
「
東
京
八
景
」

の
な
か
の
山
岸
外
史

昭
和
十
五
年
七
月
四
日
か
ら
十
、
十

一
日
頃
に
か
け
て
書
か
れ
、

翌
年
一
月
号
の
「
文
学
界
」
に
発
表
さ
れ
た
「
東
京
八
景
」
は
、
太

宰
治
中
期
の
作
品
で
、
い
わ
ゆ
る
安
定
期
の
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
。
作
品
内
容
も
、
結
婚
し
て
生
活
の
安
定
を
得
た
「
私
」
が
、
か

つ
て
の
デ
カ
ダ
ン
ス
な
生
き
方
を
回
想
し
、
現
在
の
執
筆
意
欲
を
書

い
た
も
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に

一
息
つ
い
た
と
い
う
感
じ
が
出
て
い

る
。
し
か
し
、
安
定
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
太
宰
そ

の
人
を
思
わ
せ
る
「
私
」
は
、
本
当
に
安
定
し
て
い
る
と
言
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
不
安
が
見
え
隠
れ
し
、
そ
の
不
安
を
書
こ
う

と
し
た
の
が
、
こ
の
「
東
京
八
景
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

「
東
京
八
景
」
は
、
昭
和
五
年
に
故
郷
か
ら
東
京
に
出
て
き
た
「
私
」

の
破
綻
し
た
生
活
を
語
る
第

一
の
回
想
部
分
と
、
最
近
得
た
「
二
景」

|
|
東
京
の
風
景
の
中
に
立
つ
文
士
と
し
て
の
「
私
」
を
描
く
第
二

の
回
想
部
分
と
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
前
後
に
、
「
東
京
八

景
」
と
い
う
小
説
を
書
く
た
め
に
、
伊
豆
の
温
泉
宿
に
滞
在
す
る

「
私
」
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

一
読
し
て
気
づ
く
の
は
、
こ
の
小
説
に
は
異
様
に
多
く
の
地
名
が

佐
藤
秀
明

書
か
れ
、
人
名
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
回

想
は
、
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
も
の
の
授
業
に
は
出
ず
、
非
合

法
運
動
に
加
担
し
て
度
々
住
ま
い
を
替
え
、
小
説
を
書
き
出
し
て
卒

業
を
延
ば
し
た
こ
と
も
あ
り
、
仕
送
り
を
減
額
さ
れ
て
転
居
し
、
盲

腸
炎
の
手
術
後
に
麻
布
伴
剤
を
常
用
し
て
転
院
、
転
地
し
、
中
毒
治
療

の
た
め
脳
病
院
に
入
っ
た
後
ま
た
転
居
し
、
妻
の
「
H
」
と
別
れ
て

最
下
等
の
下
宿
に
移
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
の
度
ご
と
の
地
名

が
細
か
く
出
て
く
る
。
伊
豆
行
き
の
途
中
の
地
名
も
、
第
二
の
回
想

内
の
地
名
も
、
ほ
と
ん
ど
無
用
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
ま
で

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
の
名
前
は
、
東
京
帝
大
の
「
辰

野
隆
先
生
」
と
、
俳
号
の
「
朱
麟
堂
」
、
活
動
家
時
代
の
偽
名
「
落
合

一
雄
」
、
「
ル
ソ
オ
」
、
「
芥
川
龍
之
介
」
の
五
人
し
か
な
い
。
「
私
」
の

名
前
も
不
明
な
ら
ば
、
同
居
し
て
い
た
「
H
」
、
「
田
舎
の
長
兄
」
、
結

婚
を
世
話
し
て
く
れ
た
「
或
る
先
輩
」
、
「
小
石
川
の
大
先
輩
、

S
さ

ん
」
、
現
在
の
「
妻
」
と
「
妻
の
妹
」
、
そ
の
婚
約
者
の
「
T
君
」
も

固
有
名
詞
は
省
か
れ
て
い
る
。
人
間
関
係
の
重
要
度
と
固
有
名
詞
と

の
遠
近
法
を
崩
し
、
出
来
事
を
中
心
に
回
想
す
る
記
述
に
な
っ
て
い

る
た
め
で
も
あ
る
が
、
故
郷
の
共
同
体
か
ら
切
れ
た
都
市
生
活
者
の
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移
動
の
痕
跡
が
浮
か
び
上
が
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ

