
近
代
を
装
う『当

世
書
生
気
質
』
と

衣
装

、
そ
し

て
未
完

の

『紳
士
気
質
』

藤
澤
博
康

明

治

期

の

書
生

た

ち

の

写

真

『早
稲

田
百
年
』

と

い
う
早
稲

田
大
学
開
学
百
周
年

を
寿
ぐ
書
物
を

開

く
と
、
明
治

の
書

生
た
ち

の
集
合

写
真

二
枚
を

わ
れ
わ
れ
は
目
に
す
る
こ

と
が

で
き

る
。
一
以
下
参

照
す

る

二
枚

の
写
真

は
早
稲

田
大

学

の
前
身

、

東
京
専

門
学
校

で

の
第

一
回
と
第

四
回

の
卒
業
記
念

写
真

で
あ

る
ら
し

い
。
ま
ず
、

(図

一
)
を
見
て
み
よ
う
。

白

い
洋
館
風

の
建
物

の
前
で
、
羽
織
袴
を
着

て
腕
を
腰
に
当
て

て
肩
を

怒
ら
せ
る
者
、
着
流

の
ま
ま
正
面
を
睨
み

つ
け
る
者
な
ど
、
バ

ン
カ

ラ
を

校
風
と
す
る
早
稲
田
大
学

の
先
駆
け
と
な
る
人

々
の
勇
猛
た
る
姿
が
記
録

さ
れ

て
い
る
。
こ

の
写
真

に
つ
い
て
、
全
員
が
和
装

で
あ
る
こ
と
を
こ
こ

で
は
、
銘
記
し

て
お

い
て
い
た
だ
き
た

い
。

ま
た

、
も
う

一
枚

の
写
真

、

(図

二
)
も
東
京

専
門
学
校

の
前

で
、
書

生
た

ち

の
卒
業

し

て

い
く
姿
を

記
録

し
た
第

四
回
卒
業
記

念
写
真

で
あ

る
。こ

れ
ら
二
葉

の
写
真
を
見
比

べ
る
と
、

そ
こ
に
は
衣
装

の
面

で
大
き
な

変
化

が
見
て
取
れ
る
。
偶
然
と

い
う
要
素
も
否
定

で
き

な

い
が
、

一
枚

目

の
写
真

か
ら
二
枚

目
の
写
真

へ
と
移
行
す

る
わ
ず
か

三
年
間

に
書
生
た
ち

の
洋
服
着

用
率

が
明
ら

か
に
上
昇
し

て

い
る
。
二
こ
れ
ら

写
真

の
比
較
を

通
し
て
、
書

生
が
身

に

つ
け
る
衣
装

に
何

が
し
か
の
変
化

が
起

こ
り

つ
つ

あ

っ
た
こ
と

は
確

か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
服
装

の
洋
装
化
と

い
う
明
治
十

年
代
後

半
に
起

こ

っ
た
現
象

で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
写
真

は
、
明
治
期

の

人

々
、
と
り
わ
け
書
生

た
ち

の
衣
装

を
め
ぐ
る
、
あ

る
着
実

な
変
化
を

記

録
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
枚

の
写
真

の
ち

ょ
う

ど
間
隙
を
縫

っ

て
明
治

一
八
年

(
一
八
八
五
年

)
六
月
か
ら
翌
年

一
月
に
か
け
て
出
版

さ

れ
た

の
が
、
本
論

で
論
じ
よ
う
と
す

る
坪
内
適
遥

の

『当

世
書
生
気
質
』

で
あ

っ
た
。
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(
図

一
)

東
京
専
門
学
校
第

一
回
卒
業
記
念
写
真

明
治

一
七
年

七
月

早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵

(
一
八
八
四
年
)

ひ

(図

一
一)

東
京
専
門
学
校
第
四
回
卒
業
記
念
写
真

明
治
二
〇
年

七
月

早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵

(
[
八
八
七
年
)
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『
小

説

神

髄
』

か

ら

『当

世

書

生

気

質

』

へ

『当
世
書
生
気
質
』
と
ほ
ぼ
同
時
期

に
出
版
さ
れ
た

『小
説
神
髄
』

(明

治

一
八
年
九
月
-

一
九
年
四
月
)

に
お

い
て
、
東
京
大
学
文
学
士
坪
内
雄

蔵

こ
と
坪
内
迫
遥
が
勧
善
懲
悪

に
基
づ
く
曲
亭
馬
琴

に
代
表
さ
れ
る
江
戸

戯
作
文
学

の
伝
統
を
批
判
し
、
写
実
を
重
ん
じ
た
西
洋
小
説

の
手
法
を
称

揚
し
た
事
実
は
す

で
に
人

口
に
膳
表
さ
れ

て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
実
際
に

写
実
を
重
ん
じ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
迫
遥
が
自
ら

の
小
説
理
論
を
実
践
し

よ
う
と
し
た

『当
世
書
生
気
質
』

の
中

で
写
実

の
技
法
が
ど

の
よ
う

に
実

践
さ
れ

て
い
る
か
と

い
う
問
題

に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま

っ
た
論
考
は
発
表

さ
れ

て
い
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
本
論

に
お

い
て
、
迫
遥
が
衣
装

に
特

別
な
注
意
を
払

い
、
そ

の
写
実

に
よ

っ
て
登
場
人
物

の
性
格
を
描
き
分
け

よ
う
と
し

て
い
る

こ
と
は
興
味
深

い
事
実

で
あ
る
。

た
だ
、
調
査

を
続
け

る
過
程

に
お

い
て
、

『当

世
書

生
気
質
』

と
衣
装

と

い
う
問
題
を
設
定
し
た
場
合
、
単

に
写
実

の
技
法
を
論
じ
る
だ
け

で
は

十
分

で
な

い
こ
と
も
次
第

に
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
小
説

を
書
く
上

で
写
実
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
迫
遥
は
登
場
人
物

の
表
層
を
き

め
細

か
く
記
述

す

る
だ

け

で
は
満
足

し
な

い
か
ら
だ
。
小

説
家

は
表

層

(
11
皮
相
)
を
描
く
だ
け

で
は
不
十
分

で
、
描
く
対
象

の

「
骨
髄
を
穿

つ
」

必
要
が
あ
る
と
迫
遥
は

『小
説
神
髄
』

に
お

い
て
説
く
。

…
…
よ
し
や
人
情
を
写
せ
ば
と

て
、
そ

の
皮
相

の
み
を
写
し
た
る
も

の
は
、
未
だ
之
れ
を
真

の
小
説
と

い
ふ

べ
か
ら
ず
。
そ

の
骨
髄
を
穿

つ
に
及
び
、
は
じ
め

て
小
説

の
小
説
た
る
を
見
る
な
り
。
和
漢
に
名

あ
る
稗
官
者
流
は
、
ひ
た
す
ら
脚
色

の
皮
相
に
と
ど
ま
る
を
拙
し
と

し

て
、
深
く
そ

の
骨
髄
に
入
ら
む

こ
と
を
力
め
た
り
し
も
、
主
脳
と

な
す

べ
き
人
情
を
ば
皮
相
に
写
し

て
足
れ
り
と
せ
り
。
山豆
に
憾
む

べ

き
こ
と
な
ら
ず
や
。

(五
二
)
=.

