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北
村
透
谷
の
表
現
意
識

ー

「
作
品
」

へ
の
異
和
1

岡

部

隆

士
'じ、

北村透谷の表現意識

一

二
葉
亭

四
迷

は
書
く

こ
と
の
困
難
さ

に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

だ
か
ら
追
想
と
か
空
想
と
か
で
作
の
出
来
る
人
な
ら
ば
兎
も
角
、
私
に

や
ど
う
し
て
も
書
き
な
が
ら
実
感
が
起
ら
ぬ
か
ら
真
剣
に
な
れ
な
い
。
古

い
説
か
も
知
ら
ん
が
私
の
知

つ
て
い
る
限
り
ぢ
や
、
今
迄
の
美
学
者
も
実

感
を
芸
術
の
真
随
と
は
せ
ず
、
空
想
が
既
ち
本
態
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
空
想
と
は
、
例
の
賊
に
追
は
れ
た
こ
と
を
後
か
ら
追
懐
す
る
奴
な
ん

だ
。
さ
う
す
る
と
小
説
は
第
二
義
の
も
の
で
、
第

一
義
の
も
の
ち
や
な
く

な

つ
て
来
る
。
否
、
小
説
ば
か
り
ぢ
や
な
い
、

一
髄

の
人
生
観
と
い
ふ
奴

そ

が
私

に
や
然
う
思

へ
る
ん
だ
よ
…
…
思

へ
る
と
云
ふ

と
語
幣
が
あ
る
が
、

そ
ん
な

那
様
気
が
す
る

の
だ
。
ど
う
も
莫
迦

々
々
し
く
て
ね
。

だ
か
ら
作
を
す

る

時

に
や
、
精
神
は
非
常

に
緊
張
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、
心

に

は

遊

び
が
あ

ち
や
う
ち
や
う

る
。

丁
度
、
撃
剣

で
丁

々
と
撃

ち
合

つ
て
は
居

る
が
、

つ
ま
り
真
剣
勝

負
ぢ
や
な
い
、
そ

の
心
持

と
同

じ
事

だ
。

〔私

は
懐
疑
派
だ
〕

結
局
、
自
分
は
も

う
書
け
な

い
の
だ
、
と
二
葉
亭

は
言

っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
自
己
弁
解

に
似
た
セ
リ
フ
を
吐
か
し
め
た
事
情
が
ど
う

で
あ
れ
、

こ
こ
で
二
葉
亭

は
表
現

す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
あ
る
困
難

を
言

い
当

て
て
い
る

と
は
言
え
な

い
だ

ろ
う
か
。
二
葉
亭

は
、
盗
賊
に
追

い
か
け
ら
れ
て
い
る
最
中

は
怖

い
が
、
そ
れ
を
追

想

し
て
話

す
と
き
に
は
そ

の
怖
さ
は
失
せ

て
い
る
と
言

う
。
言

い
換
え
れ
ば

、

「作
を
す
る
時
に
は
、
精
神

は
非
常

に
緊
張
さ
せ
る
け

れ
ど
も
、
心

に
は
遊

び
が
あ
る
」
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
葉
亭

の
理
く

つ
を
、
実
感
が
な
け
れ
ば
書

け
な

い
の
だ
と
簡
単

に
と
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
。

こ
の

「
遊
び
」
を
言
語
に
よ
る
表
現
世
界
に
ひ
た
る

こ
と

の
で
き
る
余
裕

と
と
る
な
ら
、
二
葉

亭

は
書
く
に
際
し
て
の
作
家

の
心
理

の
動
き
、
そ
し
て
表

現

す
る
と

い
う

こ
と

の
困
難
さ
を
指
摘
し
て
い
る
と
見
る

べ

き

か

も
知
れ
な

い

。人
は
誰
で
も
生
き
て
い
る
事
実
が
矛
盾
の
集
積
で
あ
る
と
感

じ

て

い
る
限

り
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
動
機
を
豊
富
に
持

っ
て
い
る
。
だ
が
誰
で
も
そ
の
豊

富
な
動
機
を
意
識
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
き
る
こ
と
は
ま

た

「自
然
」
で
も
あ
る
か
ら
そ
の

「自
然
」
の
中
に
動
機
は
埋
没
し
て
い
る
⇔

そ
の
動
機
を
引
き
上
げ
る
も

の
こ
そ
言
葉
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
動
機
を
表
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現