る
。
安
藤
宏
が
言
う
「
周
囲
の
人
々
と
の
関
係
を
喪
失
し
て
ゆ
く
物

語
」
、
山
下
真
史
の
言
う
「
〈
近
代
〉」
の
「
個
人
主
義
的
な
人
間
関

係
」
と
い
う
テ
l
マ
と
も
、
こ
の
叙
述
方
法
は
結
び
つ
い
て
い
よ
う
。

「
東
京
八
景
」
に
見
え
隠
れ
す
る
不
安
は
、
現
在
の
「
私
」
が
、
都

市
の
遊
民
で
も
な
く
、
社
会
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
た
勤
め
人
で
も
な

い
と
こ
ろ
に
生
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
不
安
は
、

二
方
向
か
ら
挟
撃
す

る
形
で
襲
っ
て
く
る
批
判
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
「
あ
い

つ
も
、
だ
ん
だ
ん
俗
物
に
な
っ
て
来
た
ね
」
と
い
う
「
無
智
な
陰
口
」

で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
義
妹
の
婚
約
者
「
T
君
」
の
厳
父
の
視
線

で
あ
る
。
「
ひ
が
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
T
君
の
家
は
、
金
持
、だ
。
私

は
、
歯
も
欠
け
て
、
服
装
も
だ
ら
し
な
い
。
袴
も
は
い
て
ゐ
な
け
れ

ば
、
帽
子
さ
へ
か
ぶ
っ
て
ゐ
な
い
。
貧
乏
文
士
だ
」
と
い
う
感
情
が

そ
の
視
線
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
「
東
京
八
景
」
の
「
私
」
は
、
か
つ

て
の
無
頼
派
か
ら
H

転
向
H

し
た
こ
と
で
「
俗
物
」
と
言
わ
れ
、
さ

り
と
て
ま
と
も
な
市
民
と
し
て
遇
さ
れ
な
い
と
い
う
ひ
が
み
の
中
で
、

不
安
に
陥
り
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
ま
ず
捉
え
て
お
き
た
い
。

し
か
し
「
東
京
八
景
」
は
、
辛
く
も
「
安
定
」
を
見
せ
る
方
向
で

ま
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「私
」
が
、
現
在
の
自
分
を
肯
定

す
る
次
の
よ
う
な
自
覚
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。

人
間
の
プ
ラ
イ
ド
の
究
極
の
立
脚
点
は
、
あ
れ
に
も
、
こ
れ

に
も
、
死
ぬ
ほ
ど
苦
し
ん
だ
事
が
あ
り
ま
す
、
と
言
ひ
切
れ
る

自
覚
で
は
な
い
か
。

「
俗
物
」
と
い
う
批
判
に
も
、

真
っ
当
な
生
活
者
か
ら
の
視
線
に
も

措
抗
し
う
る
自
覚
。
こ
の
小
説
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
自
覚
へ