迫
遥

に
と

っ
て
、
小
説
と
は
あ
く
ま
で
も
架
空

の
登
場
人
物
を
用

い
て
構

成
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ

の
人
物
が
ま
る

で
実
際
に
存
在
す
る
か

の
よ

う
な
人

物

に
ま

で
昇
華

さ
れ
、

そ

の
人
物

の

「
骨
髄

」
ま

で
明
ら

か
に

な

っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
う

の
で
あ
る
。

ま
た
、
迫
遥

は
、
小
説
は
人
を
楽

し
ま
せ
、
な

お
か

つ
人
を

「
改
良

」

す
る
必
要
を
主

張
す

る
と
と
も

に
、
小
説

の
果

た
す

べ
き
機
能
と

し

て
、

各

時
代

の
風
俗

を
記
述
す

る
こ
と

も
重
視
し

て

い
た
。

『小
説
神
髄
』

の

時
代
小
説
と
実
際

の
歴
史
を
述

べ
た
著
作

(迫
遥

は
こ
れ
を
正
史

と
呼

ん

で

い
る
)

の
違

い
を
述

べ
た
箇
所

で
、
迫
遥

は
、
正

史
は
預
末

な

エ
ピ

ソ
ー
ド
を
細
か
く
描
写
で
き

な

い
の
に
対

し
て
、
迫
遥

の
言
葉
を

借
り
る

と
、
小
説

で
あ

れ
ば

「
脱
漏
を
補

ふ
」

(
=
二
九
)