の
世
界

に
肉
付
け
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
動
機

の
真
実

さ
を
保

証
す
る
精
神

の
真
剣
さ
だ
け

で
は
だ
め

で
あ

っ
て
、
言
語
的
世
界

に
ひ
た
り
き
れ
る
余

裕
が

な
け
れ
ば
だ
め
な

の
で
あ
る
。

二
葉
亭

の

「心

に
は
遊

び
が
あ
る
」
と

い
う
言

い
方
は
、

こ
の
よ
う
な

こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
え
る
。

だ
が

「遊

び
」

と
は
、
言
語
に
対

す
る
態

度
が
、
実
感

の
側
か
ら
見

る
と
そ

う
見
え
る
と
い
う

こ
と

で
あ

っ
て
、
表
現
す
る

こ
と
が
即

「遊

び
」
だ
と

い
う

こ
と
で
は
な

い
だ

ろ
う
。
表
現
す
る

こ
と
も
ま
た
別

の
意

味

で
の
緊
張

で
あ

っ

て
、
真
剣
勝
負

で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な

い
。
た
だ
、

そ
の
よ
う
な
緊
張
が

実
感
的
な
世
界

か
ら
見
る
と

「遊

び
」

と
し
て
し
か
言

い
表
わ
せ
な
い
と

い
う

と

こ
ろ
に
、
二
葉
亭

の
抱

え
た
表
現
者

と
し
て

の
困
難
が

あ
る

の
だ
。

二
葉
亭

は
、

「書
き
な
が

ら
実
感
が
起
ら
ぬ
か
ら
真
剣

に
な
れ
な
い
」
と
言

っ
て

い
る
が
そ
れ

は
、
書
く
と

い
う
こ
と
が

二
葉
亭

の
な

か
に
潜
在
す
る
豊
富

な
表
現

へ
の
動
機

を
引

き
出
す

こ
と
が

で
き
な
く
な

っ
て

い

る

と

い
う

こ
と

に
、
気
付

い
た

こ
と
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
。
正
宗
白
鳥

は

「
ト

ル
ス
ト
イ
に

つ

い
て
」

の
な
か
で
、

私
は
、
二
葉
亭
が

「文
学
は
男
子

一
代

の
事
業
と
な
す
に
足
ら
ず
」
と

云

っ
た
壮
語
も
実
は
彼
の
創
作
力
の
不
足
を
自
認
し
た
あ
ま
り
の
悲
痛
の

言
葉

で
あ
ろ
う
と
以
前
か
ら
思

っ
て
い
る
。
自
由
自
在
に
筆
が
運
ん
だ
ら

そ
ん
な
こ
と
を
云
ふ
暇
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
、
書

い
て
い
る
が
、
確

か
に
自
由
自
在
に
書

け
て

「
心

に
は
遊

び
が
あ
る
」

と

い
う

そ
の

「
遊

び
」
に
ひ
た
れ
た
ら
、
あ
る
い
は
言
葉

で
表
現

す
る
と

い
う

こ
と
が
別

の
意
味

で
の
真
剣
勝
負

で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が

で
き
た
ら
、
二
葉

亭

は
書
く

こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
筈

で
あ
る
。

だ
が
、

二
葉

亭

の
書
け
な
く
な

っ
た
理
由

を
正
宗
白
鳥

の
よ
う

に

「
創
作
力

の
不
足
を
自
認

し
た
」

と
言

い
切

っ
て
し
ま
う

の
は
、
二
葉
亭

に
と

っ
て
酷
か

も
知
れ
な
い
。
二
葉

亭

の
言
う

「遊

び
」
あ
る
い
は
言

い
換
え
て
表
現
世
界

へ

ひ
た
り
き
れ
る
余
裕

を

「
表
現

へ
の
没
入
」
と
す
る
な
ら
、
そ

の
表
現

へ
の
没

入
を
果
せ
な

か

っ
た

二
葉
亭

の
表
現

の
意
識

こ
そ
が
問
わ
れ

る
べ

き

で

あ

ろ

う
。
自
由
自
在
に
書

け
な
か

っ
た

の
で
は
な
く
て
彼
は
自
由
自
在

に
書

く

こ
と

を
た
め
ら

っ
た

の
で

は
な

い
か
。
正
宗
白
鳥
は
、
小
林
秀
雄
を
う

ら
や
ま
し
が

ら
せ
た
程
、
考

え
る

こ
と
が
即
言
葉

に
な

っ
て
い
く
よ
う
な
文
章

の
達
人
で
あ

っ
た
が
、

そ
れ
は
、

作
家

の
才
能

で
あ
る
よ
り
以
前
に
言
葉
と

い
う
も

の
が
あ

る
時
代

の
作
家
に
ど

の
よ
う
な
面

で
受
け
と
め
ら
れ
て

い
た
か
、

と
い
う

こ
と

を
抜
き
に
し
て
は
語

れ
な
い
。
正
宗
白
鳥

に
あ

っ
て
は
自
由
自
在

に
書

く

こ
と

は
自
分

の
考

え
て
い
る
内
容
が

そ
の
ま
ま
文
章
化
さ
れ

る

こ

と

を
意
味

し
た

が
、
二
葉
亭

に
と

っ
て
、
自
由
自
在

に
書
く

こ
と
は
伝
統
的
な
文
体
を

ま
だ
意

味

し
て
い
た

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

二
葉
亭

と
正
宗
白
鳥

と
で
は
、
個

人
の
言

語
表
現
を
前
も

っ
て
規
制
し
て
し
ま
う
表
現
意
識

の
あ
り
方
に
差
が
あ

っ
た
。

正
宗
白
鳥

の
二
葉
亭

へ
の
評

に
は
こ
の
差
が
視
野

に
入

っ
て
い
な

い

の

で

あ

る
。二

葉
亭

の

「遊

び
」
と

い
う
言

い
方

の
な
か
に
自
分

に
は
似
合

わ
な
い
と

い

う
意
味
合

い
が
読
み
取
れ

る
と
す
る
な
ら
、
表
現

へ
の
没

入
を
た

め
ら
う

二
葉

亭

の
態

度
と
い
う
も

の
が
見
え
て
く
る
だ

ろ
う
。
二
葉
亭

は
書

く
た
め
に
は
あ

る
余
裕

の
よ
う
な
も

の
が
な
い
と
だ
め
だ
と
考
え
た
が
、

そ
れ
は
そ
の
通
り
だ

と
し
て
、

そ

の
余
裕

を

「
心

の
遊
び
」
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
表
す
と
き
、
伝

統
的
な
文
体

で
自
由

自
在
に
書
く
同
時
代

の
表
現

と
い
う
も

の
が
視
野
に
入

っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
恐
ら
く

二
葉
亭

に
と

っ
て
、
書

か
ね
ば
な

ら
な
い
動
機

を
表
現

へ
と
促
す
も

の
は

「遊

び
」
で
は
な

い
何
か
違

っ
た
切
実
な
も

の
と
し
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北村透谷の表現意識

て
感
じ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
が
結
局

は
書

け
な

い
と

い
う

局
面

の
な
か
で
そ
れ

を
眺
め
た
と
き
、
そ
れ
を
否
定
的

に

「
遊

び
」
と
し
て
表
現

し
た

の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
否
定
的

な
意
味

で
の
こ
の

「
遊

び
」
と

い
う
表
現

の
な
か
に
は
、
自

由
自
在
に
書

く
伝
統
的
な
表
現

の
意
識
と
、
書

く

こ
と

の
で
き
な

い
自

分
と

の

距
離
が
映
し
出
さ
れ

て
い
る
と
考

え
て
も

い
い
の
で
は
な

い
か
。
伝
統
的

な
表

現

の
意
識
を
拒
否
す
る
と
い
う
意
味

で
、
二
葉
亭

ほ
自
由

自
在
に
書
く

こ
と
を

た
め
ら

っ
た

の
で
あ
り
、
表
現

へ
没
入
す
る
こ
と
を
断
念

し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
何
を
、
ど
う
や

っ
て
書
く
の
か
、
と

い
う
問

題

に
直
面
し
混
乱

し

シ

シ

た
日
本
近
代
の
と
ば
口
に
停
ん
だ
作
家
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
の
悲
痛

な
選
択
の

一
つ
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

中
村
光
夫
は
、
引
用
し
た
二
葉
亭
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
実
感
を
芸
術

の
世

界
よ
り
尊
い
と
み
る
自
然
主
義
思
想
潮
流

の
影
響
下
に
あ
る
と
批
判
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「空
想
を
生
命
と
す
る
」
芸
術
の
世
界
を
、

…
応
現
実
か
ら
は
な
れ
た

独
立

の
世
界
と
み
と
め
、
実
生
活
に
お
け
る
想
像
力
の
働
き
を
仲
介
と
し

て
、
現
実
と
芸
術
の
現
実
性
と
の
異
同
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
芸
術
家
の

生
活
が
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
微
妙
な
矛
盾
を
説
く

こ
と

の
方
が
、

「
小
説
総
論
」
の
筆
者
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
自
然
で
あ

っ
た
筈
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
彼
も
芸
術
家
と
し
て
の
自
画
像
と
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
卑

小
な
姿
を
描
か
な
く
て
も
す
ん
だ
に
違
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
は
行
か

な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
時
代

の
性
格
が
あ
り
、
そ
の
影
響
に
誤
ま
ら
れ
た
彼

自
身
の
性
格

の
弱
さ
が
あ
り
ま
す
。

〔
二
葉
亭
四
迷
伝
〕

、中
村
光
夫
は
、

こ
こ
で
明
解

に
過
ぎ

る
程
、
二
葉
亭

の
な
り
え
な
か

っ
た
作

家
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
、
時
代
の
性
格
に
よ

っ
て
、
性
格
の
弱
さ
に
よ

っ
て
、

実
際
に
は
卑
小
な
自
画
像
し
か
書
け
な
か

っ
た
二
葉
亭
を
見
降
す
よ
う
に
描
い

て
い
る
。
確
か
に
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
こ
に
は
時
代
の
性
格
だ
け
で

も
な
い
、
性
格

の
弱
さ
だ
け
で
も
な
い
、
二
葉
亭
が
不
可
避
に
抱
え
込
ん
だ
書

く
こ
と

へ
の
苦
悩
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
芸
術

の
世
界
を
、

一
応
現
実
か
ら
は
な
れ
た
独
立
の
世
界
」
と
す
る
こ
と

は
、
北
村
透
谷
も
痛
切
に
願

っ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
二
葉
亭
も
ま
た
願

っ
た
に

違

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
願

っ
た
と
き
に
彼
等
に
た
ち
は
だ
か
っ
た
も

の
は

言
語
表
現
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
所
与
の
現
実
を
拒
否
し
新
し
い
現
実
を
切

り
取
ろ
う
と
す
る
も
の
に
と

っ
て
、
表
現
は
先
験
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
自
己
と
現
実
と
の
新
し
い
緊
張
関
係
の
な
か
で
表
現
の
ス
タ
イ

ル
は
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
代
文
学
の
黎
明
期
に
位
置
し
た
透

谷
や
二
葉
亭
は
ま
ず
そ
の
緊
張
関
係
に
身
を
置
く
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
。
従

