
の
手
紙
か
ら
一
切
の

レ
ト
り
ツ
ク
を
絶
と
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
及
び
が
た
く
残
さ
れ
て
は
い
な



い
か
と
い
う
危
倶
だ
け
は
絶
つ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

こ
乙
に
見
ら
れ
る
の
は
、
言
葉
が
心
か
ら
弟
離
し
て
し
ま
い
、
自
分
の
心
情

を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
く
れ
る
よ
り
も
不
正
確
に
伝
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
う
不
安
、
危
倶
の
入
念
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
葉
に
対
す
る
も
ど
か
し
さ

は
、
次
の
書
簡
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
理
屈
を
言
お
う
と
す
る
と
、
私
の
言
葉
は
直
ぐ
に
凍
っ
て
し
ま
う
。
そ
し

て
私
に
は
唯
心
の
坤
吟
が
聞
こ
え
る
ば
か
り
だ
。
」
（
宛
名
不
明
、
昭
和
十
一

年）
寺
田
と
の
事
件
を
通
じ
て
立
原
が
知
っ
た
の
は
、
何
よ
り
も
、
自
ら
の
言
葉

の
冗
漫
さ
、
甘
さ
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
対
象
に
甘
え
て
美
し
い
夢
を
追
お
う
と

す
る
立
原
の
詩
的
世
界
は
、
寺
田
の
「
正
確
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
、
よ
ぎ
な

く
そ
の
ギ
リ
ギ
リ
の
所
を
せ
ま
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
た
り
か
ら

文
原
の
詩
的
思
考
の
変
革
が
明
確
に
そ
の
書
簡
に
も
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
そ
れ

は
自
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
一
層
嫌
悪
す
る
態
度
を
彼
に
と
ら
せ
た
と
と
も
に
、

一
方
で
は
彼
の
自
我
意
識
を
も
覚
醒
さ
せ
た
。

「
失
っ
た
も
の
の
強
さ
に
た
た
か
つ
て
守
る
べ
き
も
の
は
守
ら
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
と
お
も
う
。
（
中
略
）
僕
は
方
法
論
が
ほ
し
い
／
」
（
田
中

一
三
宛
）
「
強
く
な
い
も
の
の
醜
さ
を
知
っ
た
の
だ
。
力
こ
そ
す
べ
て
だ
、

美
し
さ
も
ま
た
力
に
な
っ
た
の
だ
。
（
中
略
）
眼
が
さ
め
た
ら
出
発
だ
、
あ
た

ら
し
い
体
系
と
方
法
ヘ
ノ
」
（
柴
岡
亥
佐
雄
宛
）

思
い
起
こ
そ
う
。
寺
田
と
の
事
件
を
通
じ
て
立
原
が
何
よ
り
も
知
っ
た
の

は
、
自
ら
の
言
葉
の
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
嫌
悪
で
あ
っ
た
。
だ
が
私
達
は
今
ζ

こ

で
、
そ
れ
が
決
し
て
彼
に
と
っ
て
「
笑
」
そ
の
も
の
へ
の
嫌
悪
で
な
か
っ
た
事

に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
以
前
の
よ
う
に
、
た
だ
観
念
的
夢
想
の
巾
に
そ
れ
を
追
い
続
け
る
の

シ
ス
－
ア
ム

で
な
く
、
こ
と
に
は
、
明
確
な
体
系
と
方
法
に
よ
っ
て
己
れ
の
詩
世
界
の
確
立

を
希
求
す
る
立
原
の
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
人
工
」
と
い
う
言
葉
が

新
し
い
意
味
を
も
っ
て
、
立
原
を
一
つ
の
出
発
へ
と
志
向
さ
せ
た
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
「
人
工
」
と
は
、
立
原
に
と
っ
て
「
言
葉

と
実
体
の
弟
離
」
を
う
ず
め
る
た
め
の
「
方
法
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ま

で
の
現
実
の
物
語
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
体
系
と
方
法
に

よ
っ
て
構
築
さ
る
べ
き
人
工
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
つ
て
の
人
工
が