こ
と
が

で
き

る
と
主

張
し
て

い
る
。
正
史
で
あ
れ
ば
、
た
と
え

ば

「
ナ
ポ
レ
オ

ン

一
世
が
ジ

ョ

セ

フ
ィ

ン
皇

后
と
夕
餐

を
終

え
た
」
と
事

実
を

記
述
し
て
満

足
す

る
と

こ

ろ
を
、
小
説
は
ジ

ョ
セ

フ
ィ
ン
皇
后

が
目
に
涙
を
浮
か
べ
る
仕
草

や
、
談

話
が
長
引

い
た
た
め
に
珈
瑳

が
冷
め
る
様

子
を
描
く

こ
と
で
そ

の
場

の
情

感
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て

い
る
。

小
説

の
主

眼
に

つ
い
て
、
同
じ
く

『
小
説
神
髄
』

の
中
で

「小

説
の
主

脳
は
人
情
な
り

、
世

態
風
俗

こ
れ

に
次
ぐ
」

(四

二
)
と

世
態
風
俗
よ
り
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「
I
I
-

も
人
情

に
優
先
権

を
与
え
た
適
遥

で
は
あ
る
が
、
「
か

か
る
預
細
な

る
事

実
を
さ
え

隈
な
く

写
し
出
す

こ
と

は
、
正
史

の
成

し
得
ざ

る
と

こ
ろ
に
し

て
、
小
説

の
得
意
と

す

る
所

に
な
む

」

(
一
六

三
)
と

発
言

し
た
後

に
、

時
代
物
語

の
中

で
描

か
れ
た
風
習

や
衣
装

に

つ
い
て
、
適
遥
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

そ
の
他
風

習
、
衣
裳

の
如
き
も

、
正
史
中

に
は
画
く

が
如
く

に
写

し

出
す

こ
と
難

か
る
べ
し
。
小
説
家

に
し
て
之

れ
を
写
す

は
き
は

め
て

便
宜

の
多

か
る
の
み
か
、
活
風
俗
史
を

な
す
に
近
か
り
。

ス

コ
ッ
ト

翁

の
如
き

は
最
も

時
代

小
説

の
髄
を
得

た
る
も

の
な
り
。
馬
琴

、
京

伝

の
如
き

は
そ
の
名

は
時
代
物

語
の
作
者

な
れ
ど
も

、
そ
の
実

世
話

物

の
作

者

に
近

か
り
。
蓋

し
馬

琴
ら

の
叙
す

る
所
は
、
当

時

の
風

俗
、
衣
裳

に
は
あ
ら
で
、
寛

永
以
降

の
風
俗
を

ば

「
ぼ
ん
や
り

」
叙

し
た
る
に
外
な
ら
ね
ば
な
り
。

(
=

ハ
三
)
四

こ
こ
で

の
議
論
は
時
代
小
説
と
正
史
に
お
け
る
風
俗
、
衣
装

の
描
写

の
果

た
す
役
割
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
と

い
う
限
定
が

つ
く
も

の
の
、
こ

の
箇

所
は
迫
遥

の
小
説
と
そ
れ
が
描
く
風
俗
と
衣
装
に

つ
い
て
の
考
え
が
表
明

さ
れ
た
重
要

な

一
節

で
あ

る
と
思
わ

れ
る
。
ま

た
、

『小
説
神
髄
』

で

の

馬
琴

の
勧
懲
主
義
に
対
す

る
批
判
は
有
名

で
あ
る
が
、

こ
の

一
節

の
中
で

適
遥
は
、
風
習
や
衣
装

に
つ
い
て
の
描
き
方

の
点

で
も
イ
ギ
リ

ス
の
ウ

ォ

ル
タ
ー

・
ス
コ
ッ
ト

の
写
実
を
賞
賛
す

る
反
面
、
馬
琴

や
京
伝

の
そ
れ
を

「
寛
永
以
降

の
風
俗
を
ば

「
ぼ
ん
や
り
」
叙
し
た

る
に
外
な
ら
ね
ば
な
り
」

と
切
り
捨

て
て
い
る
。

以
上
、
見

て
き
た
よ
う

に
迫
遥
は
小
説
を
世
態
、
風
俗
を
写
し
出
す

こ

と

で
人
聞

の
内
実
ま

で
も
描
き
出
す
も

の
で
あ

る
と
同
時

に
、
そ
れ
が
後

に
歴
史
家
が
見

て
風
俗
史

の
貴
重
な
資
料

に
も
な
り
う

る
べ
き

で
あ

る
と

構
想

し
て
い
た
と
推
察

で
き

る
。

で
は
、
実
際

に

『当
世
書
生
気
質
』
と

衣
装

に

つ
い
て
論

じ
る
場
合
ど

の
よ
う
な
中
心
的
な

テ
ー

マ
を
設
定

で
き

る
だ

う
か
。
本
論

で
は

テ
ク
ス
ト
を
分
析

し
た
結
果
、
論
じ

る
大
き
な
対

象
と

し
て
、

血
縁
と
財
産

の
継
承

の
証
と

し
て
の
家
紋
、
書
生

の
情
欲
を

抑
制
す

る
制
度
と

し
て
の
衣
装
、
衣
装
と
風
俗
改
良
運
動
、

理
想
像
と

し

て
の

「紳
士

」
の
以
上

四
点
を
設
定

し
て
み
た

い
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら

四

つ
の
論
点

に
い
く

つ
か
補
足
的
な
項

目
を

つ
け
加
え

な
が
ら
、

『当
世
書

生
気
質
』
と

衣
装

に

つ
い
て
以

下
の
部
分

で
考
察
を
深

め
て
み
た

い
。

血
縁

と
財

産

の
継

承

の

証

と

し

て

の
家

紋

『当
世
書
生
気
質
』

の
物
語

は
、
書

生
、
小
町
田
漿
爾

と
芸
妓

田
の
次

が
再
会

し
、
身

分

の
差

に
も

か
か
わ
ら
ず
恋

に
落
ち

る
話
を
主
筋
と

し
て

い
る
。
こ

の
中
心
と
な
る
話
に
、
個
性
豊

か
な
書
生

た
ち

の
生
活

が
、
さ

な
が
ら
群

像
劇

の
よ
う

に
活

写
さ
れ
る

の
が

『当
世
書
生
気

質
』

の
物

語

の
構

造
上

の
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う

な
小
説
と

し
て

の
構
造
を

頭

に
入
れ
た

上
で
、

『当
世
書
生
気

質
』

と
衣
装
を
論

じ
る
際
、
小
説

の

序
盤
で
問
題
に
な

っ
て
く
る

の
は
、
上
野
戦
争

に
よ

っ
て
離
れ
ば
な
れ
に

な

っ
た
書
生
、
守
山
友
芳
が
、
妹
で
あ
る
田

の
次
こ
と
お
芳
と
、
父
か
ら

譲
り
受
け
た
羽
織
に

つ
い
た
家
紋
に
よ

っ
て
再
会
す
る
筋

書
き

で
あ
る
。
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友
人

の
洋
行

の
送
別
会

の
た
め
に
正
装
を
す

る
必
要
が
生

じ
た
倉
瀬
蓮

作
は
、
衣
装
を

借
り

る
た
め
に
守

山
の
家
を
訪

問
す

る
。
友
人

の
依
頼
を

承
諾
す

る
守
山

が
、
倉
瀬

に
貸
し

た

の
は
、

父
譲
り

の
黒
紹

の
羽
織

で

あ

っ
た
。
親
譲
り

の
品

で
あ

る
ゆ
え

、
く
た
び

れ
て

い
る
こ
と
を
認

め
る

守

山
の
発

言
を
受
け

て
、
倉

瀬
は
そ
の
羽
織

の
紋

に

つ
い
て
言

及
す

る
。

倉

「だ
う
り

で
、
こ
の
紋

が
団
子
然
と

、
大
き

い
と

思

つ
た
ヨ
。

し

か
し
、
五

つ
紋

で
な

い
う
ち

が
有

難

い
。
」
ト

い
ひ

つ
つ
紋
を

つ
く

づ
く
見

て
、

倉

「
オ
ヤ
オ
ヤ
君

の
紋

は
よ

っ
ぽ
ど
珍

奇
し

い
紋
だ

ネ

エ
。
」

守

「
珍
し

い
は

ず
さ
。
外

に
類

な

し
だ
も

の
を
。
」

倉

「
こ
れ

や
ア
、
何
と

い
う
紋
だ

ら
う
。
三

つ
鱗

が
、
抱

き
合

つ
て
ゐ

る
ん
だ

か
ら
、
仮

に
命

け
て
、
抱
き
鱗

か
ネ

。」

守

「
マ
ア
そ
ん
な

事

だ

ら
う

ヨ
。
」

倉

「
な

ん
に
し

ろ
、
馬
琴

の
小
説

か
な

に
か

な

ら
、
古
事
来
歴

が
あ
り

さ
う

な
紋
だ
。
」

(
三
九
)