の
到
達
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
あ
る
意
味
で
は
と
書
い
た

の
は
、
プ
ロ

ッ
ト
の
進
路
が
こ
の
自
覚
に
向
か
っ
て

一
直
線
に
整
い
、

「
私
」
が
大
見
得
を
切
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

心
境
に
至
っ
た
自
分
を
、
「
東
京
八
景
」
の
最
後
の

一
景
と
し
て
加
え

る
こ
と
で
、
「
東
京
八
景
」
と
い
う
作
中
作
の
構
想
が
成
り
、
そ
れ
を

「
私
」
が
旅
先
で
書
こ
う
と
す
る
こ
と
を
書
い
た
の
が
、
太
宰
の
「
東

京
八
景
」
で
あ
る
。
太
宰

一
流
の
含
差
を
感
じ
さ
せ
る
こ
の
ひ
と
捻

り
し
た
構
造
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
右
の
引
用

部
分
を
も
う
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。

安
藤
宏
は
、
「
人
間
の
プ
ラ
イ
ド
の
究
極
の
立
脚
点
」
に
シ
ニ
カ
ル

な
目
を
向
け
る
。
第
一
の
回
想
部
分
に
表
現
さ
れ
た
「
私
」
の
生
き

方
が
、
意
志
的
で
は
な
く
、
つ
い
に
は
人
を
「
信
じ
な
い
」
虚
無
感

に
ま
で
陥
っ
た
こ
と
を
重
視
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
方
で
こ
の
作
品
で
は
、
〈
人
間
の
プ
ラ
イ
ド
の
究
極
の
立
脚

点
〉
と
し
て
の
苦
し
み
を
、
過
去
に
根
拠
付
け
る
こ
と
が
目
ざ

さ
れ
て
い
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。〈
無
意
志
で
あ
っ
た
〉
事

実
を
い
く
ら
強
調
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
現
在
の

〈
プ
ラ
イ

ド
〉
の
〈
立
脚
点
〉
に
は
な
り
え
ま
い
。〈
遊
民
の
虚
無
〉
と
い

う
否
定
形
で
し
か
過
去
を
語
れ
ぬ
第

一
回
想
部
は
、
明
ら
か
に
、
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現
在
を
生
き
る
根
拠
を
過
去
に
求
め
る
モ
チ
ー
フ
を
裏
切
っ
て

*
4
 

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
鋭
い
批
評
的
な
指
摘
だ
と
思
う
。
「
プ
ラ
イ
ド
」
と
そ
の

「
立
脚
点
」
と
の
聞
の
組
踊
に
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
や
太
宰
治
が

気
づ
い
て
い
る
節
は
な
い
。
と
す
る
と
こ
れ
は
、
過
去
を
非
主
体
的

に
生
き
て
き
た
と
強
調
し
す
ぎ
た
作
者
の
勇
み
足
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。
事
実
は
必
ず
し
も
作
品
の
と
お
り
で
は
な
か
っ
た
。
例
え

ば
、
新
聞
社
に
勤
め
る
知
人
夫
妻
と
共
同
で
借
り
た
家
に
引
っ
越
す

と
き
、
「
誘
は
れ
て
私
た
ち
も

一
緒
に
つ
い
て
行
き
」
と
、
な
り
ゆ
き

に
任
せ
た
よ
う
な
記
述
が
あ
る
が
、
真
相
は
、
荻
窪
駅
に
近
い
家
を

捜
し
て
き
た
の
は
太
宰
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
人
雑
誌
「
青

い
花
」
を
出
す
と
き
も
、
「
私
は
、
半
ば
い
い
加
減
で
あ
っ
た
」
と
あ

る
が
、
同
人
中
で
は
太
宰
が
最
も
積
極
的
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

同
人
の
山
岸
外
史
に
宛
て
た
昭
和
九
年
十

一
月
十
六
日
付
け
は
が
き

に
は
、
「
そ
ん
な
こ
と
を
言
は
な
い
で
書
い
て
呉
れ
た
ら
、
ど
ん
な
も

ん
ぢ
や
。

/
十
八
日
ま
で
、
よ
い
さ
う
だ
。
ひ
と
つ
書
け

m…/
津
村

信
夫
君
に
も
、
詩
だ
け
で
よ
い
か
ら
、
送
る
や
う
に
電
話
で
言
っ
て

や
っ
て
下
さ
い
。

/
た
の
み
ま
す
」
と
あ
り
、
同
年
十
二
月
二
十
四

日
付
け
の
山
岸
宛
は
が
き
に
は
「
そ
ろ
そ
ろ
二
号
の
編
輯
た
の
み
ま

す
。
同
人
全
部
に
、
原
稿
と
同
人
費
の
サ
イ
ソ
ク
、
「
若
い
ひ
と
」
に

さ
せ
た
ら
、
ど
う
か
。

/
同
人
会
は
、
ど
う
で
す
。

/
私
、
青
い
花

の
原
稿
い
ま
工
夫
中
」
と
あ
る
。
作
者
は
、
「
転
機
」
以
降
と
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
つ
け
る
た
め
に
積
極
的
な
姿
勢
を
抑
制
し
、
「
無
意
志
」