っ
て
彼
等
は
生
成
し
つ
つ
あ
る
表
現
の
ス
タ
イ
ル
の
未
生
の

緊
張
の
な
か
に
も
身
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
芸

術
を
現
実
か
ら
は
な
れ
た
独
立
の
世
界
と
す
る
こ
と
を
願
う
こ
と
と
、
実
際
に

そ
の
よ
う
な
芸
術
の
世
界

(完
成
さ
れ
た
表
現
の
ス
タ
イ
ル
)
に
身
を
置
く
こ

と
の
間
に
は
、
飛
び
越
し
難

い
溝
が
あ
る
こ
と
を
彼
等
は
表
現
と
い
う
実
践
の

な
か
で
身
を
も

っ
て
感
じ
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
深
淵

の
淵
に
侍
ん
だ
二
葉
亭
に
果
し
て

「
微
妙
な
矛
盾
」
を
説
く
余
裕
が

あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。

時
代
の
性
格
か
ら
で
も
な
く
、
性
格

の
弱
さ
か
ら
で
も
な
い
、
あ
る
時
代
に

お
け
る

一
人
の
表
現
者
が
抱
え
た
困
難
を
、
私
た
ち
は
も

っ
と
見
定
め
る
必
要

が
あ
り
は
し
な
い
か
。

透
谷
や
二
葉
亭
が
件
ん
だ
深
淵
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
日
本
的
な
文
学
の
伝
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統
に
お
け
る
作
家
と
表
現
の
関
係
が
、
作
家
の
思
想
的
苦
闘
な
く
し
て
は
表
現

を
成
立
せ
し
め
な
い
よ
う
な
西
欧
的
文
学
観
の
流
入
に
よ

っ
て
混
乱
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て
開
い
た
表
現
意
識

の
大
き
な
亀
裂
な
の
で
あ
る
。

こ
の
混
乱
の
中
に
身
を
置
き
、
文
学
を
断
念
し
た
の
が
二
葉
亭
だ
っ
た
と
す

る
な
ら
、

こ
の
混
乱
の
中
に
最
初
に
身
を
置
き
、
そ
し
て
そ
の
混
乱
を
自
死
に

至
る
ま
で
に
身
を
も

っ
て
体
現
し
て
し
ま

っ
た
の
が
北
村
透
谷
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
透
谷
の
つ
き
当
た

っ
た
表
現
意
識
の
困
難
さ
を
さ
ぐ

る
こ
と
は
、
二
葉
亭

の
み
な
ら
ず
日
本
の
近
代
作
家
を
等
し
く
緊
縛
し
た
に
違

い
な
い
表
現

の
ス
タ
イ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
作
業
に
重
な
る
か
も
知
れ

な
い
。

二
葉
亭

の
書
く
こ
と
の
困
難
さ
か
ら
書
き
始
め
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
の
二
葉

亭
の
抱
え
た
困
難
を
も
照
射
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
希
望
的
観
測
の
も
と

に
、
こ
こ
で
は
北
村
透
谷
の
表
現
意
識
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

二

 