上

の
会
話

で
登
場

す
る

コ
ニ
つ
鱗

」
に

つ
い
て
は

『
日
本
家
紋
大
図
鑑
』

を
監
修

し
た
本

田
総

一
郎

に
よ
れ
ば
、
鱗
紋

と
は
魚

の
鱗
と

い
う
意
味

以

外

に

「
三
角

模
様
と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
た
も

の

で
あ
」

り
、
「
ま

た
、

北
条
時

政
が
子
孫

の
繁

栄
を

祈

っ
た
満

願

の
夜

、
大

蛇
が
現
わ
れ
、
そ
の

後

に
鱗

が
3
枚
落

ち

て

い
た
と

い
う

こ
と

か
ら
三

つ
鱗
を
旗
印

に
使

っ

た
」
と

い
う

。
五

今

回

の
調
査

で
は
、
残

念

な
が

ら
三

つ
鱗

が

「
抱
き

合

」

っ
た
、
後

に
別
名

「
六
鱗

」
と
呼

ば
れ
る
、
三

つ
鱗

が
向

か

い
合

っ

た
家
紋

の
具
体

例
を
見

つ
け
る
こ
と

は
で
き

な
か

っ
た
。

た
だ

、
上

の
引

用
に
お

い
て
守
山

が
、
迫
遥

が

『小
説
神
髄
』

で
批
判

し
た
馬
琴

の
小
説

に
言

及
し
て

い
る
こ
と

は
興
味
深

い
。
な

ぜ
な

ら
、
迫
遥

は
馬
琴

の
勧
善

懲
悪

を
批
判
し

つ
つ
も
、
『
里
見
八
犬
伝
』

で
伏
姫
が

里
見

の
人
間

で
あ

る
こ
と

が
家
紋

に
よ

っ
て
発
覚
す

る
筋
立

て
な
ど
を
頭

に
お

い
て
守
山

に

発
言

さ
せ
て

い
る
と
推
測

で
き

る
か
ら
で
あ

る
。
た

し
か

に
、
お
そ
ら
く

簡
単

に
は
見

つ
か
ら
な

い
め
ず
ら

し

い

「
六
鱗
」
を
守
山
家

の
家
紋
と
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、

『当

世
書
生
気
質
』

で
は
そ

の
紋

の

つ
い
た
人
物
が

守
山
家

に
関
係

し
た
人
物

で
あ

る
こ
と
を
特
定

し
や
す

い
設
定

に
な

っ
て

い
る
。
こ

の
設
定

が
あ
る
か
ら

こ
そ
、

『当

世
書
生
気
質
』

で
は
顔
鳥
と

い
う
娼
妓

が
六
鱗

の

つ
い
た

、
も
と

は
田
の
次

こ
と
、
守
山
友
定

の
実

の

妹
、

お
芳

の
短
刀
を
新
造

の
お
秀
か

ら
入
手
し
、
上
野
戦
争

で
離
別
し
た

お
芳

に
な
り
す
ま

し
て
守
山
家

の

一
員

に
な

ろ
う
と
す

る
筋
書
き

の
成
立

を
可
能

に
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
迫
遥

は
小
説

の
革
新
を
片
方

で
説
き

な

が
ら
、
従
来
か
ら
あ

る
戯
作
文
学

で
用

い
ら
れ

て

い
た
常

套
手
段
を
、

幾
分
修
正
を
加
え
な
が

ら

『当
世
書
生
気
質
』

に
お

い
て
用

い
て
い
る
の

で
あ

る
。

こ
こ
で
守
山
家

に
受
け
継

が
れ

て

い
る
羽
織
と
、

そ
れ

に

つ
い
た
家
紋

の
も

つ
意
味

に

つ
い
て
ま
と

め
て
お

こ
う
。
小
説

の
刷
新
を
実
践
し
よ
う

と

し
た

『当
世
書
生
気
質
』

に
お

い
て
も
完
全

に
戯
作
文
学

の
伝
統
と
は

縁
を
切

る
こ
と

は
で
き
ず
、
守
山
家

の
家
紋
を

め
ぐ

る
騒
動

に
は
旧
来

の

家
と

い
う
制
度

が
も

っ
て

い
た
財
産
継
承

の
証
と
し

て
家
紋
が
利
用
さ
れ

て

い
る
。
ま

た
、

羽
織

の
父
親
か
ら

の
継
承

に

つ
い
て
も
、
き
わ

め
て
日

本
的
な
血
縁

の
継
承
を
暗
示

し
て
い
る
。
た
だ
、
手
法
と
し

て
の
家
紋

に
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よ
る
登
場

人
物

の
人
物
特
定
も

、
顔
鳥
と

お
秀
と

い
う
登
場
人
物
を
介
入

さ
せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
複
雑
化

さ
れ
て

い
る
こ
と

は
確

か
で
あ

る
。

書

生

の
情

欲

を

抑

制

す

る
制

度

と

し

て

の
衣

装

家
紋
を

め
ぐ

る
騒
動
を

一
方

で
描
き
な

が
ら
、
迫
遥

は

『当
世
書
生
気

質
』

に
お

い
て
洋
装
化

の
波

が
押

し
寄

せ
て
き

た
明
治
期
初
期

の
書
生

た

ち
の
、
そ

の
波
に
対
す

る
反
応
を
記
録

し
て

い
る
。
た
だ

、
そ
の
描
く
対

象

と
な

っ
た
書
生

は
た
し
か
に

エ
リ
ー
ト
の
候
補

で
あ

り
、
将
来

国
家
を

支

え
て

い
く
役
割

を
期
待

さ
れ
て
は

い
る
も

の
の
、
同
時
に
彼

ら
は
経
済

的
な
観
点

か
ら
見

る
と

、
親

の
財
力

に
多

く
を

頼
り
、
自
由

な
時

間
を
有

し
て
な
が
ら
も
、
少
し
贅
沢
な
生
活

を
送
る
と
、
途
端

に
立
ち
行

か
な
く

な

っ
て
し
ま
う

経
済
的

に
不
安

定
な
集
団

で
も
あ

っ
た
。

『当
世
書
生
気

質
』

で
は

い
つ
も

の
こ
と
な
が
ら
、
小
説

の
中
盤
に
さ
し
か
か
る
と
物

語

の
語
り
手
が
突
如
と
し
て
表
れ

て
、
同
時
代

の
風
俗
に

つ
い
て
苦

言
を

述

べ
始

め
る
が
、

そ

の
矛
先

が
特

に
親

に
依
存

し
た
書

生

へ
と
向

け
ら

れ

る
。

人
間
終
極

の
目
的
は
快
楽
な
り
。
お
愉
快
筋
が
目
的
な
り
と
は
、
今

の
学
者

の
唱
ふ
る
所
。
も
し

こ
の
節
を
も

て
是
な
り
と
せ
ば
、
文
明

と

い
ひ
開
化
と

い
ふ
も
、
皆

こ
の
筋

の
媒
介
に

て
、
世
が
段

々
に
開

け

ゆ
け
ば
、
便

利
な
物

も
次
第

に
ふ
え
、
重
宝

な
事
も

ま
す
訳

な

り
。
さ
す

れ
ば
未
開

の
時

代
と
違

ひ
て
、
御

愉
快
筋

の
機
械

媒
介
、

数
限
り
も
な
く
備
は

る
か
ら
、
自
然
と
世
間
が
奢
修
を
好
み

て
、
三

度

の
食
物
臨
時

の
宴
会
、
住
居

の
結
構
調
度
ま

で
、
と
か
く
贅
沢

に

な
り

ふ
り
恰
好
、
我
劣
ら
じ
と
飾
り
た

つ
る
も
、
余
裕
が
あ

っ
て
の

道
楽
な
ら
、
げ

に
御
も

つ
と
も
な
事
な

れ
ど
も
、
素
寒
貧
な
書
生

の

身
分

で
不
料
簡
な
外
容
坊

三
昧
。

五
十
銭

の
畳
附

に
、

一
円

の
麦
藁

帽

子
、
四
円
以
上

の
博
多

の
帯
が

キ
ウ
キ
ウ
と
鳴
く
を
喜

べ
ど
も
、

膀
栗
を
う
ば

ひ
と
ら

れ
た

お
袋

が
、
蔭

で
打
泣
く

の
を
物
と
も
思
わ

ず

、
乱
暴

に
被
な

ら
し
た
上
布

の
葛
衣

が
、

日
々
雛

に
な

る
を
嫌

ふ

と

い
へ
ど
も

、
年

々
歳

々
送
金
す

る
、
親

父
の
額

の
雛
、

ふ
ゆ
る
を

厭

は
ず

、
未
熟

な
書
生

は
こ
う

で
も
な
け

れ
ど
、
ち
と
学
問

が
出
来

て
く

る
と

、
忽
地
自
分
極

の
木

の
葉

天
狗
。
自
惚

の
鼻

は
高
け

れ
ど

も

、
根
性

は
矢
張
本

の
木

阿
弥
。

(
八

こ

「
外
容
坊
三
昧
」

と

い
う
言
葉

が
代
表

す

る
よ
う

に
、
当

時

の
不
良
書
生

に
は
親

か
ら
送
金

さ
れ
た
仕

送
り
を

服
装

の
た
め
に
使

っ
て
し
ま

っ
た
り

し
て
放
蕩

の
限
り

を
尽
く
す
学
生
も

い
た
よ
う

で
あ

る
。
六

さ

ら
に
、
お

し
な
べ
て

『当

世
書

生
気
質
』

に
登
場
す
る
書
生

た
ち

は
、
若

く
、
精
力

が
脹

っ
て

い
る
ば
か
り
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
面

で
情
欲

の
虜
と

な
る
危
険
性

を
は
ら
ん
で

い
る
。
そ

の
意
味

で
当
時

の
教
育
制

度
が
さ
ま
ざ

ま
な
規
制

を
設
け

て

い
る
こ
と
が
、

『当
世
書

生
気
質
』
を
読

ん
で

い
る
と
感
得

で

き
る
。

一
つ
は
、
学
問

で
あ

る
。
知
性

の
欠
如

は
感

情

の
暴
発
を
招
き

、

立
身
出
世

の
妨
げ
と
な
る
。
書

生
は
学
問
に
励
む
べ
し
と
す
る
圧
力

が
こ

の
作
品
に
は
随
所

に
見
受
け
ら
れ
る
。
二

つ
目
に
、
体

育

の
果
た
す
効
用

が
あ
る
。
体
育
も
書
生

の
情
欲
を
抑
制
す
る
制
度
と
し
て
機
能
し

て
い
る
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こ
と
が
書
生
た
ち

の
会
話
を
通
し

て
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
書

生
は

運
動
に
励
み
、
過
剰
な
欲
を
発
散
さ
せ
る

べ
し
と

い
う

わ
け
で
あ
る
。
最

後
に
こ
れ
が
も

っ
と
も
学
生

の

「外

容
坊
主
義
」
を
助
長
さ
せ

て
い
る
要

素
と
思
わ

れ
る
、
女
性

の
気
を
惹
き

た

い
と

い
う
欲

求
を
指
摘

で
き

る
。

そ
れ
を
規
制

す
る
制
度
と
し

て
、
書

生

の
着
る
衣
装
に

つ
い
て

の
規
制
が

こ

の
作

品
で
は
顕
著
で
あ
る
。

衣
装
を
放
奢

に
す

る
こ
と

の
弊
害
と
し

て
、

『当

世
書
生
気
質
』

で
述

べ
ら

れ
る

の
は
、
書

生

が
女

性

に
も

て
た

い
が
た

め
に
衣
装

に
金
を

使

い
、
学
問
に
身

が
入
ら
ず
、
結
局
人
生

で

一
大
事

を
な
す
こ
と
が

で
き
な

く
な
る
危
険

性
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
発
想
か
ら
、
衣
装
は

外
面
か
ら
内

面
を
抑

制
す
る
手

段

で
あ
り
、
若

い
書
生

の
自

由
奔
放
な
情

欲
を
抑

制
す
る
に
は
、
衣
装

の
面
で
も
規
制
を
加

え
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

野

「
君
な
ん
ぞ
は
外
容
主
義
だ
か
ら
ど
う
も
不
可
。
け
だ
し
女
に
惚

れ
ら
れ
よ
う
と

い
ふ
野
心
が
あ
る
か
ら
だ
。
止
た
ま

へ
、
到
底
だ
め

だ
か
ら
、
娼
妓

で
も
芸
妓

で
も

、
金

の
あ

る
方

へ
転

ぶ
世

の
中
だ
。

よ
ほ
ど
古
風
な
奇
人
で
な
け
り

ゃ
ア
、

い
く
ら
容
姿
が
佳
か
ら
と

い

う
て
、
寒
書
生
に

ゃ
ア
惚
れ
は
せ
ぬ
ぞ
ウ
。
」

(八
八
)