夢
想
に
支
え
ら
れ
た
観
念
の
遊
び
と
も
言
え
る
の
に
対
し
、
新
し
く
こ
こ
で
立

原
が
渇
望
し
て
い
る
の
は
、
体
系
と
方
法
に
支
え
ら
れ
た
強
靭
な
人
工
で
あ
る

ζ

と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

「
方
法
論
」
に
見
る
詩
精
神
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寺
田
事
件
か
ら
ほ
ぼ
二
ヶ
月
後
の
、
昭
和
十
一
年
十
二
月
初
旬
、
立
原
は

「
方
法
論
」
を
書
き
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
東
京
大
学
工
学
部
建
築
学
科
に

在
籍
し
て
い
た
彼
の
、
「
建
築
」
に
関
す
る
卒
業
論
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼

の
芸
術
に
対
す
る
イ
デ
ア
、
美
意
識
を
知
る
上
で
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ

る。
こ
と
に
そ
の
当
時
、
立
原
が
詩
人
と
し
て
「
方
法
論
」
へ
の
渇
望
の
只
中
に

あ
っ
た
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
見
方
に
よ
っ
て
は
「
詩
論
」
と
も
と
れ
る
。

乙
の
「
方
法
論
」
に
散
見
さ
れ
る
立
原
の
詩
精
神
は
見
落
す
事
が
出
来
な
い
。

し
か
し
こ
の
論
文
は
、
確
固
た
る
「
方
法
論
」
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
で

な
く
、
未
だ
手
さ
ぐ
り
の
状
態
で
あ
り
、
立
原
の
内
部
現
実
で
の
「
方
法
論
」

へ
の
渇
望
の
強
さ
が
、
問
題
意
識
的
に
、
こ
の
「
方
法
論
」
な
る
も
の
を
書
か

せ
た
と
は
一
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
「
『
方
法
論
』
の
指
導
的
窓

味
」
を
確
信
し
な
が
ら
も
、
「
私
た
ち
は
ひ
と
つ
の
奇
異
な
意
味
あ
り
げ
な
事



実
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
、
比
処
に
そ
の
言
葉
、
或
は
表
象

の
背
後
に
横
た
わ
る
も
の
を
何
等
体
験
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
持
っ
て
い
な

い
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
私
た
ち
に
観
念
と
し
て
生
き
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
」
（
第
四
章
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
立
原
自
身
自
覚
し
て
い
た

一
抹
の
危
慎
感
｜
｜
。

こ
れ
は
、
「
方
法
論
」
を
書
く
時
点
に
於
て
「
と
お
く
体
感
を
意
士
心
す
る
の

み
で
僕
は
体
感
か
ら
叫
ん
で
い
る
の
は
な
い
の
だ
。
」
（
生
田
勉
宛
昭
和
十

二
年
八
月
二
十
六
日
）
と
い
う
内
部
現
実
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
ζ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
緒
論
の
次
の
言
葉
は
、
詩
人
と
し
て
の
立
原
の
対
象
認
識
の
在
り
方

を
推
察
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
花
に
於
て
美
を
見
る
こ
と
は
花
に
つ
い
て
事
実
を
穿
撃
す
る
乙
と
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
花
に
於
て
直
ち
に
美
を
見
る
の
で
あ
る
よ
う
に
、
『
私
の
眼
』

に
よ
っ
て
『
建
築
な
る
存
在
』
を
見
る
こ
と
を
基
磯
体
験
と
し
て
い
る
。
」

「
客
観
的
な
も
の
の
認
識
に
於
け
る
精
密
性
で
は
な
く
、
主
観
的
な
も
の
に

於
け
る
根
源
的
・
本
質
的
な
る
も
の
の
要
求
す
る
厳
密
牲
を
心
が
け
る
。
」

こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
「
詩
」
と
の
関
係
に
於
て
と
ら
え
れ
ば
、
立
原
は
「
対

象
」
と
「
自
己
」
と
の
魂
の
対
話
、
す
な
わ
ち
、
根
源
的
、
本
質
的
な
と
こ
ろ

で
の
照
応
の
も
と
に
詩
作
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

「
対
象
」
を
通
じ
て
立
原
が
認
識
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
「
対
象
」
そ
の
も
の

に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
対
象
」
を
と
お
し
て
「
自
己
の
存
在
認
識
」
に
ま
で
迫
ま