一
八
八
七
年

八
月
十

八
ロ
の
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡

の
な

か
で
、

「
以
上
綾
述

し

来

り
た

る
生

の
経
歴
と
性
質

は
、
以

て
生
を
し
て
自

ら
小
説
家
た
る
を
得

ん
と

自
負

せ
し
む
る
に
足
る
も

の
な
り
。
」
と
透
谷
は
書

い
て
い
る
。

こ
う
書

い
た
透

谷
に
、
表

現
と
い
う
も

の
に
対
す
る
意
識
が

ど
れ
程

胚
胎

し
て
い
た

ろ
う
か
。

た
ぶ
ん
こ
の
時
点

で
は
、
表
現
と

い
う
も

の
は
表
現

す
る
に
足
る
主
体

が
あ
れ

ば
自
然

に
成

る
も

の
だ
と
感

じ
て
い
た

に
違

い
な

い
ρ
自
意
識
と
言

い
換

え
て

も

い
い
だ

ろ
う
が
、
そ
う
感

じ
さ
せ
る
主
体

と
い
う

の
は
、
他
者

と
は
区
別
し

う

る
経
歴

と
性
質

を
持

つ
と

い
う
自
負

で
あ
る
。
だ

か
ら
そ
の
後
に

「鳴

呼
此

自
負
は
即

ち
今
、
生
を
苦
し
む
る
事

一
方
な
ら
ざ

る
く
せ
者

に
こ
そ
」
と
書
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
表
現

へ
の
苦
痛

は
、

「
生
を
苦

し
む
る
」

こ
と
と
は
別

の
困
難
な

の
で
あ
る
。
言
葉

と
い
う
も

の
は
誰

に
と

っ
て
も
自
在
な
も

の
で
は
な

い
。

ま

し
て
文
章

と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
言
葉
を
選
び
組

み
合

わ
せ
て
い

く
作
業

が
、
作
者

の
切
実
な
課
題
を
負

っ
た
主
体

の
思

い
通
り
に
な
ら
な

い
こ

と
を
、
作
者

は
否
応
な
く
思

い
知
ら
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

エ
リ
オ

ッ
ト
は

「伝
統

と
個
人
的
才
能
」

で
、
詩
人
が
表
現
す

る
も

の
は
個
性

で
は
な
く
或

る
種
類

の

媒
介

の
作
用
だ
と
言

っ
て
い
る
。
詩

人
が
な
す

べ
き

こ
と
は
伝
統
に
集
積
さ
れ

て
あ
る
芸
術

の
種

々
の
要
素

を
新
し
く
組
み
合

わ
せ
る

こ
と

で
あ
り
、
従

っ
て

詩
人
や
芸
術
家

は
芸
術

に
対
す

る
あ
る
作

用
と
し
て
存
在

し
、
作
用
と
し
て
存

在
す

る
こ
と
は
個

性

の
間
断

の
な

い
没
却
と
言
う
の
で
あ

る
。

こ
の

エ
リ
オ

ッ
ト

の
考
え
方
は
、
芸
術
を
表
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
主
体

の

必
然

と
い
う
も

の
を
説
明

し
え
な
い
う
ら
み
が
あ
る
の
だ
が
、
表
現
さ
れ
た
作

品
が
結
果
的

に
は
作
者

の
個

性
と
い
う
も
の
と
は
別
物
と
し
て
存
在

し
て
し
ま

う
事
情
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
だ

ろ
う
。

作
者
は
表
現

し

て
い
る
と
き
は
自

ら
を

「
媒
介

の
作
用
」
だ
と
意
識
す
る

こ

と
は
な

い
。
作
者

の
想
像
力

は
過
去

に
で
は
な
く
未
知

に
向

っ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、

「
媒
介

の
作
用
」
と
は
作
者
自
身

を
過
去

の
も

の
と
す
る
こ
と
で
成
立

す

る
作
品

と
の
関

係

に
お

い
て
適

用
さ
れ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
作
者

は
、
作

品
と
対
峙
す

る
と
き
自
ら
を

「媒
介

の
作
用
」
だ
と
思

う

こ
と
は
な
く
と
も
、
あ
る
は
ぐ
ち
か
さ
れ
た
感
じ
を
持

つ
の
で
は
な

い
だ
ち

う

か
。
自

ら
生
み

だ
し
た
作
品
が
別
物

と
し
て
存
在
し
て
し
ま
う

こ
と

へ
の
虚

し
さ
と

い
っ
た
ら

い
い
だ
ろ
う
か
。

近
代

に
な

っ
て
、
作
者

の
属
す
る
現
実
的
世
界

と
作
者

の
内
面

の
バ
ラ

ン
ス

注

1

が
作
者

の
内
面
の
方
に
傾
く
形
で
崩
れ
始
め
て
以
来
、
言
葉
は
常
に
作
者

の
内

面
に
胎
児
と
し
て
眠
っ
て
お
り
、
作
者
の
苦
悩
と
ヘ
ソ
の
緒
で
繋
が

っ
て
い
'る
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と

い
う
幻
想
を
与
え
ら
れ
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

従

っ
て
分
娩
さ
れ
た

言
葉

が
外
界

に
表
記
盲
語

の
組
み
合

さ
れ
た
も

の
と
し
て
現
出
す
る
と
き
、
母

親
た

る
作
者

は
言
葉
が
胎
児

で
あ

っ
た

と
き

の
自
己
と

の
全

的
な
関
係

の
喪
失

を
受
感
し
、

そ
こ
に
あ

る
虚

し
さ
を
感

じ
る
と

い
う

こ
と
な

の
で
は
な

い
か
。

㌧
作
者
が
そ

の
虚
し
さ
を
予
感

し
て
し
ま
う

と
き
、
言
葉

は
作
者
に
と

っ
て
容

易

に
分
娩

で
き
ぬ
も

の
と
な
る
。

そ
の
と
き
言
葉

は
、
作

者

と

の
蜜
月
的

な
関

係

を
失
う

の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
作
家

は
近
代

に
な

っ
て
書
く
と

い
う

こ
と
に

苦

し
み
始

め
る
。

ロ
ラ
ン

・
バ

ル
ト
は

「
零
度

の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
」

の
な
か
で
次

の
よ
う
に

述

べ
て
い
る
。

ロ
ラ
ン

・
バ

ル
ト
は

こ
こ
で
詩
的

エ
ク
リ
チ

ュ
ー

ル
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る

の
だ
が
、
近
代

に
お
け

る
作

家

の
表
現
意
識
を
考
え
る
う
え

で
も
重
要
な
指
摘

を
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

言
葉
が

「精
神
的
な
懐
胎

の
濃
密
な
時
間
」
を
孕
ん
だ
と
き
、
そ
れ
は
作
家

に
と

っ
て
表
出
さ
れ
た
言
葉
が
あ
る
距
離

を
も

っ
て
感
じ
ら
れ
始

め
た

こ
と
を

意
味
す
る
だ
ろ
う

.
こ
の
距
離
感
は
西
欧

近
代

に
お
け

る
個

の
確
立

と
無
縁
で

は
な

い
。・
近
代
的
個
人

の
確
立
が
市

民
社
会

の
成
立
に
よ
る
も

の
で
あ

る
こ
と

は
今
さ
ら
述

べ
る
ま

で
も
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
市
民
社
会

の
成
立

に
よ

っ

て
個

人
が
ど

の
よ
う

に
位
置
づ

け
ら
れ
た
か
を

マ
ル
ク
ス
は
次

の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

北村透谷の表現意識

古
典
主
義
時
代

に
お

い
て
は
、

《
詩
的
》
と

い
う

コ
ト
バ

は
何

の
拡
が

り
も
、
何

の
感
情

の
特
別

の
厚

み
も
、
何

の
ま
と
ま
り
も
、
何

の
切

り
離

さ
れ
た
宇
宙
も
さ
し
示
す
も

の
で
は
な
く
、
会
話

の

場

合

よ

り
は
美

し

ト

ト

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

シ

シ

ヘ

シ

へ

い
、

し

た

が

っ

て
社
会
的
な
諸
規
則
に
し
た
が

っ
て

《自

己
を
表
現
す

モ

ヘ

へ

る
》
技
術
と

い

っ
た
、

コ
ト
バ

の
技
術

の
単

な
る
屈
折
な

の
で
あ
る
。

い

い
か
え
れ
ば
、
す

っ
か
り
武
装
さ
れ
て
精
神

か
ら
生
ず

る
内
的
思
考

の
外

カ

ヘ

ヘ

ト

ト

ト

ト

て

ヘ

ト

ヘ

ヘ

シ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ト

に
、
明
白
な
慣
習
に
よ

っ
て
社
会
化
さ
れ
た
コ
ト
バ
を
投
げ
出
す
技
術
の

シ

へ

屈
折

に
す
ぎ
な

い
。

〈
中
略
〉

と

こ
ろ
が
、
現
代

の
詩
法

に
あ

っ
て
は
、
語
が

一
種

の
形
式
的
連
続
を

生
み
出
し
、

そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
の
語
な
し
に
は
不
可
能

な
知
的
あ
る
い
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ト

ヘ

へ

感
情
的
な
密
度
が
少

し
つ

つ
発
散
す

る
。

そ

こ
で
、

コ
ト
バ
は
よ
り
精
神

ト

シ

ヘ

ソ

ト

も

ヘ

ト

ら

シ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ト

シ

シ

シ

的

な

懐

胎

の

濃

密

な

時

間

と

な

り

、

そ

の
間

に

《
思

考

》

が

用

意

さ

れ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
注
2

徐

々

に

語

の
偶

然

に

よ

⇔
て
定

着

さ

れ

る

つ

(
傍

点

は

引

用

者

▽

ヘ

ヘ

ト

ヘ

へ

結
局
の
と
こ
ろ
、
市
民
社
会
の
成
員
と
し
て
の
人
間
が
、
本
来
の
人
間

ヘ

へ

と
み
な
さ
れ
、

公
民

(o
一宮
ぎ

ロ
)
と
は
区
別

さ
れ
た
人
間

(ず
o
目
日
⑱
)

と
み
な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
政
治
的

人
間
が
た
だ
抽
象
さ
れ
た
人
為
的

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

パ

ヘ

へ

に
つ
く
ら
れ
た
人
間
に
す
ぎ
ず
、
比
喩
的
な
精
神
的
な
人
格
と
し
て
の
人

間
で
あ
る
の
に
対
し
、
市
民
社
会
の
成
員
と
し

て

の
人

間
は
、
感
性
的

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ト

へ

な
、
個
体
的
な

、
も

っ
と
も
身
近
な
あ
り
方

に
お
け
る
人
間
だ
か
ら
で
あ

る
。
現
実

の
人
間

は
利
己
的
な
個

人
の
姿

に
お

い
て

は

じ

め

て
認
め
ら

シ

ヘ

ヘ

へ

れ
、
真

の
人
間

は
抽
象
的

な
公
民

(6
津
o
望
o
昌
)

の
姿
に
お

い
て
は
じ
め

注
3

て
認
め
ら
れ

る

の
で
あ
る
。

こ
の
、
利
己
的
な

人
間
す
な
わ
ち
現
実
的
人
間

と
、
抽

象
的
公
民
す
な
わ
ち

抽
象
的

人
間

の
分
裂

に
よ

っ
て
近
代

の
個

人
が
成
立

し
、
そ
し
て
そ
の
差
異

の

な
か

で
、
内
面
が
個

人
と

い
う
概
念

の
内
実

そ
の
も

の
と
し
て
現

わ
れ
て
き
た

の
だ
と
考

え
て
い
い
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
個
人
は
こ
の
差
異

の
な
か
に
あ

っ
て
、
無
垢
の
ま
ま
個
人
で
あ
る
こ

と
は
出
来
な
い
。

一
個
の
全
的
な
人
格
を
持

つ
こ
と
が
出
来
ず
、
現
実
的
人
間

と
抽
象
的
人
間
の
両
極
に
分
裂
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
不
可
避
と
す
る
。

言
葉
は
ど
う
だ
ろ
う
。
古
典
的
時
代
に
お
い
て
、

ロ
ラ
ン

・
バ
ル
ト
の
言
う

「
社
会
的
な
諸
規
則
に
し
た
が

っ
て

《自
己
を
表
現
す
る
》
技
術
」
で
あ

っ
た

言
葉
は
、
表
出
さ
れ
て
も
作
者
を
裏
切
ら
な
い
言
葉
と
し
て
そ
の
ま
ま
社
会

へ

着
地
し
た
。
が
近
代
に
な

っ
て
言
葉

は
着
地
す
べ
き
場
所
を
見
失
な
う
。
何
故

な
ら
、
言
葉
を
発
す
べ
き
主
体
が
現
実
的
人
間
と
抽
象
的
人
間
に
分
裂
し
て
お

り
、
言
葉
は
そ
の
分
裂

の
何
処
か
ら
軌
跡
を
描

い
た
ら
い
い
の
か
、
言
葉
自
身

の
位
置
の
選
択
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
葉
は
、
表
現
主
体
に
向