外
見

に
こ
だ

わ
り
、
女
性

の
目
を
惹
こ
う
す

る
書

生

の
態
度

は
、
『当

世

書
生
気

質
』

で
は
、
批
判
も
し
く
は
嘲
笑

の
対
象

と
な

っ
て
い
る
。

龍

陽
主

義

さ
ま
ざ
ま

な
主
義

主
張
を
も

っ
た
書
生
を
描

い
た

『当

世
書
生
気
質
』

で
は
、
女

性
に
う

つ
つ
を
抜

か
し
、
学
業

に
身

が
入
ら
な

い
学

生
を

き
び

し
く
批

判
す

る
勢
力
が

い
る
。

そ

の
代
表

的
な
例

が
、
典
型

的
な

マ
ッ

チ

ョ
学
生
桐
山
と
、
そ

の
腰
巾
着

と
で
も

言
う

べ
き

須
河
で
あ

る
。
桐

山

は

「
尻

の
あ
た
り

の
赤
く

な

ッ
た
白

地

の
単

衣
を
被

て
、
白
木
綿

の
屍
子

を

ま
き

つ
け
、
腕
ま

く
り
を

し
た
る
容
体

、
見
た
と

こ
ろ
か
ら
し
て
強
そ

う

な
り
」

(
一
二
六
)
と
評

さ
れ
る
よ
う

に
、
体
躯
も
大

き
く
腕

に
覚
え

の
あ
る
学
生
で
あ
る
。
友

人

の
買

っ
て
き
た
西
瓜
を

ナ
イ

フ
が
な

い
か
ら

と

い
っ
て
、
拳

骨
で
叩
き
割

る
よ
う

な
豪
快

さ
を
彼

は
合

わ
せ
も

っ
て

い

る
。
そ

の
桐
山
に
常

に
追
従

し
て

い
る
の
が
須

河
で
、
硬
派

な
二
人
が
交

わ
す
会
話

は
、
軟
派

な
書
生

た
ち
を
糾

弾
す

る
典
型

的
な
も

の
と
言
え

る

が
、
ど
こ
か
ピ

ン
ト
が
外

れ
て
お
り
、
こ

の
小
説

に
喜
劇

的
な
色
彩
を

つ

け
加
え

る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

桐

「
と
に
か
く
女

子
と
交

際
す
る
は
、
男
子
を

し
て
文
弱

に
流

れ
し

む
る
原
因
ぢ

ゃ
。
然

ら
ば
ど
う

し
た
ら
女
子
を
遠
ざ

く
る
事

が
で
き

る
か
と

い
ふ
に
、
今

い
う

た
通
り
威
厳
を
保

つ
の
が
上
策
ぢ

ゃ
。
而

し

て
威
厳

を
保

つ
に
は
、
専

ら
腕
力
を

研

い
て
な
ア
、
鹿

服
を
着
す

る
が
肝
要
ぢ

ゃ
ぞ
。
腕
力

の
裏

面
の
利
益

は
、
す
な
は
ち

こ
の
点

に

あ
り
と

い
ふ
べ
し
ぢ

ゃ
ワ
イ
。」

須

「
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
。
そ
こ
で
君

は
龍

陽
主
義
を
主
張

す
る
ぢ

ゃ
な
。」

桐

「女
色

に
溺
る
る
よ
り
は
龍
陽

に
溺
る
る
ほ
う

が
ま
だ
え

い
ワ
イ
。
第

一
互
に
智
力
を
交
換
す

る
こ

[63]
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と
も
出
来

る
し
な

ア
、
か

つ
は
将
来

の
予
望
を
語
り
あ
う

て
、

を
要
請
す

る
と

い
ふ
利
益
も
あ
る
か
ら
。
」

(
一
三

一
i

三

二
)

大
志

い
か
ら
、
学
生
だ
け
は
ど
う
か
洋
服
に
し

て
し
ま
ひ
た

い
ネ

エ
。
」

倉

「
我
輩
も
実
は
そ

の
説
だ

テ
。
…
…
」

(八
八
)