を
気
取
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
論
理
と
し
て
は
、
「
無
意

志
」
の
生
き
方
に
「
プ
ラ
イ
ド
」
の
「
立
脚
点
」
を
お
く
の
は
承
服

し
が
た
い
と
す
る
安
藤
の
批
評
は
有
効
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
安
藤
宏
は
、
「
私
」
が
「
遊
民
の
虚
無
」
に
陥
る
の
は
「
周

囲
の
人
々
と
の
関
係
を
喪
失
し
て
ゆ
く
」
か
ら
で
、
し
た
が
っ
て
「
人

間
の
プ
ラ
イ
ド
の
究
極
の
立
脚
点
」
を
そ
の
よ
う
な
過
去
に
求
め
る

の
は
、
「
モ
チ
ー
フ
と
の
間
」
に
「
必
然
的
に
亀
裂
を
は
ぐ
く
む
結
果

と
な
る
」
と
も
言
う
。
以
上
二
つ
の
理
由
か
ら
、

「私
」
が
到
達
し
た

自
己
肯
定
の
論
理
に
脆
弱
さ
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
反
論
を
試
み
た
い
。

ま
ず
、
「
無
意
志
」
の
生
き
方
が
、
「
あ
れ
に
も
、
こ
れ
に
も
死
ぬ

ほ
ど
苦
し
ん
だ
事
」
に
な
ら
な
い
と
ど
う
し
て
言
え
よ
う
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
無
意
志
」
の
生
き
方
が
苦
悩
に
結
び
つ
か
な
い
と

す
る
の
は
、
健
全
な
側
か
ら
の
判
断
に
す
ぎ
ま
い
。
「
無
意
志
」
な
る

が
ゆ
え
の
苦
悩
は
、
最
も
辛
い
部
類
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
「
私
」
は
、
そ
の
「
無
意
志
」
の
状
態
を
こ
そ
脱
し
た
の
で

あ
る
。
か
つ
て
の
下
宿
よ
り
も
「
も
っ
と
安
っ
ぽ
く
、
住
び
し
い
」

部
屋
を
温
泉
旅
館
の
女
中
に
あ
て
が
わ
れ
て
も
、
「
依
へ
て
こ
こ
で
仕

事
を
は
じ
め
た
」
と
あ
る
。
「
依
へ
て
」
「
は
じ
め
た
」
と
こ
ろ
に
、

か
つ
て
な
い
意
志
が
表
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
依

(
へ
る
こ
と
い
う

国
字
は
、
「
私
に
は
佐
び
し
さ
を
、
保
へ
る
力
が
無
か
っ
た
」
「
私
は
周

189 r東京八景Jのなかの山岸外史



囲
の
荒
涼
に
泳
へ
か
ね
て
、
た
だ
酒
を
飲
ん
で
ば
か
り
ゐ
た
」
と
第

一
の
回
想
部
分
に
も
二
度
使
わ
れ
て
い
て
、
過
去
と
の
差
異
を
明
瞭

に
示
し
て
い
る
。

も
う
一
点
は
、
他
者
と
の
関
係
の
喪
失
に
つ
い
て
だ
が
、
「
私
」
に

は

「
生
涯
の
友
人
」
と
呼
べ
る
人
が
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
同
人
雑
誌
「
青
い
花
」
を
創
刊
す
る
際
に
、
「
そ
の
中
の
二
人
と
、