っ
て
、
あ

な
た
は
何
処

へ
向

っ
て
言
葉
を
放
と
う
と
し
て

い
る

の
か
、
と
問
う
で
あ
ろ

う
。

こ
の
間
を
内
在
さ
せ
た
表
現
者
で
あ
る
作
家
は
言
葉
を
表
出
せ
ん
と
す
る

そ
の
一
瞬
を
見
失
う
。
表
出

の
契
機
を
失

っ
た
言
葉
は
作
家

の
内

面

に
返
さ

れ
、
言
語
以
前
と
し
て
あ
る
無
意
識
層
と
し
て
の
内
面
を
刺
激
し
よ
り
充
実
さ

せ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
内
面
を
充
実
さ
せ
て
し
ま

っ
た
作
家
は
言
葉
と
の
距
離
を
意
識

し
、
そ
の
距
離
を
不
安
と
し
て
理
解
す
る
に
違

い
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
の
距

離
こ
そ
着
地
す
る
場
所
を
見
失

っ
て
し
ま
っ
た
近
代
の
主
体
の
、
不
安
定

へ
の

自
覚
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
作
家
は
表
出
の
契
機

の
失
わ
れ
た
言
葉
を
押
し
出
す
た
め
に

「思
考
」
を
用
意
す
る
。
そ
し
て
着
地

の
場
所
を
失

っ
た
言
葉
は
分
裂
の
な
か
を
浮
遊
し
、
言
葉
自
体
と
し
て
言
葉
を

表
出
し
た
主
体
に
対
峙
す
る
。
作
家
に
と

っ
て
言
葉
が
自
在
な
も
の
で
な
い
だ

け
に
言
葉
は
作
家
の
前
に
思
い
も
か
け
ぬ
姿
で
あ
ら
わ
れ
、

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト

の
述
べ
る
よ
う
に

「徐
々
に
語
の
偶
然
に
よ

っ
て
定
着
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現

へ
の
困
難
は
日
本

の
近
代
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
も
の

だ
が
、
無
論
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。
日
本
で
は
厳
密
な
意
味
で

の
市
民
社
会
は
成
立
せ
ず
、
そ
れ
に
伝
統
的
な
表
現
意
識
が
強
固
に
残

っ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
、
言
葉
は
着
地
す
る
場
所
を
見
失
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
か

ら
す
べ
か
ら
く
表
現
者
が
表
現

へ
の
苦
悩
を
持

つ
と

い
う

図
式
は
成
立
し
な

い
。
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
近
代

の
黎
明
に
お
け
る
矛
盾
は
特
定
の
個
人
に
突
出

す
る
形
で
現
わ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
個
人
は
、
伝
統
的
な
表

現
と
い
う
着
地
す
る
場
所
が
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
着
地
す
る
場
所
を

見
失

っ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
常
に
引
き
上
げ

つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
の
表
出
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
作
家
の
表
現
の
困

難
さ
は
、
不
可
避

の
も
の
と
い
う
よ
り
作
家
に
よ

っ
て
選
ば

れ

た

も

の
と
し

て
、
そ
し
て
常
に
選
ば
れ

つ
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
あ

っ
た
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
の
近
代
の
と
ば
口
に
仔
ん
だ
作
家
が
真
の
意
味
で
の
表

現
の
困
難
に
出
く
わ
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
表
現
の
困
難
さ
を

得
る
に
足
る
自
己
を
、
個
人
の
輪
郭
が
暖
昧
な
日
本

の
社
会
か
ら
ま
ず
引
き
上

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
以
上
縷
述
し
来
り
た
る
生
の
経
歴
と
性
質
と
は
、
以
て
生
を
し
て
自
ら
小

説
家
た
る
を
得
ん
と
自
負
せ
し
む
る
に
足
る
も
の
な
9
。
」
と
書
い
た
透
谷
は
、

表
現

の
困
難
さ
を
得
る
に
足
る
資
格
を
得
た
と
自
負
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
ま
だ
表
現
の
困
難
に
は
出
く
わ
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
困
難
さ
を
ま
ず
透

谷
は
、
詩
と
小
説
に
お
い
て
味
わ
う
の
で
あ
る
。

三

 

透

谷
の
表
現
意
識

が
ど
ん
な
も

の
か
は
、
唯

一

「宿
魂
鏡
」
に
よ
く
表

れ
て
い
る
。

「宿
魂
鏡
」

る
。

の
小
説
ら
し
い
小
説
で
あ
る

は
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
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花
よ
花
よ
と
浮
れ
ぞ
め
き
し
人
の
心
も
稽
静
ま
り
て
、

一
輪
早
咲
き
の

螂
燭
の
上
を
、
羽
弱
の
蝶
の
行
き
も
ど
り
す
る
四
月
の
末
の
春
景
色
。

い
か
め

牛
込
と
の
み
、
町
名
は
聞
洩
ら
し
た
り
、
男
爵
戸
澤
と
表
札
も
巌
し
き

邸
構
の
門
前
に
、
二
人
乗
り
の
腕
車
駐
ま
り
て
、
う
ろ
く

と
降
る
田
舎

爺
、
そ
の
後
に
蹟
き
て
物
思
ひ
あ
り
げ

の
優

し
き
小
娘
、
玄
関
先
に
て
ひ

そ
く

囁
く
聲
も
田
舎
物
の
調
子
高
く
、
庭
運
動
の
髪
む
し
や
の
男
に
見

認
め
ら
れ

て
、
何
用
ぞ
と
聲

掛
け
ら
れ
、
お
つ
ノ
＼

答

ふ
る
は
、

こ
の
御

邸
に
山
名
芳

三
と
申
す
も

の
は
居
り
ま
せ
ぬ
か
。

こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
江
戸
期
の
文
学
表
現
の
ス
タ
イ
ル
で
あ