こ
の
引

用
で
注
目

し
た

い
の
は
、
「
龍
陽
主
義

」

で
あ

る
。
桐

山
は
女
性

と
交
際
し

て
学
問

が
疎
か

に
な

る
く
ら

い
な
ら
、

一
層

の
こ
と
男
色
を
意

味
す

る

「龍
陽
主
義
」

の
効
用
す
ら
推
奨

し
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
や
り
取

り
か

ら
、
明
治
初
期

の
男
子
書
生
た
ち

の
問

に
潜
在
的

に
存
在
し

て
い
た

同
性
愛
的
空
間
を
わ

れ
わ

れ
は
確
認

で
き

る
。

学

生

服
論

教
育
機

関
と

し
て
は
、
な

か
な

か

「龍

陽
主
義
」
を
推
奨

し
て
男
子
書

生

た
ち

の
気

持
ち

が
学
問

か
ら
逸

れ
る

こ
と

を
防
ぐ

わ
け

に
は

い
か
な

い
。
そ
こ
で
、
公

の
機

関
と

し
て
学
生

の
服
装

に
な
ん
ら
か
の
規
制
を
試

み
る
場
合

に
効

果
的
な

の
は
、
学

生
服

で
あ

っ
た
。
実

際
、

『当
世
書
生

気
質
』

に
お

い
て
も
、
学
生

服

の
効

用
に

つ
い
て
書

生
た
ち
が
意

見
を
交

換
す
る
場
面
が
収

録
さ
れ
て

い
る
。
書

生

の
守
山
と
倉

瀬
は
洋
装

の
義
務

化
を
め
ぐ

っ
て
、
以
下

の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し

て
い
る
。

守

「
…
…
ダ
ガ
、
倉
瀬
、
学
校

の
気
風
は
よ
ほ
ど
替
わ

っ
た
ネ
。
こ

の
頃
ぢ

ゃ
ア
、
先
刻
か
ら
気
を

つ
け

て
見
る
に
、
出
入
と
も
に
袴

姿
だ
ネ
。
我
輩
が

ゐ
る
頃
と
違

っ
て
、
被
流
連
な
ん
ぞ

一
個
も
見

え
な

い
。
全
体

被
流

し
と

い
う

容
姿

は
、

日
本

で
も

略
式
だ

か

ら
、
実
に
見

っ
と
も
な

い
卑
随
な
姿
だ

テ
。
品
柄
は
粗
末

で
も

い

『当
世
書
生

気
質
』
が
出
版

さ
れ
始
め
た
少

し
後

、
す
な
わ
ち

明
治

十
九

年

に
東

京
帝

国

大

学

で
は
学

生

の
制

服
着

用

が
義

務

付
け

ら

れ

て

い

る
。
七
近
代
化

に
あ
た

っ
て
高
等
教
育
制
度

の
面

で
も
、
「
被
流
」

の
よ
う

な

「
略
式

」

の
衣
装
を
纏

い
、
「卑

随
」
な
姿
を

教
場

に
曝
す
態
度

は
慎

む

べ
き

で
あ

る
と

い
う
考
え
が
支
配
的

に
な

ろ
う
と
し

て
い
た
。
お
そ
ら

く
、

『当
世

書
生
気
質
』
も

こ

の
よ
う
な
学
生

服
論

の
是
非
を

め
ぐ
る
議

論

の
中
か
ら
生
ま

れ
て
き
た
小
説

で
あ

る
と
言
え

る
。

衣

装

と

風

俗

改

良

運

動

桐
山

の
説
く

「龍
陽
主
義
」

は
別
と
し

て
、
学
生
服

の
学
生

へ
の
強
要

も
時
代

の
大
き
な
流

れ
と
し

て
は
、
風
俗
を
改
良
し
よ
う
と

い
う
明
治

の

風
俗
改
良
運
動

の
亜
流

に
属
す

る
と
言
え

る
か
も
し

れ
な

い
。
外
山
正

一

が
ミ
シ
ガ
ン
大
学

で

ハ
ー
バ
ー
ト

・
ス
ペ
ン
サ
ー
流

の
社
会

ダ
ー
ウ
ィ

ニ

ズ

ム
の
洗

礼
を
受

け

て
帰

国
し
、
東
京

大
学

で
地
位
を

固
め

る
と
と
も

に
、
『
新
体
詩
抄
』

の
執
筆
者

の

一
人

に
名

を
連
ね

た
り

し

て
い
た
時
代

の
こ
と

で
あ

る
。
ど

こ
か
瓢

々
と

し
た
雰
囲
気
を

漂
わ
せ
る
迫
遥

で
も

、

当
時

の
劇
的
な
社
会

の
変
化

に
は
敏
感

に
な
ら
ざ

る
を
え

な
か

っ
た
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
『
当
世
書
生
気
質
』

の
語
り
手

は
、
風
俗
改
良

の
説

が
流
布

さ
れ
る
時

代
に
あ

っ
て
以
下

の
よ
う

な
嘆
息
を
も

ら
し
て

い
る
。
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罵

ち
か
ご

ろ
風
俗
改
良

の
説
盛
ん
に
興
り

て
、
上
は
婦
人
た
ち

の
結
髪

の
風
よ
り
、
下
は
日
本
下
駄

の
不
便
利
ま

で
、
人

の
あ
げ

つ
ら
ふ
世

の
中
と
そ
な
り
け

る
。
ま
こ
と
や
風
俗
は
人
情

の
表
徴
な
り
。
風
俗

の
異
よ
う
な

る
は
、
人
情

の
異
よ
う
な
る
を
示
す
。
文
明
相
競

へ
る

今
日

に
あ
り

て
は
、
風
俗
改
良

の
事
、
実

に
等
閑
に
身
す
ぐ

る
に
あ

ら
ず
。
目
下
有
志
者
が
相

つ
と
め

て
、
衣
装
そ

の
他
を
も
改
良
な
さ

ん
と
、
骨
を
折
ら

る
る

の
も
故
あ

る
こ
と
な
り
。
さ
れ
ど
も
人
心

の

さ
ま
ざ
ま
な

る
、
往

々
改
良

の
主
意
を
ば
誤
り
、
ひ
た
す
ら
服
装

の

鹿
な

る
を

排
し

て
、

こ
れ
を
野
蛮
と
な

し
、
こ
れ
を
未

開
と
誹
り
、

無
闇

に
美
麗
な

る
洋
帽
を

い
た
だ
き
、
滅
多

に
高
価
な

る
洋
服
を
被

り
、
質
を
八

に
置
き
、
苦

に
渋
を
重
ね
、
以

て
得
色
た
が

る
し
れ
も

の
も
あ
り
け
り
。

こ
れ
あ

に
滅
法
な

る
間
違
ひ

に
あ
ら
ず

や
。
服
装

の
価
貴
き
、
元
来
文
明

の
徴
標

に
も
あ
ら
ね
ば
、
開
化

の
招
牌

に
も

な
り
が
た
か

る
べ
し
。

(
二
五

こ

こ
の
引
用

で
小
説

の
語
り
手
は
、
書
生

の
衣
装
だ
け

に
留
ま
ら
ず
、

日
本

人

の
服
装
が

「
鹿
服
」

か
ら
身

に
そ
ぐ
わ
な

い
借
り
物

の
衣
装

へ
と
変
化

し
て
い
る
傾
向

に

つ
い
て
警
鐘
を
鳴
ら
し

て

い
る
。

で
は
、
明
治

の
日
本

人

の
理
想
と
す

べ
き
衣
装
観
は
ど

こ
に
求

め
ら

れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

外

見

と

内

面

が

調

和

し
た

理
想

…

…

『
ハ
ム

レ

ッ
ト
』
に

お

け

る
ポ

ロ

ー

ニ
ア

ス

の
発

言

こ
の
問

い
か
け

に
対
す

る
回
答

の

一
つ
と
し

て
、
同
じ
く

『当
世
書
生

気

質
』

の
語
り
手
が
、
衣
装
に

つ
い
て
言
及
し

て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
書

生
た
ち

の
珍
妙

な
衣
装

の
記
述

が
羅
列

さ
れ

る
申
、
『
当
世
書

生
気
質
』

の
話
者
は
第
十
八
回

の
冒
頭

の
部
分

で
明
治

初
期

の
風
俗
に

つ
い
て
個
人

的
な
意
見
を
突
然
開
陳
し
始
め
る
。

…
…
畢
寛
恰
好
が
第

一
な
る
ゆ
ゑ
、
甚
だ
し
き
不
平
均
は
最
も
忌
避

す

べ
き
事

と
そ
思
は
る
。
か
く
急
所

の
み
を
大
に
飾
り

て
そ

の
余
を

漸

々
に
倹
約
せ
ば
、
容
姿
お

の
つ
か
ら
見
易
う
し

て
、
自

然
に

い
や

み
な
ど
も
少
な
か
る

べ
し
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
性
来

の
醜
所
短
所

を

の
み
専
ら
飾

り

て
、

そ

の
余

を
大
方

に
し

て
お
き

て
も
不

可
な

し
。
我
国

の
俗
が
、
粋
な
容
姿
な
ど
と

い
ふ
も
、
あ
る
ひ
は
粋
と
す

べ
き
所
を
探
り

て
、
其
処

の
み

い
と
巧
に
粧
ふ
を

い
ふ
か
。

い
は
ゆ

る
粋
な

人

の
粧
服
を
見

る
に
、
衣
服
必
ず

し
も

高
価

に
あ

ら
ね
ど
、

た
だ
何
処
と
も
な
く
イ
ヤ

ミ
気
少
な
く
、

い
と
ふ
さ
は
し
く
も
思
は

る
る
ぞ
か
し
。
英

の
伝
奇
家
沙
翁

(シ

ェ
ー
ク

ス
ピ

ヤ
)
が
か

つ
て

台
辞

の
う
ち

に
て
、

「
御
身

が
嚢
懐

に
貯
金

あ
ら
ば
、
あ
く

ま

で
高
価

の
衣

装
を

求
め

て
こ
れ
を
身

に
纏

ふ
も
さ
ま
た
げ
な
れ
ど
、
わ
が
お

ろ

か
し
き
妄
想
を
ば
見
す
か
さ
れ
ぬ
や
う
粧

ふ
べ
し
。
よ
し
や

驕
奢

に
粧

へ
ば
と

て
も
、
華
奢
に
す
ぐ
る
は

い
と
醜
し
。
け

だ

し
衣
装

は
動
も

す
れ

ば
、
そ

の
人
品
を

ば
表

す
も

の

ゆ

ゑ
、
肚

を
見

ら
れ

ぬ
用
心

し

て
、
身

に
適

ふ

や
う

粧

ふ

べ

し
。
」
云

々
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と
綴
り

し
文
句

は
ま

こ
と

に
こ
れ
金
を
殺
し

て
美
服
を
着
す

る
、
野

暮

が
頂
門

の

一
針

な
る

べ
し
。
さ

は

い
へ
翻
し

て
こ
れ
を

い

へ
ば
、

衣
裳

は
衣
裳
な
り
、
肚
は
肚
な
り
。

(
二
五
三
)

シ

ェ
イ

ク

ス
ピ

ア

の
代
表
作

、

『
ハ
ム
レ

ッ
ト
』

(出
蝉邑

2
)
の
ポ

ロ
ー

ニ
ア

ス

(℃
o
δ
づ
ビ
ω
)