私
は
急
激
に
親
し
く
」
な
り
、
「
私
」
を
加
え
た
そ
の
三
人
は
「
三
馬

鹿
」
と
言
わ
れ
、
「
生
涯
の
友
人
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
「
私
」
は
麻
痔
剤
中
毒
、
脳
病
院
入
院
、
「
H
」
と
の
離
別
を
経

て
、
仕
事
も
な
く
作
品
が
書
け
な
い
状
態
に
陥
り
、
「
誰
も
私
を
相
手

に
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
「
二
、
三
の
共
に
離
れ
が
た
い
親
友
」
は

残
っ
た
と
も
あ
る
。
「
離
れ
が
た
い
親
友
」
が
「
生
涯
の
友
人
」
と
同

一
人
で
あ
る
こ
と
は
、
修
飾
語
の
強
さ
か
ら
い
っ
て
疑
い
え
な
い
。

つ
ま
り
、
「
周
囲
の
人
々
と
の
関
係
を
喪
失
し
て
ゆ
く
」
中
で
、
「
離

れ
が
た
い
」
粋
は
残
り
、
「
遊
民
の
虚
無
」
に
も
、
わ
ず
か
な
が
ら
救

い
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
期
の

苦
悩
に
「
プ
ラ
イ
ド
」
の
根
拠
を
置
く
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
そ
し

て
こ
れ
は
後
に
記
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
の

一
人
は
、
第
二

の
回
想
|
|
「
私
」
の

「
転
機
」
後
の、

「
S
さ
ん
」
と
の
関
係
修
復

に
関
わ
る
「
親
友
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
第

一
の

回
想
と
第
二
の
回
想
と
を
つ
な
ぐ
人
物
で
も
あ
る
の
だ
。

さ
て
、
作
品
内
部
に
限
定
し
て
「
私
」
の
自
己
肯
定
の
論
拠
を
検

証
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
作
品
外
の
事
実
を
導
入
し
て
み
よ
う
。
現

実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
聞
の
垣
根
が
低
い
「
東
京
八
景
」
に
お
い
て
、

こ
の
「
親
友
」
の

一
人
に
、
山
岸
外
史
を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
読
む
こ

と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
結
婚
を
世
話
し
て
く
れ
た
「
先
輩
」
が

井
伏
鱒
二
で
、
破
門
さ
れ
緩
り
を
戻
す
こ
と
に
な
っ
た
「
小
石
川
の

大
先
輩
、

S
さ
ん
」
が
佐
藤
春
夫
で
あ
る
の
は
自
明
で
、
そ
れ
を
故

意
に
伏
せ
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
断
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
「
三
馬
鹿
」
は
、
太
宰
と
山
岸
と
檀

一
雄
で
あ
る
。

太
宰
治
に
と
っ
て
山
岸
外
史
が
、
気
楽
な
友
誼
の
相
手
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
爾
汝
の
交
わ
り
で
は
あ
っ
た
も

の
の
、
五
歳
年
長
で
理
屈
も
立
つ
山
岸
は
、
と
き
に
は
手
強
い
批
判

者
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
何
百
枚
か
の
オ
ハ
ガ
キ
を
貴
兄
か
ら
い

た
だ
き
、
け
さ
の
オ
ハ
ガ
キ
、
は
じ
め
て
兄
の
い
た
は
り
の
あ
た
た

か
い
も
の
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
真
の
友
情
に
は
、
お
互
ひ
審

判
、
叱
正
の
他
に
、
や
さ
し
い
い
た
は
り
と
仕
事
へ
の
敬
意
を
欲
し

く
思
っ
て
ゐ
ま
し
た
」

(山
岸
外
史
宛
は
が
き
、
昭
和
十

一
年
六
月
二
十
四

日
)
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
そ
れ
は
窺
え
る
。
あ
る
い
は
「
け
ふ
お

手
紙
読
み
、
君
の
閉
口
を
知
り
、
わ
る
か
っ
た
と
思
ひ
ま
し
た
。
み

ぢ
ん
も
ふ
ざ
け
て
は
ゐ
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
私
も
、
思
ひ
ち