っ
た
戯
作
調

の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
羽
弱
の
蝶
の
行
き
も
ど
り

す
る
四
月

の
末
の
春
景
色
。
」
と
い
う
漢
文
調
の
表
現
も
含
ん
で
い
る
が
全
体
に

注

4

〈
話
体

〉
で
貫
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現

は
、

ロ
ラ

ン

・
バ
ル
ト

の
言

葉
を
借

り
れ
ば

「明
白
な
慣
習

に
よ

っ
て
社
会
化
さ
れ
た

コ
ト
バ
を
投
げ
だ
す

技
術

の
屈
折
」
な

の
で
あ
る
。

あ
る

い
は
、
透
谷

は
作
者

で
あ
る
自
己
と
表
現
さ
れ
た

言
葉

の
間
に
、
伝
統

的
文
学

の
表
現
者

で
あ
る

「語
り
手
」
を
挿
入
し
て
い
る

と
考

え
て
も

い
い
で

あ
ろ
う
。
近
代
に
よ

っ
て
自
覚
さ
れ
て
ゆ
く
透
谷

と
い
う
主
体

と
、
あ

る
型

を

も

っ
て
非
個
性
的

に
物
語
を
紡
ぎ

だ
す

「
語
り
手
」
が
、

こ
こ
で
は
不
分
離
な

の
で
あ
る
。

つ
ま
り

こ
の
書
き
出
し
で
は
透
谷
は
自
然

に

「
語
り
手
」
に
乗

り

移

っ
て
い
る
。

透
谷

は
、

「
宿
魂
鏡

」
に
お

い
て
形
而
上
的
恋
愛

の
姿

を
描

こ
う
と
し
た
よ

う
で
あ

る
が
、

そ
の
目
論
見

は
失
敗

し
て

い
る
と

い
っ
て

い
い
。
失

敗

の
原
因

と
し
て
は
、
恋
愛

し
て
い
る
男
女

の
悲
劇
性
を
描
く

の
に
、
そ

の
必
然
性
を
人

間
関
係

の
展
開

の
な
か
に
表
現

す
る
こ
と
が

で
き
ず
、

い
わ
ゆ

る
最
初
か
ら
主

人
公

の
悲
恋
が
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
通
俗
的
な
筋
立

て
に
よ

っ
て
し
か
主

人
公

の
悲
劇
を
引

き
出
せ
な
か

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
、
主
人

公

の
苦
悩

と
恋
愛

の
形
而
上
性
を
古
鏡
と

い
う
不
思
議
な

「
物
」
に
象
徴
さ
せ

て
し
ま

っ
た

こ
と

は
、
近
代
小
説

と
し
て
の
展
開
を
不
可
能

に

し

て

し
ま

っ

た
。が

、
し
か
し

こ
の
小
説

に
は
私
達
を

一
種

の
不
思
議
な
迫
力

で
ひ
き
ず
り
込

む
と

こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は

こ
の
古
鏡

の
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。
主
人
公

の
山

名
芳

三
は
、
世
を
捨

て
山
間

の

一
小
村

に
住
ん
で
別
れ
た
恋
人
弓
子
の
こ
と
を

思

い
狂
乱

の
日
々
を
過
ご
す
。
あ
る
と
き
弓
子
か
ら
形
見
に
も
ら

っ
た
古
鏡
を

見
る
と
、
鏡

の
な

か
に
弓
子

の
姿
が
現

れ
る
。
思

わ
ず
投
げ

つ
け
る
と
、

そ
こ

か
ら
燭
績

と
も

つ
か
ぬ
異
態

の
怪
物
が
現

れ
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
の
文
章

は

一

気

に
読
者
を
引

っ
張

っ
て
い
く
力
が
あ
り
、
そ
し
て
文
体
も
そ

の
よ
う
に
変

っ

て

い
る

の
で
あ
る
。

何
者

ぞ
、
汝

、
わ
れ
狂
乱

の
余
り
に
、
熱
病

み
が
熱

に
浮
さ
れ
て
見
る

と

い
ふ
鬼
物
を

、
己
れ
の
胸

よ
り
描

き
出

し
か
、

こ
の
現
在
を
狂
乱
と

い

ふ
べ
き
か
、
ま

た
は
人
間
初

め
よ
り
狂
乱

に
生
れ
た
る
も

の
な
る
か
、
但

し
は
天
地
斯

の
如
き
忌

は
し
き
も

の
あ
り
て
、

い
つ
か

一
度

は
、
人
間
と

し
て
必
ら
ず
出

逢

ふ

べ

き
者
な
り
や
、
天

の
戯
れ
か
、
地

の
い
た
づ

ら

か
、
何
者

ぞ
、

こ
の
戯
れ
は
、

こ
の
い
た
づ
ら
は
、
幻
鏡
か
、
恋
か
、
さ

み
ず
か
ら

ら
ず
ば

こ
の
我

自
己
か
。

こ
の
熱
を
帯
び
た
不
思
議
な
文
体
は
す
で
に

「語
り
手
」
の
語
り
口
に
よ
る

文
体

で
は
な
い
。
こ
こ
は
主
人
公
芳
三
の
独
白

の
部
分
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
透

谷
自
身
が
芳
三
に
乗
り
移

っ
て
独
白
す
る
よ
う
な
調
子
が
あ
る
。

「
語
り
手
」
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と
透
谷
と

い
う
主
体
が
分
離

し
て
い
て
、
文
体

に
透
谷
自
身
が
露
出
し
始
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
体

は
明
ら
か
に

「精
神
的
な
懐
胎

の
濃
密

な
時
間

」

を
持
ち
始

め
て
い
る
と

い
っ
て

い
い
。

こ
の
場
面
だ
け
を
読

む
と
、

「
蓬
莱
曲
」
・
の

一
場
面

を
髪
髭

と
さ
せ
る
。
素

雄

が
仙
姫

の
眠
る
洞

の
な
か
に
入
る
と
、
そ

の
姿
が
や
が

て
露
姫

に
視

え
て
く

る
場
面
が
あ
る
。

う

つ
つ

是
幻
な
る
可
き
や
?

こ
れ
現

な
る
可
き
や
?

こ
れ
実
な
る
可
き
や
?