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

山
本
捨
三
先
生
が
「
立
原
道
造
の
詩
と
生
」
〈
そ
の
一
一
〉
に
於
て
、
「
存
在

の
意
味
を
問
う
か
れ
の
詩
精
神
、
詩
的
思
考
は
即
物
的
対
象
意
識
よ
り
も
、
そ

れ
を
超
え
る
主
体
の
情
意
的
体
験
を
重
視
し
た
。
」
と
評
し
て
お
ら
れ
る
が
、

私
も
全
く
意
を
同
じ
く
す
る
。

第
二
章
（
建
築
に
於
け
る
美
の
性
格
）
で
は
「
創
造
」
と
「
享
受
」
の
関
係

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
完
全
な
る
受
用
は
作
品
の
再
創
作
で
あ
り
、
総
て
の
真
の
創
造
は
幻
想

（
〈
円
回
目
。
ロ
）
で
あ
る
。
云
い
換
え
れ
ば
、
創
造
と
受
用
は
そ
の
共
河
の
根
と

し
て
の
『
幻
想
』
か
ら
生
ず
る
。
」

さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
三
章
（
建
築
体
験
の
構
造
）
に
於
て

は
、
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

「
『
眺
め
る
』
体
験
は
『
激
し
さ
』
に
契
機
づ
け
ら
れ
て
「
創
造
」
を
、

『
優
し
さ
』
に
契
機
づ
け
ら
れ
て
『
観
照
』
を
も
ち
、
美
的
体
験
と
し
て
、
そ

れ
は
創
造
的
観
照
と
し
て
統
一
さ
れ
る
。
」

と
れ
を
第
二
章
の
言
葉
と
か
ら
め
て
推
察
す
る
と
、
「
眺
め
る
」
体
験
に
於

け
る
「
優
し
さ
」
と
「
激
し
さ
」
と
の
統
一
と
は
、
対
象
の
根
源
的
・
本
質
的

な
も
の
を
、
感
動
、
或
は
照
応
に
よ
っ
て
感
得
し
よ
う
と
す
る
受
動
的
な
姿
勢

と
、
透
徹
し
た
凝
視
に
よ
っ
て
逆
に
、
根
源
的
・
本
質
的
な
所
ま
で
迫
ろ
う
と

す
る
能
動
的
な
姿
勢
の
統
一
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
ζ

に
こ

そ
、
友
原
の
理
想
と
す
る
「
自
己
の
存
在
」
の
認
識
上
に
立
っ
た
「
対
象
」
の

認
識
な
る
も
の
は
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
う
し
た
「
優
し
さ
」
と
「
激
し
さ
」
を
統
一
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
は
、

同
時
に
、
詩
作
上
・
表
現
上
で
立
原
の
志
向
し
た
も
の
を
示
し
て
も
い
る
。

「
：
：
：
僕
は
、
何
か
ほ
ん
と
う
に
、
ま
と
ま
っ
た
力
強
い
言
葉
が
欲
し
い
。

僕
の
考
え
て
い
る
こ
と
の
正
し
さ
が
、
す
べ
て
の
人
に
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
／

花
の
哀
し
み
を
う
た
う
と
き
と
お
な
じ
い
た
わ
り
で
。
」
（
小
場
晴
夫
宛
昭

和
十
二
年
七
月
八
日
）

「
力
強
い
号
－
早
業
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
「
花
の
哀
し
み
を



う
た
う
い
た
わ
り
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
立
原
が
詩

の
内
側
に
は
あ
つ
い
愛
（
広
い
意
味
で
の
〉
が
流
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
詩
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
が
真
の
意
味
で
の
芸
術
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
為
に
は
、
や
は

り
そ
こ
に
表
現
上
、
言
葉
と
い
う
問
題
が
か
か
わ
っ
て
来
る
。
決
し
て
脆
弱
な

言
葉
の
美
し
さ
に
終
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
い
っ
た
意
識
が
、
立
原
に

「
激
し
さ
」
を
希
求
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
実
に
こ
の
「
激
し
さ
」
へ
の
希
求
こ

そ
、
「
脆
弱
な
レ
ト
リ
ッ
ク
」
か
ら
の
脱
出
、
ひ
い
て
は
「
方
法
論
」
へ
の
渇

望
を
彼
に
叫
ば
せ
た
と
云
い
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
同
じ
く
第
三
章
に
於
て
、
立
原
は
人
間
の
生
に
三
つ
の
秩
序
（
「
身