が

フ
ラ

ン

ス
に

留

学

し

て

い
た

息

子
、

レ

ア

テ
ィ

ー
ズ

(ピ
器
昌
①
ω
)
が
帰
国

し
た
際

に
世
問

で
生

き

て
行

く
指
針
を

与

え

て

い
る
場
面

に
登
場

す
る
服
装

に

つ

い
て

の
忠

告
を
引

用
し
な

が

ら
、

『当
世
書
生
気
質
』

の
語
り
手

は
、
身

に

つ
け

る
衣
装
と
、
個
人

の

「
人
品
」
が

バ
ラ

ン
ス
が
取
れ

た
も

の
に
な

る
こ
と

が
理
想
的

で
あ

る
こ

と
を
改
め

て
主
張

し

て
い
る
。
上

の
引
用

に
含
ま

れ
た

『
ハ
ム
レ

ッ
ト
』

の
ポ

ロ
ー

ニ
ア

ス
の
発
言
に
代
表
さ
れ
る
外

見
と
内

面
が
調
和
し
た

「
中

庸
」

の
美
徳

が
、
『
当
世
書
生
気
質
』

に
お
け

る
衣
装
観

の
根
幹
を
占

め

る
も

の
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「粋

な

人

」
、

「紳

士

」

以
上
見

て
き
た
よ
う

に
、
洋
装
と
和
装

の
同
居
し
た
珍
妙
な
衣
装
を
着

て
文
明
化
さ
れ
た
よ
う
な
素
振
り
を
し

て
い
る
学
生
が
多

い
中
、
上
等
な

衣
装
を
身

に
纏

い
な
が
ら
も
、
内
面
が
そ

の
外
見

に
追

い
つ
い
て
い
な

い

と

い
う
意
識
は
、

『当
世
書
生
気
質
』

の
底
流

に
存
在
し

て
い
る
。

で
は
、

内
面
と
外
面
が
理
想
的

に
調
和
し
た
状
態
と
は
ど

の
よ
う
な
状
態
な

の
で

あ

ろ
う
か
。

こ
の
テ
ク
ス
ト

で
は
、
そ
れ

に
対
す

る
答
え
は
明
確

に
は
与

え

ら
れ

て
い
な

い
。
先

に
触
れ
た
、

『
ハ
ム
レ

ッ
ト
』

へ
の
言

及
を
含
む

引

用

の
中

で
さ
り
げ

な
く
触

れ

て
あ

る
、
「
い
は

ゆ
る
粋
な

人

の
粧

服
」

と

い
う
表
現

に
は
、
適
遥
が
理
想
と
し
た
外
見
と
内
面

の
調
和

の
取
れ
た

人
物

の
衣
装

の
典
型
が
感
じ
ら
れ

る
。
大
切
な

の
は
、
内
面
と
外
面

の
バ

ラ
ン
ス
を
取

る
絶
妙

の

「感
覚
」

(
セ
ン
ス
)
な

の
で
あ

る
。

こ
の

「粋
な
人
」
と

い
う
理
想
像

に
加
え

て
、
特

に
私
が
注
目

し
た

い
の

は
、
継
原
と

い
う
書
生
が
言
及

し
て

い
る

「文
武
兼
備
」

し
た
人
物
、
す

な
わ
ち

「紳
士
」

で
あ

る
。
学
問

に
打
ち
込
む
た

め
に
、
あ
え

て
女
性

に

好

か
れ
な

い
よ
う
無
骨

に
振

る
舞
う

こ
と
を
推
奨
す

る
学
生
に
対
し

て
、

継

原
は
以

下
の
よ
う

に
応
え

る
。

…
…
さ
う

い
う
卑
屈

な
考

へ
だ

か
ら
不
可
ん
よ
。
女

子
に
好

か
る
べ

き
性
質
あ

つ
て
、
な
ほ
か

つ
乱
れ
な

い
人
聞
な
ら
、
は
じ
め
て
有
為

な
人
物
だ
ら
う

が
、
力

め
て
嫌
は
れ
る
や
う

に
し
て
ゐ
て
、
や

っ
と

情

慾
を
忍
ぶ
や
う

ち

ゃ
ア
、
到
底
大
業

は
な
し
が
た
し
だ

。
東
洋

で

も

む
か
し

ッ
か
ら
、
文
武
兼

備
を
良
将

だ
と

い
ふ
し
、
西
洋
で
も
武

官

制
度
成
立

以
来
は
、
武
あ

つ
て
文
備
な
き
を

野
な
り
と

い
つ
て
、

大
に
卑

し
ん

で
る
訳
ぢ

ゃ
ア
な

い
か
。
紳
士
と

い
ふ
ご
た

ア
取
も
直

さ
ず
、
文
武
兼
備

の
人
と

い
ふ
こ
と
さ
。
女

に
好
か
れ
る
と
剣

呑
た

か
ら
、
威
厳
を
保

つ
た
め
に
武
骨
に
す
る
た

ア
、
あ
ん
ま
り
自

惚

の

極
ま

っ
た
話
だ
。

(
一
五

こ

ち
な

み
に
、
原
本

で
は
上

の
引
用

の

「
紳
士
」

に
は

「
ゼ

ン
ト

ル
メ

ン
」

と

い
う

ふ
り
が
な
が

つ
け

て
あ
る
。
ま
た
、
西
洋

の

「
武
官
制
度
」
に
は

C667



[

騎
士
道

(o
匡
く
巴
曙
)
を
意

味
す
る

「
シ
バ
リ
ィ
」
と

注
記
さ
れ
て

い
る
。

た
し
か

に
、

こ
の
引
用

に
は
洋
装

に

つ
い
て
の
言

及
は
見
ら
れ
な

い
が
、

内

面
と
外

面
が
と
も
に
充
実

し
た
理
想
像

と
し
て
西
洋
型

の

「紳

士
」
が

提
出
さ
れ
て

い
る
。

さ
ら
に
、
こ

の
継
原

の
発
言
に
引
き

続

い
て
、
海

外
に
留

学
を
し

て
い

る
任
那
と

い
う

書
生

の
手
紙
を
通
し

て
、
イ
ギ
リ

ス
の
オ

ッ
ク

ス
フ
ォ
ー

ド
大
学

に

つ
い
て
の
報
告

が
書

生
た
ち

に
紹
介

さ
れ

る
。
「
む
か

し
は
当

大
学

の
学
生
に
は
、
富
家
良
家

の
子
弟
多

く
、
を
要
す
る
に
当
大
学
は
紳

士

の
子
弟

の

一
大

。
ピ
σ
の
如

き
有
様
な

り
き
。
」

(
二
八

一
)
任
那

の
こ

の
報
告

は

「
二
、
三

の
小

説
を
絡
読

」
し

て
得

ら
れ
た
知

識
に
す
ぎ

ず
、

こ

の
小

説

の
話

者
自
身

も
、

い
ず

れ

日
本

の
大
学

も

や
り
方

次
第

で
は

オ

ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

に
追

い
つ
け
る
と
主
張
す
る
任
那

の
見
解
を
嘲

笑
と
と

も

に
紹
介

し

て
い
る
。
し
か

し
、
「
体
操
運

動
」
を

重
要
視

し
、

「
神
経

の
過
敏

に
過
ぐ

る
を
防

ぐ
」

の
を
重
視

す
る
イ
ギ

リ
ス
式

の
大
学

教
育

に

一
定

の
評
価
を
見
せ

て
い
る
点
は
、
継
原

の
述

べ
て
い
た

「
文
武

兼
備
」

の
人
物
像
と
通
底
し

て
い
る
と
言
え

る
。

理

想

像

と

し

て

の
紳

士

、

そ

し

て

未

完

の

『紳

士

気

質

』

私

の
見

る
限
り
、
任

那

の
手

紙
を
通

し

て
同
窓

の
書
生

た
ち

に
伝
え

る
、
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

に
学

ぶ

「
紳
士

の
子
弟
」
た
ち
と
肩
を
並

べ
る
よ
う
な
文
武
兼
備

の
書
生
像
は
、

『当

世
書

生
気
質
』

の
中

で
提
出

さ
れ

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
当
初
、
十
八
巻
を
も

っ
て
出
版
さ
れ

る
予
定

で
あ

っ
た

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ど
う

い
う
わ
け
か
十
七
巻

に
し

て
暴
力
的

な
ほ
ど
ま

で
の
唐
突

さ
と
と
も

に
打
ち
切

ら
れ
る
。

『当
世
書
生
気
質
』

が
、
『続
当
世
書
生
気
質
』

の
予
告
と
と
も

に
中
途

半
端

な
か
た
ち
で
終
わ

っ
て

い
る
事
実

は
、
暗
示
的

で
あ

る
。

作

者
幸

ひ
に
聞
暇
を
得
な
ば

、
再
び
管
城
子
を

や
と
ひ

い
れ
て
、

他
日

『続
当

世
書
生
気
質
』

一
篇

を
綴

ら
ん
と
す
。
件

の
続

編

に
は
、
小

町
田
、
守
山
、
任
那

、

倉

瀬
、

お
常
、

田

の
次
、
吉

住
、
顔

鳥
ら

の
後
談

を
も

あ
ら

は

し
、
別
に
新
人
物
を

い
だ
さ
ん
と
す
。
新

人
物

は
、
主

に
し
て
書

生
な
り
。
旧
人
物
は
客
に
し
て
紳

士
な
る
べ
し
。
故

に
こ
の
続

編

の
如

き

は
、

書

生
気

質

兼

紳

士
気

質

を

以

っ

て
見

る

べ

し
。

(三
〇
ニ
ー

三
)

こ

の
引
用
か
ら
伺

い
知
れ
る
よ
う
に
、
作

者

の
構
想
段
階

で
は
書

生
が
成

熟
し
た
存
在
と
し

て
紳
士
と
な
り
、
そ

の
姿
を
描
く
こ
と
が
想
定
さ
れ

て

い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
迫
遥
は

「
問
暇
を
得
な
」
か

っ
た

の
か
、
あ

る

い
は
弟
子
格

の
二
葉
亭
四
迷

の
小
説

の
才
能
に
怯
え
を
な
し

て
小
説

の

筆
を
折

っ
た

の
か
、

二
度
と

『続
当
世
書
生
気
質
』

も
し
く
は

『書
生
気

質
兼
紳
士
気

質
』
を
書
く

こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ

の
適
遥

の
沈
黙

に
は
、

後

の
日
本
近
代
文
学
が
抱
え
た
重
大
な
問
題
が
内
包
さ
れ

て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ

る
。

そ
れ
は
さ
な
が
ら
西
洋
文
明
を
急
ピ

ッ
チ

で
受
入
れ
、
科
学
立
国
を
目

指
し
、
経
済
大
国

に
は
な

っ
た
も

の
の
、
そ

の
実
、
内
面
的
に
は
旧
来

の

[67]