こ

い
つ
わ
り

れ

偽

な
る
可
き
や
?
わ
が
想

と
わ
が
恋

と
、
わ
が
迷
と
が
、

と
も
に
わ

が
為

の
た
く
み
と
な
り
て

こ
の
原
に
、
露
姫
を

こ
の
原

の
気
よ
り

つ
く

り
い
で
し
や
1

誰
知
ら
ぬ
も

の
ぞ
な
き

わ
が
想

の
様

、
恋

の
態

、

つ
ま
び
ら
か

が
敵
な
る
悪
魔
ま
で

詳

に
こ
れ
を
知
る
な
ら
め

い
か

い
で

悪
魔

、
彼

か
、

こ
こ
に
露

姫
を
活
し
出

し
は
。

然
れ
ど
も

こ
の
露

姫
は
も
と

の
露
姫
な
ら
ず

か
か

つ
れ

わ
が
恋
せ
し
露
姫
は
斯
る
情
な
き
姫
に
は

あ
ら
ざ
り
き

迷

の
態
、
悪
魔
、
わ

非
常

に
よ
く
似

て
い
る
だ
ろ
う
。
仙
姫
を
鏡

と
考

え
れ
ば
、
状
況

の
設
定
も

似

て
く
る
が
、
何
よ
り
も
文
体

が
同

じ
な

の
で
あ

る
。
引
用
し
た

「宿
魂
鏡
」

の
文
を
行
分
け
を
し
て

「蓬
莱
曲
」

の
な
か
に
入
れ

て
し
ま

っ
た
ら
、
恐

ら
く

そ
れ
が
小
説

の
な
か
の

一
節

で
あ

っ
た

と
思

え
ぬ
く
ら

い
ぴ

っ
た
り
と
お
さ
ま

っ
て
し
ま
う
筈

で
あ
る
。
だ
が

「蓬
莱
曲
」
も

こ
ん
な
文
体

で
始

ま

っ
て
い
る

わ
け

で
は
な
い
。
そ

の
始
ま
り
は
こ
ん
な
調
子

で
あ

る
。

雲
の
絶
間
も
あ
れ
よ
か
し

と
も
し

わ
が
燈
火
な
る
可
き
星
も
現
は
れ
よ

く
さ

こ
の
身
さ
な
が
ら
浮
草
の

西
に
東
に
漂
ふ
ひ
ま
の
あ
け
く
れ
に

み
や
ま

な
ぐ

さ
め
な
り

し
斯

の
霊
山
。

い
か
な
れ
ば
今
宵

し
も
、
麓

に
着
き

て

見
え
ぬ
、
悲

し
き
か
な
悲

し
き

か
な
。

恋

し
き
御
姿

の
見
え
ぬ
は

い
か
に
。

わ
が
心
、
千

々
に
砕

る

こ
の
夕
暮
。

「宿
魂
鏡
」

の
始
ま
り
と
同
様
、
何

と
な
く
時
代
が
か

っ
て
い
る
。
北
川
透

注
5

は

「蓬
莱
曲
」
の
詩
体
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。

一
つ
は
こ
の
書
き
出
し
の
よ

う
な
古

い

〈
詩
語
〉
の
規
範
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

短
歌
や
謡
曲
で
使

い
古
さ
れ
た
修
辞
や
音
数
律
に
対
す
る
無
抵
抗
な
流
れ
が

一

挙
に
切
断
さ
れ
、
よ
り
思
惟
的
、
内
面
的
な
直
接
性
に
お
い
て
表
出
さ
れ
、
そ

し
て

「古

い
美
的
情
緒
的
な
装
飾
が
は
ぎ
と
ら
れ
て
い
る
た
め
に
こ
と
ば
が
裸

形
に
近
く
印
象
」
さ
れ
る
よ
う
な
詩
体
で
あ
る
。
表
出
の
意
識
と
し
て
、
前
者

は
無
媒
介
な
自
然
性
に
近
く
、
後
者
は
強
い
仮
構
性
が
働
い
て
い
る
と
す
る
。

従

っ
て
後
者
に
真

の
詩

の
始
ま
り
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

北
川
透
の
指
摘
に
従
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
素
雄

の
独
白
は
後
者
で
あ
り
、

透
谷
の
強
い
仮
構
性
が
働

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
北
川
透
の
詩

体

の
分
け
方
は

「宿
魂
鏡
」
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

鏡
の
場
面
以
外
で
の
表
出
の
意
識
は
自
然
性
に
近
く
、
透
谷
は
無
媒
介
的
に
社

会
に
潜
在
し
た

「
語
り
手
」
に
な
り
き
っ
て
い
る
。
が
、
鏡

の
場
面
で
透
谷
は

は
っ
き
り
と
、
裸
形

の
言
葉
で
主
人
公
の
内
面
を
仮
構
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、

「
蓬
莱
曲
」
は
詩

と
し
て
書

か
れ
、

,「宿

魂
鏡
」

は
小
説

と
し
て

書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
両
方

の
強

い
仮
構
性
を

も

っ
た
文
体
が
同

じ
に

な

っ
て
し
ま
う

の
は
ど
う
い
う

こ
と
な

の
か
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
文
体
が

い

つ
れ
も
始
ま
り
に
共
通
し
て
い
る
古

い
規
範

の
文
体

と
違

っ
て
し
ま
う

の
は
、

何

を
意
味
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。ひ

と
ひ
ら

す
つ

わ
が
世

を
捨

つ
る
は
紙

一
片
を
置
る
に
異
な
ら
ず
。
誰
だ

こ
の
お

の
れ

を
捨

て
、

こ
の
お

の
れ
を

こ
の
お

の
れ

て
ふ
物
思

は
す
る
も

の
、

こ
の
お

の
れ
て
ふ
あ
や
し
き
も

の
、

こ
の
お

の
れ
て
ふ
満

ち
足
ら
ぬ
が
ち
な
る
も

の
を
捨

て
て
去
な
ん

こ
そ
か
た
け
れ
。

こ
の
よ
う
な

「蓬
莱
曲
」

の
詩
体

に
私
達

は
詩
的
な
言
葉
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
私
達
が
感

じ
る
も

の
は
、

こ
の
言
葉

を
言
わ
し
め
て
い
る

も

の
の
直
接
的
な
告
白

で
あ
り
、
そ

の
内
面
を
形
づ
く

っ
て
い
る
自
意
識

の
陣

き

で
あ
る
。
作
者

の
内
面
は
言
葉
と

い
う
も

の
に

つ
き
当

っ
て
、
言
葉
を
主
体

に
と

っ
て
距
離

あ
る
も

の
と
し
て
押

し
出
し

て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
言
葉

と
戯

れ

る
と

い
う
こ
と
が
な

い
。

だ
か
ら
、
作
者

の
感
情
が
作

品
に
お
け
る
主
体

と

い
う
仮

構
を
介

し
て
直
接
に

こ
ち
ら
側
に
響

い
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
表
出

の

意
識

は
、
伝
統
的
な
表
出

の
意
識

の
な
か
に
解
体

さ
れ

て
し
ま
う
主
体

の
意
識

を
何
と
か
表
現

に
の
ぼ
ら
せ
よ
う
と
す
る
苦
闘
に
よ

っ
て
.あ

が

な

わ
れ

て
い

る
、
と
考

え
て
い
い
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
、
表
出

の
意

識

そ

の
も

の
が
主
体

の

意
識
を
表
現
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
作
業

と
重
な
り
、

そ
れ
以
外

の
要
素
、
例

え
ば
作
品

の
展
開
を
担

う
表
現

の
意
識
を
抱

え
込
め
な

く
な
る
。
作
品

と
い
う

全
体
を
構
成
す

る
表
出

の
意

識
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
結

果
、
全
体
が
同

じ
文
体

で
統

一
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
ら
ず
、
自
己

の
内
面

の
独
白

の
文
体
だ
け
が

他

の

「
語
り
手
」

の
文
体
か
ら
浮
き
上
が
る
よ
う
に
違

っ
て

し

ま

う

の
で
あ

る
。こ

の
事
情

は
、
そ

っ
く
り

「宿
魂
鏡
」
に
お

い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

「宿
魂

鏡
」

の

一
場
面
が

「
蓬
莱
曲
」

の

一
場
面
で
あ

っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
は
、

そ
の
部
分
が
作
品
世

界
と
し
て
の
展
開

の
必
然
性
と
は
あ
ま
り
関

わ

り

が

な

く
、
む
し
ろ
作
者

の
独
白
が
主
人
公
を
介

し
て
吐
露
さ
れ
る
と
.こ
ろ
と
し
て
浮

き
あ
が

っ
て
い
る
た

め
に
、
相
互
に
交
換
が
可
能
な
文
体
に
な

っ
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
る
。
透
谷

の
言
葉

に
対
す
る
強

い
仮
構
性

は
、
従

っ
て
、
作
品
を
現

実

と
は
独
立

し
た
芸

術
と
し
て
創
造

す
る
こ
と
よ
り
、
作

品
の
な
か
の
言
葉

に

透
谷
と

い
う
主
体

を
刻
印
し
よ
う
と
す
る
努
力

と
し
て
あ

っ
た
と
見
る

こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

「宿
魂
鏡
」
が
近

代
小
説

と
し
て
は
失
敗

し

「蓬
莱
曲
」
が
未
完

の
ま
ま
終

っ
て
し

ま

っ
た
原
因

も
、
透
谷

の
こ
の
よ
う
な
表
現
意
識
と
関
連
さ
せ
て
考

え

る

こ
と
が

で
き
る
。

透
谷

の
表
現
意
識

は
作
品
世
界
を
構
成
す
る
よ
う
に
は
機

能
せ
ず
、

む
し
ろ
個

々
の
プ

ロ
ッ