体
」
（
（
の

0
3由
）
）
、
「
精
神
」
《
叩
印
刷
ロ
ピ
》
、
「
慈
悲
」
《
C
V
R
E
S）
を
見
、

こ
の
う
ち
特
に
人
間
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
「
精
神
」
（

gHUH－

Z
）
の
う
ち

に
見
い
だ
し
、
重
視
し
て
い
る
。

「
私
た
ち
の
生
が
動
物
的
生
或
は
植
物
的
生
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
環
境
的

制
約
か
ら
脱
け
出
て
、

ζ

の
制
約
を
制
約
す
る
、
意
識
的
な
超
出
あ
る
故
で
あ

る
。
」こ

こ
に
於
て
、
私
達
は
、
立
原
が
真
に
人
間
た
る
意
味
を
形
而
上
学
的
な
も

の
の
中
に
見
い
だ
そ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
立
原
の
詩
作
品
が

行
情
的
、
浪
漫
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
そ
の
世
界
は
透
明
、
清
澄
で

あ
り
、
情
念
的
な
か
げ
り
ゃ
生
活
の
匂
い
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
因
と

し
て
、
立
原
の
こ
う
し
た
詩
精
神
は
見
の
が
せ
な
い
。

さ
て
、
次
に
「
建
築
」
な
る
も
の
を
成
以
が
い
か
に
と
ら
え
て
い
た
か
と
い

う
問
題
に
そ
っ
て
、
今
一
歩
、
彼
の
詩
人
的
傾
向
を
考
察
し
て
み
た
い
。

「
私
た
ち
は
建
築
を
死
に
か
ま
う
こ
と
な
く
、
脅
か
さ
れ
る
ζ
と
な
く
『
担

わ
れ
て
い
る
』
し
か
も
同
時
に
『
投
げ
ら
れ
て
い
る
』
即
ち
、
す
べ
て
の
果
敢

な
さ
、
虚
無
性
を
身
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
乙
の
最
終
の
深
淵
の
上
に
張

り
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
於
て
壊
れ
易
く
、
こ
の
壊
れ
易
さ
に
於
て
透
明
で
あ

り
、
（
中
略
）
有
限
な
人
聞
の
癒
す
役
目
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
の
前
終

の
二
元
性
と
対
峠
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
深
い
眺
め
を
私
た
ち
の
も
の
ど
し
て

い
た
。
」
（
第
五
章
）

私
は
今
、
立
原
の
詩
に
見
ら
れ
る
透
明
さ
、
流
麗
さ
の
裏
に
、
灰
か
に
愁
い

を
帯
び
た
よ
う
な
一
種
の
悲
哀
の
詩
的
色
調
が
存
在
す
る
こ
と
を
思
う
。
彼
の

－p
l
y
 

詩
世
界
の
そ
う
し
た
色
調
は
「
建
築
」
を
「
投
げ
ら
れ
た
」
存
在
、
す
な
わ
ち

常
に
流
逝
し
て
い
く
運
命
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
「
虚
無
性
」
と
そ

れ
故
の
「
透
明
」
な
美
を
見
い
出
す
、
浪
漫
的
か
っ
、
実
存
的
な
対
象
認
識
の

在
り
方
と
深
く
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
乙
に
見
ら
れ
る
立
原
の

詩
的
思
考
は
、
自
ら
の
存
在
意
識
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
永
遠
の
今
と
は
、
敗
減
ず
る
空
間
と
無
限
の
肯
定
の
意
志
で
あ
る
時
間
と

の
中
間
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
緒
野
謙
二
宛
昭
和
十
二
年
・
十
二

月）
自
ら
を
死
と
生
と
の
聞
に
「
投
げ
だ
さ
れ
た
」
存
在
、
す
な
わ
ち
「
中
問

者
」
と
意
識
し
、
「
建
築
」
を
ず
ら
、
「
廃
境
」
へ
向
っ
て
絶
え
間
な
く
流
逝

し
て
い
く
も
の
と
見
る
意
識
、
乙
こ
に
こ
そ
、
立
肢
の
実
存
的
な
浪
漫
的
美
意

識
の
母
胎
は
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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結