日
本
的
な
も

の
を
依
然
と
し

て
引
き
ず
る
あ
ま
り
内
面
と
外
面

の
絶
妙
な

調
和
を
果
た
し
え
な
か

っ
た
現
代

の
日
本
人

の
姿
を
暗
示
し

て
い
る
か

の

よ
う

で
あ

る
。
は
た
し

て
日
本
文
学
は
、
迫
遥
が

『当
世
書
生
気
質
』

で

予
告
し
た

『書
生
気
質
兼
紳
士
気
質
』

に
匹
敵
す

る
よ
う
な
文
学
を
生
み

出
し
え
た

の
か
、

一
度
検
証
し

て
み
る
必
要
が
あ

る
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、

情
け
な

い
日
本

に
成
り
果

て
た
と
憂

い
た
三
島
由
紀
夫
が
、
な
ぜ
あ
れ
ほ

ど
肉
体

(
11
衣
装
)
を
鍛
え
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
か
な
ど
興

味
深

い
テ
ー

マ
は
ま
だ
ま
だ
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
た
だ
、
今
回
本
論

で
扱

っ
た

『当
世
書
生
気
質
』

の
段
階

で
は
、
近
代
と

い
う
時
代
を
か
な

り

の
無

理
を

し
な
が

ら
、
な

ん
と
か

「装

っ
た
」
状
態

で
留
ま

っ
て
い
る

よ
う

に
映

る
。
特

に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
の

「紳
士
」

の
不
在
は
、

そ
の

典
型
的

な
証
左

で
あ

る
。

注本
論

は
平
成

一
九
年

二

月

一
〇
日
に
近
畿
大
学
文
芸
学
部

で
開
催

さ

れ
た
、
日
本

比
較
文

学
会
第

四
三
回
関
西
大

会
に
て
行

わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ

ム
、
「
変
革
期

の
坪
内
迫
遥
」

で
筆
者
が

「
近
代

を
装
う
ー

『当
世

書

生
気
質
』

と
衣
装
」
と
題
し
て
発
表
し
た
原
稿
を
基

に
し
て

い
る
。
当

日
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
参

加
さ
れ
た
松
村
昌
家
、
柏
木
隆
雄
、
仙
葉
豊
各
先

生
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了
後
多

く

の
比
較
文
学
会

関
西
支
部
会
員

の
方

々
と
交
わ
し
た
議
論
は
、
拙
論
を
書
く
上
で
多

い
に

参
考

に
さ
せ

て
い
た
だ

い
た
。
こ

の
場
を
お
借
り
し

て
、
謝
意
を
表
し
た

い
。

早
稲

田
大

学
百
年
史
編
纂
委

員
会

『早
稲

田
百
年
』

(早
稲

田
大

学
印

刷

所
、

一
九

七
六
年

)

二

八
-

九

、

三
ニ
ー

三

頁
。
現

在
、

『早
稲

田
百
年

』

に
収
録

さ
れ
た
写
真

は
、

早
稲
田
大
学
大
学
史

資

料
セ

ン
タ
ー

に
よ

っ
て
デ
ジ
タ

ル
資
料
と
し

て
ネ

ッ
ト
上

で
公
開
さ

れ

て

い
る
。
本
論

に
こ
れ
ら
の
写
真
を
掲
載

す
る
こ
と
を
許
可

し
て

く
だ
さ

っ
た
、
早
稲

田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
感
謝
し
た

い
。

『
洋

服

・
散

髪

・
脱

刀

-

服

制

の

明

治

維

新

』

(
講

談

社
、

二
〇

一
〇
年
)

で
刑
部
芳
則
は
、
慶
応
義
塾
大
学

の
学
生
た
ち
は
比

較
的
早

い
段
階

(明
治

一
六
年
頃
)
か
ら
洋
服
を
着
用
し

て
い
た
事

実
を
指

摘
し
た
後
、
「
慶

応
義

塾
大
学
と

は
対
照
的

に
、
明

治

一
五

年

に
大
隈

重
信

が
創

設

し
た
東
京
専

門
学

校

(現
在

の
早
稲

田
大

学
)

で
は
、
洋
服
姿
は
め
ず
ら
し
か

っ
た
。
多
く
は
紺
緋

に
黒
紋
付

で
あ

り
、
稲

穂

を

記
章

と

し

た

学
帽

の
制
定

も

、
明

治

三
十

九

(
一
九
〇
六
)
年
ま

で
待
た
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
」
と

述

べ
て
い
る

が
、
(
図
2
)
を
見

る
限
り
、
東
京
専

門
学

校

の
学
生

た
ち

の
洋
服

着

用
率
も

あ

る
程

度
高

か

っ
た

こ
と
が

こ

の
写
真

か
ら
推

察

で
き

る
。

坪
内

適
遥

の

『
小
説
神
髄
』

か
ら
の
引

用
は
、
す

べ
て
二
〇

一
〇
年

に
改

訂
版

が
出

た
岩
波
文
庫
版

に
拠
る
も

の
と

し
、
引

用
の
末

尾
に

ぺ
ー
ジ
数

の
み
を
示
す

。
以
下
同
じ
。
本
来

な
ら
ば

、
決
定
版
と
も

言
う

べ
き

『迫

遥
選
集
』

か
ら
引
用
す

べ
き
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、

一

般
読
者
を
想
定

し
た
場
合

、
表
記
が
よ
り
平
明
で
、
し
か
も

入
手

し
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四五
一L

ノ 、

や
す

い
岩
波
文
庫
版

が
ふ
さ
わ
し

い
と

判
断
し
た
。

こ
の
判
断
は
、

本
論

で
適
遥

の
著
作
と
し

て

『小
説
神
髄
』
以
外

に
本
論

で
論
じ
る

中
心
的

な

テ
ク

ス
ト
、

『当

世
書
生
気
質
』

を
引
用
す

る
際

に
も
当

て
は
ま

る
。

坪

内

迫

遥

の

『
当

世

書

生

気

質

』

か

ら

の
引

用

は
、

す

べ

て

二
〇
〇
六
年

に
改
訂
版
が
出
た
岩
波
文
庫
版

に
拠

る
も

の
と
し
、
引

用

の
末
尾

に
ペ
ー
ジ
数

の
み
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

本
田
総

一
郎
監
修

『日
本
家
紋
大
図
鑑
』

(梧
桐
書
院
、

二
〇
〇

二

年
)

四
〇
二
頁
。

ま
た
、
同
書
同
頁

に
収
録
さ
れ

て
い
た
、
三
鱗
を

(図
三
)
と
し

て

引
用
し

て
お
く
。

(図
三
)

東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編

『東
京
大
学
百
年
史
-

部
局

史

4
』

(東
京
大
学
出
版
会

、

一
九

八
七
年

)
二
〇
八
頁

に
大
学
生

七

の
制
服
着
用

の
義
務
化
に

つ
い
て
の
詳
細
が
記
さ
れ

て
い
る
。

実
例
と

し
て
、
『
当
世
書
生
気
質
』

に
登
場
す

る
放
蕩
書
生

、
野

々

口
精
作
は
、
後

に
黄
熱
病
や
梅
毒

の
研
究

で
世
界
的

に
有
名
に
な
る

細
菌
学
者
、
野

口
英
世

の
放
蕩
ぶ
り
を

モ
デ

ル
に
し

て
い
る
と

い
う

説

が
あ

る
。

野

口
の
書

生
時
代

の
放
蕩

ぶ
り

は
、
有
名

な
も

の

で

あ

っ
た
。
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