が
ひ
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
あ
っ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
あ
れ
は
、
と

に
か
く
、
破
っ
て
下
さ
い
」

(山
岸
外
史
宛
は
が
き
、
昭
和
十
三
年
十
二
月

三
十
日
)
と
い
う
文
面
に
は
、
太
宰
に

「
閉
口
」

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
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を
ぶ
つ
け
た
山
岸
の
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。
山
岸
外
史
自
身
『
人
間

太
宰
治
」
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ぼ
く
の
太
宰
の
才
能
へ
の
愛
着
は
、
太
宰
に
す
こ
し
の
欺
臓

を
も
許
さ
な
か
っ
た
。
「
文
学
の
真
の
貴
重
さ
は
、
そ
こ
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。」
ぼ
く
の
批
評
は
い
つ
も
苛
酷
で
あ
っ
た
。
あ

く
ま
で
も
、
純
粋
人
の
発
想
法
を
要
求
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

当
時
の
ぼ
く
は
、
そ
ん
な
型
の
批
評
家
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
「
純
粋
人
の
発
想
法
を
要
求
し
て
や
ま
」
ず
、
「
苛

酷
」
で
も
あ
っ
た
山
岸
は
、
し
ば
し
ば
太
宰
を
や
り
こ
め
た
よ
う
で

あ
る
。
結
婚
し
た
太
宰
が
、
「
手
堅
い
文
学
者
の
生
活
を
力
説
し
た
」

の
に
対
し
、
「
君
こ
そ
、
あ
ま
り
世
帯
じ
み
な
い
で
く
れ
な
い
か
。
世

帯
者
の
文
学
で
は
困
り
ま
す
か
ら
ネ
」
と
返
し
た
よ
う
で
、
「
文
学
者

の
生
活
は
自
由
奔
放
で
い
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
少
の
悲

劇
は
や
む
を
え
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
」
と
も
書
い
て
い
る
。

そ
う
い
う
ふ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
あ
い
つ
も
、

、だ
ん
だ
ん
俗
物
に

な
っ
て
来
た
ね
」
と
い
う
批
評
は
、
ま
ず
身
近
な
山
岸
外
史
か
ら
出

た
と
見
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
「
東
京
八
景
」
で
は
、
そ
う
い
う
評

言
を
「
無
智
な
陰
口
」
と
し
て
切
り
捨
て
、
あ
る
い
は
「
ば
か
共
は
」

と
呼
ん
で
頭
ご
な
し
に
他
者
化
し
て
い
る
が
、
客
体
化
し
侮
蔑
す
る

こ
と
ば
が
強
い
ほ
ど
、
逆
に
身
近
な
声
と
し
て
響
い
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
穿
っ
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
私
」
、
そ
し
て
太
宰
の
内
面
の
声
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

も
ち
ろ
ん
、
「
私
」
も
太
宰
も
そ
こ
か
ら
身
を
引
き
離
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
そ
う
言
う
で
あ
ろ
う
山
岸
は
「
生
涯
の
友
人
」
と
し
て

引
き
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
反
批
判
を
向
け
る
匿
名
の

虚
像
を
つ
く
っ
て
切
り
捨
て
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
太
宰
に
と
っ
て
「
東
京
八
景
」
は
、
「
生
涯
の
友

人
」
「
親
友
」
と
呼
ん
だ
山
岸
外
史
に
対
し
、
己
の
「
俗
物
」
的
な

「
文
筆
生
活
」
を
提
示
し
、
理
解
を
求
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
は
ず
だ
。
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
七
日
付
け
の
山
岸
あ
て
の
は
が