主五
ロロ

「
芸
術
は
往
く
道
は
も
つ
が
、
還
る
道
は
も
た
な
い
。

ζ

の
道
を
行
く
人
の

逝
い
て
還
ら
ざ
る
放
に
、
こ
の
辺
を
行
く
人
に
限
り
な
い
高
い
覚
悟
と
自
律
的

な
自
由
は
尊
厳
に
も
強
い
ら
れ
る
。
」

（
「
方
法
論
」
第
五
常
）



ζ

の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
う
と
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
立
原
は
芸
術
至
上
的

な
詩
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
立
原
の
詩
人
と
し
て
の
姿
勢
は
、
一
方

で
は
あ
ま
り
に
形
而
上
学
的
な
観
念
世
界
へ
結
び
つ
き
易
か
っ
た
と
も
言
え

る
。
そ
し
て
そ
の
観
念
世
界
の
至
純
な
故
の
も
ろ
さ
は
、
立
原
の
夢
想
的
性
情

と
無
縁
で
は
な
い
。
立
原
に
あ
っ
て
は
、
体
験
を
積
み
重
ね
た
あ
と
、
そ
の
体

験
か
ら
一
歩
退
き
、
あ
ら
た
め
て
形
而
上
学
的
な
も
の
に
ま
で
高
ま
っ
た
観
念

で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
観
念
の
上
に
観
念
を
積
み
重
ね
た
と
こ
ろ
の
観
念
に
し

か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
『
生
以
上
』
へ
の
質
的
超
越
」
（
既
述
）
を
目
指
し
な

が
ら
も
、
生
と
ギ
リ
ギ
り
の
場
で
自
己
の
実
存
を
問
い
、
そ
こ
か
ら
は
い
あ
が

っ
て
来
た
時
点
で
の
「
質
的
超
越
」
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
観

念
の
も
ろ
さ
も
生
じ
た
と
言
え
よ
う
。

建
築
家
と
し
て
の
理
念
的
な
資
質
と
、
行
情
的
浪
漫
的
な
詩
人
と
し
て
の
素

質
の
相
到
1
1
l
、
第
二
章
で
触
れ
た
「
出
発
の
決
意
」
と
、
お
び
た
だ
し
い

「
決
意
の
空
転
」
は
、
そ
の
両
者
の
相
却
を
何
よ
り
示
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ

れ
る
。「

僕
の
場
合
、
肉
体
が
観
念
化
し
て
し
ま
う
。
」
（
風
信
子
・
巻
一
二
）
こ
の

言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
立
原
の
「
現
実
生
活
者
と
し
て
の
素
質
的
欠

乏
」
は
、
初
期
に
於
て
は
、
観
念
世
界
の
中
に
美
を
追
い
求
め
る
憧
僚
・
夢
想

と
な
り
、
必
然
的
に
彼
の
作
品
に
現
実
の
物
語
化
、
人
工
化
を
も
た
ら
し
た
と

い
え
る
。

一
方
、
後
期
に
於
て
は
、
そ
の
自
己
世
界
に
嫌
悪
を
感
じ
な
が
ら
も
、
な
お

か
っ
、
立
原
は
現
実
認
識
の
深
さ
の
方
へ
は
い
か
ず
、
む
し
ろ
逆
に
、
自
ら
の

「
美
」
を
守
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
形
而
上
学
的
な
「
方
法
論
」
の
中

に
、
自
己
世
界
の
構
築
の
可
能
性
を
信
じ
よ
う
と
し
た
。

立
原
は
自
己
の
「
現
実
生
活
者
と
し
て
の
素
質
的
な
欠
乏
」
を
気
づ
い
て
い

た
故
に
、
観
念
に
頼
る
こ
と
の
不
吉
さ
に
お
び
え
つ
つ
も
、
「
方
法
論
」
の
中

に
し
か
自
己
の
生
き
る
道
は
な
い
と
、
ひ
た
む
き
に
形
而
上
学
的
世
界
へ
超
出

な
い
し
高
揚
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
立
原
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
意
識
の
み
蛾

烈
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
凝
視
」
に
よ
っ
て
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
深
い
実
存
的
認

識
に
ま
で
下
っ
て
い
け
な
か
っ
た
故
に
、
そ
れ
は
観
念
的
な
「
人
工
」
に
終
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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