ト
に
お

い
て
自
己

の
内
面
を
吐
露

す
る
と

い

う
形
に
お
い
て
機
能

し
た

の
で
あ
る
。
繰

り
返

す

こ
と
に
な
る
が
、
透

谷
の
仮

構
性
は
透
谷

の
分
身

を

つ
く
り
出
す
仮
構
性

で
あ

っ
て
、

「蓬
菊

曲
」
や

「宿

魂
鏡
」
と

い
う
作
品

全
体

を
覆
う
仮
構
性

で
は
な

い
。

こ
の
こ
と
は
透
谷

の
表
現

に
ど
ん
な
困
難

を
与
え
た
だ
ろ
う
か
。

そ
の
困
難
は
、

「
精
神
的
な
懐
胎

の
濃

密
な
時
間
」
を
持
ち
始

め
た
透
谷

の

言
葉

が
、
透
谷
自
身

に
新
鮮

な
言
葉

と
し
て
回
収
さ
れ
な
い
と

い
う
形
で
現
わ

れ
た
と
考

え
る
こ
と
が

で
き

る
。

自
己

の
内
面
に
培

わ
れ
た
思
想

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
言
葉

は
、
す

で
に
透

谷
に
と

っ
て
自
在
な
も

の
で
は
な
く
な

っ
て

い
る
。

そ
の
た
め
に
、
詩

や
小
説

の
あ
る
場
面

で
、
透
谷
は
強

い
仮
構
性

で
も

っ
て
言
葉
を
表
出

し
な
け
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れ
ば

な
ら
な

い
。
が
そ

の
仮
構
性
は
作

品
世
界

の
全

体

に
昇
華

せ
ず
、
言
葉

は

作
者

の
手
を
離

れ
た
あ
る
も

の
と
し
て
、
透

谷
に
対
峙

し
な
い
の
で
あ

る
。
従

っ
て
言
葉

は
透
谷

に
未
知

な
も

の
と
し
て
現

れ
な

い
。
と
い
う
よ
り
、
現

わ
れ

た
と
し
て
も
透
谷
自
身

の
強

い
仮
構
性
が
そ

の
未
知

な
る
部

分
を
収
奪
し
て
自

己

の
思
考
、
感
情

を
刻
印

し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
透

谷
は
言
葉

と

の
距
離
を

意
識

し
始
め
た
と
き
、
そ

の
距
離

を
詰

め
て
し
ま
う
。
言
葉

と

の
距
離
を
詰

め

る

こ
と
が
、
よ
り
自

己
の
内

面
を
刻
印
す
る
こ
と

の
可
能
な
表
現
方
法
だ
と
信

じ
た

の
で
あ
る
。

言
葉

と

の
距
離
を
詰

め
て
し
ま

っ
た
透
谷

に
は
、

言
葉

は
偶
然

の
も

の
と
し

て
定
着
す
る

こ
と

は
な
い
。
言
葉
が
透

谷
に
新
鮮
な
驚
き
を
も

っ
て
迎
え
ら
れ

る

こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
従

っ
て
、
透

谷
の
表
現
域

は
そ
れ
だ
け
狭
く
な

っ
て

い
く
。

し
か
し
、
透
谷

の
近
代
的
な
表
現
意
識

は
、
言
葉

と
の
距
離
を
意
識
す

る
こ

と
か

ら
始

ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が

、
そ

の
距
離

を
詰
め
よ
う
と
す
る
と
き

透
谷
は
ど
の
よ
う
な
位

置
に
あ

る
の
か
。
言
葉

と

の
距
離
を
意
識
し
、
そ
の
距

離

に
身
を
任
す

こ
と
は
、
表
現
さ
れ
た
世
界

へ
身
を

任
す

こ
と
、

エ
リ
オ

ツ
ト

の
言

い
方
を
借

り
れ
ば
、
自
己
を

「
媒
介

の
作
用
」

と
し
て
し
ま
う

こ
と
、
そ

し
て
表
現

の
世
界

へ
没
入
し
て
し
ま
う

こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ

の
距
離
を

詰

め
よ
う
と
す

る
反
作
用

は
表
現

へ
の
没
入
を
た
め

ら
わ
せ

る
。

従

っ
て
透
谷
は
言
語

の
表
出
に
際

し
、
言
葉

と
の
距
離
に
自
覚

し
始
め
る
位

置

と
、
言
葉
が
透
谷
に
と

っ
て
偶
然

の
も

の
と
し
て
着

地
す

る
位
置
、
言

い
換

え
れ
ば
、
表
現
世
界

へ
没
入
し
て
し
ま
う
位
置
と

の
間

に
件

ん
で
い
る
こ
と
に

な

る
。
そ

の
位

置
は
思
考
を
懐
胎
さ
せ
て
離

し

た

言

葉

を
新
鮮
な
言
葉

と
し

て
、
自
身

に
回
収

の
で
き
な

い
位
置
と
も
い
え
る
だ

ろ
う
。
別

の
言

い
方
を
す

れ
ば
、
言
葉

に
よ

っ
て
透
谷
自
身
が
回
収
さ
れ
な
い
位

置

な

の
で
あ
る
。

「
蓬
莱
曲
」
と

「宿
魂
鏡
」
の
作
品
に
お
け
る
透
谷
の
表
現
意
識
は
以
上
の

よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
言
葉
に
思
考
を
懐
胎
さ
せ
た
と
い
う
意
味

で
革
命
的
に
新
し
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
表
出
意
識

の
性
急
さ
は
逆
に
同
時
代

の
既
成

の

「
文
学
」
の
意
識
か
ら
離
れ
た
も
の
に
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

「
作
品
」
の
意
識
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
既
成

の

「文
学
」
の
意
識
の
側

の

も
の
で
あ
る
。
新
し
い
表
現
意
識
か
ら

「文
学
」
を
見
よ
う
と
す
る
透
谷
に
と

っ
て

「
作
品
」
と
い
う
既
成
の
創
造
的
世
界
は
拒
否
す
る
対
象
で
あ
り
、
む
し

ろ
思
考
を
懐
胎
し
た
言
葉
に
よ

っ
て
自
動
的
に
創
ら
れ
る

「
作
品
」
こ
そ
が
理

想
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
透
谷
の
手

に

な

る
言
葉
は
自
動
的
に

「作

品
」
を
創
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
大
枠
と
し
て
既
成
の

「作
品
」
に
依
拠
し
な
が

ら
途
中
で
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
い
う
や
や
こ
し
い
や
り
方
で
し
か

「
作
品
」
に

対
せ
な
か

っ
た
。
時
代
の
せ
い
と
言

っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
だ
が
、
何
よ
り
も
透

谷
の
表
現
意
識
が

「作
品
」
と
い
う
枠
組
と
は
相
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
私

達
は
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
透
谷
が
評
論

へ
向
う
の
は
当
然
で
あ

っ

た
。
何
故
な
ら
、
評
論
は
詩
や
小
説
と
同
じ
意
味
で
の

「
作
品
」
の
構
造
を
持

つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
評
論
は
本
質
的
に
未
完
の

「
作
品
」
で
あ
る
。
従

っ
て
、
透
谷
の
表
現
意
識
は
評
論
に
お
い
て
よ
う
や
く
そ
の
面
目
を
発
揮
す
る

の
で
あ
る
。

注

1

柄

谷
行

人

「
内

面

の
発

見
」

(
『
目
本
近
代

文
学

の
起
源

』
所

収

・
講

談
社

)

注

2

ロ
ラ

ン

・
バ

ル
ト

「
零

度

の

エ
ク
リ

チ

ュ
ー

ル
」

(
渡

辺
淳

・
沢
村

昂

一
訳

・

み
す

ず
書

房
)

注

3

カ

ー

ル

.
マ
ル
ク

ス

「
ユ
ダ

ヤ
人
問

題

に
よ

せ
て
」

(
城

塚
登

訳

・
岩

波
文

庫

)

注

4

吉
本

隆

明

は

「
言
語

に

と

っ
て
美

と
は
何

か

・
1

・
表
現

転
移

論

・
」

で

「
あ

る
時
代

の
あ

る
作

品

は
、
表

出
史

と

し
て

み
よ
う

と
す

る

と
き
、

い

つ
も

二
重

の

構

造

を
も

つ
。

ひ
と

つ
は
文

学
体

で
あ

り
、

ひ

と

つ
は
話
体

で
あ

る
。

い
ず

れ
か

一
方
が

潜
在

的

で
あ

っ
て
も
、

ひ
と

つ
の
表

出

の
体

は
、
他

を
想
定

し
て
成

立
す
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る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

「話
体
は
、
根
源
的
意
識
と
し
て
生
活
で
あ
り
、

文
学
体
は
幻
想
の
と
り
う
る
あ
る
水
準
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
従

っ
て
話
体
か

ら
文
学
体

へ
上
昇
す
る
透
谷
の
散
文
意
識
は
、
同
じ
く
話
体
か
ら
出
発
し
た

「浮

雲
」
の
二
葉
亭
と
と
も
に
、
そ
の
始
ま
り
が
生
活
意
識
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

注
5

北
川
透

「北
村
透
谷
試
論
1

・
不
安
な
越
境

へ
」
(冬
樹
社
)

(本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
在
学
)

北村透谷の表現意識