き
に
は
こ
う
あ
る
。

ば
く
ち
、
云
々
、
同
感
。
私
は
、
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

太
宰
も
、
こ
の
ご
ろ
は
、
多
少
、
陀
つ
と
な
っ
て
居
り
ま
す
。

少
し
づ
っ
重
量
感
で
き
ま
し
た
。
む
か
し
の
ニ
ヤ
ケ
タ
ウ
ソ
ツ

キ
の
太
宰
も
な
つ
か
し
い
が
、
あ
れ
で
は
、
生
き
て
ゆ
け
ま
せ

ん
。

甲
府
の
下
宿
屋
寿
館
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
の
は
が
き
は
、
『
太
宰
治

全
集
』
の
記
載
と
は
異
な
り
、
十
二
月
十
七
日
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

太
宰
治
は
、
翌
年
一
月
八
日
に
石
原
美
知
子
と
結
婚
す
る
か
ら
、
こ

れ
は
結
婚
の
二
十
日
ほ
ど
前
の
は
が
き
で
あ
る
。
「
ば
く
ち
」
と
は
、

お
そ
ら
く
結
婚
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
の
太
宰
は
新

家
庭
を
つ
く
る
意
欲
を
固
め
て
い
た
が
、
「
む
か
し
の
ニ

ヤ
ケ
タ
ウ
ソ

ツ
キ
の
太
宰
も
な
つ
か
し
い
が
」
と
、
無
頼
派
の
山
岸
に
向
か
っ
て
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過
去
を
喚
起
し
つ
つ
、
「
あ
れ
で
は
、
生
き
て
ゆ
け
ま
せ
ん
」
と
現
在

の
覚
悟
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
俗
物
」
と
い
う
予
想
さ
れ
る
批

判
に
対
す
る
先
回
り
し
た
態
度
表
明
の
よ
う
に
読
め
る
し
、
親
身
で

手
強
い

H

敵
。
へ
の
懐
柔
策
の
よ
う
に
も
読
め
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
東
京
八
景
」
の
「
生
涯
の
友
人
」
に
、
山
岸
外
史

と
い
う
具
体
的
な
人
物
を
呼
び
込
ん
で
み
る
と
、
人
間
関
係
が
「
喪

失」

(安
藤
宏
)
す
る
第

一
の
回
想
か
ら
「
転
機
」
を
経
て
第
二
の
回

想
に
至
る
ま
で
、
一
人
の
気
に
な
る
人
物
が
後
景
に
存
在
し
た
こ
と

が
浮
か
び
上
が
る
。
作
品
で
は
、
こ
の
気
に
な
る
人
物
が
批
判
者
と

「
生
涯
の
友
人
」
に
切
り
分
け
ら
れ
、
そ
の
存
在
感
を
意
図
的
に
脱
化

さ
れ
て
い
る
が
、
「
東
京
八
景
」
に
、
外
部
か
ら
緊
張
を
も
た
ら
し
た

の
は
山
岸
外
史
に
ち
が
い
な
い
。
先
に
「
東
京
八
景
」
に
は
不
安
が

描
か
れ
て
い
る
と
書
い
た
が
、
こ
の
小
説
が
、
過
去
を
否
定
し
現
在

を
肯
定
す
る
単
純
な
構
造
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
不
安
が
作
品

に
緊
張
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
山
岸
外
史
は
、
作
品
の

外
部
に
あ
っ
て
、
そ
の
不
安
を
醸
成
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
回
想
は
、
「
私
」
が
「
東
京
八
景
」
を
書
こ
う
と
決
意
し
た

年
の
春
と
夏
に
見
た
二
景
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
は
、

大
先
輩
の

「
S
さ
ん
」
を
訪
問
し
、
破
門
を
解
か
れ
、

一
日
を
と
も

に
過
ご
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
上
野
、
茅
場
町
、
銀
座
を
巡
っ

た
日
の
夕
方
の
光
景
、
新
橋
駅
前
の
橋
上
で
銀
座
方
面
を
眺
め
る

「
S
さ
ん
」
と
「
そ
の
破
門
の
悪
い
弟
子
の
姿
」
を
「
東
京
八
景
」
の

一
つ
に
選
ん
だ
。
「そ
の
日
は
、
親
友
の
著
書
の
出
版
記
念
会
の
発
起

人
に
な
っ
て
も
ら
ひ
に
、
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
言
、
つ
ま

で
も
な
く
こ
の
「
親
友
」
が
山
岸
外
史
で
、
昭
和
十
五
年
三
月
に
ぐ

ろ
り
あ

・
そ
さ
え
て
か
ら
出
た
『
芥
川
龍
之
介
」
の
出
版
記
念
会
の

下
相
談
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
五
年
四
月
五
日
付
け
の
山
岸
宛
は
が
き

に
は
「
佐
藤
先
生
の
と
こ
ろ
へ
は
、
昨
日
早
朝
ま
ゐ
り
ま
し
た
」
と

あ
り
、
「
東
京
八
景
」
に
あ
る
よ
う
に
芥
川
論
を
話
題
に
し
、
「
た
い

へ
ん
御
機
嫌
よ
ろ
し
く
、
上
野
、
銀
座
な
ど
、
お
伴
し
て
一
日
歩
き

$
8
 

ま
し
た
」
と
あ
る
。
こ
の
前
後
の
山
岸
宛
は
が
き
に
も
、
出
版
記
念

会
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
て
、
太
宰
が
山
岸
の
た
め
に
骨
を
折
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。『
人
間
太
宰
治
』
に
よ
れ
ば
、
出
版
記
念
会
な
ど

「
厄
介
」
で
「
面
倒
」
だ
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
山
岸
の

重
い
腰
を
上
げ
さ
せ
た
の
は
太
宰
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
も
、
「
「
君

は
近
頃
、
世
間
人
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
ね
L

な
ど
と
ぼ
く

が
い
い
、
太
宰
も
か
な
り
む
く
れ
た
の
だ
と
思
う
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
春
の

一
景
は
、
し
か
し
次
の
増
上
寺
門
前
の
描
写
に
比
べ
て

さ
ほ
ど
鮮
や
か
だ
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
肝
心
の
銀
座
方
面
の

風
景
が
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
「
S
さ
ん
」
の
存
在
の
重
み
も
い
ま
ひ

と
つ
出
て
い
な
い
の
で
、
「
S
さ
ん
」
と
の
関
係
修
復
の
困
難
さ
や
気

ま
ず
き
が
表
れ
ず
、
わ
だ
か
ま
り
の
消
え
た
明
る
い
気
持
ち
が
素
直

に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
「
れ
い
の
重
い
口
調
で
」
と
い
う
よ
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う
に
、
実
在
の
佐
藤
春
夫
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
点
も
弱
い
し
、
佐

藤
春
夫
に
尊
大
さ
を
被
せ
な
い
配
慮
か
ら
か
、
太
宰
の
媛
小
化
が
目

に
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
外
部
に
参
照
を
誘
う
書
き
方
は
、
出
版
記
念
会

の
当
事
者
で
あ
る
山
岸
へ
の
誠
意
の
根
拠
を
見
せ
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
読
み
を
も
立
ち
上
ら
せ
る
。
「
S
さ
ん
」
と
の
関
係

改
善
を
前
面
に
出
し
、
山
岸
の
気
性
を
慮
っ
て
名
前
を
匿
名
の
「
親

友
」
と
し
、
出
版
記
念
会
の
こ
と
は
さ
ら
り
と
記
す
こ
と
で
さ
り
げ

な
き
を
も
示
す
。
人
に
世
話
を
か
け
て
ば
か
り
い
た
者
が
人
の
世
話

を
や
く
こ
と
で
、
「
俗
物
」
の
批
判
に
抗
す
る
誠
意
を
見
せ
る
の
で
あ

e-m 

る
。
そ
れ
を
「
俗
化
の
仮
面
の
完
成
」
と
す
る
の
は
、
皮
肉
な
見
方

か
大
人
げ
な
い
見
方
か
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
こ
の
挿
話
は
、
山
岸
の
次
の
よ
う
な
態
度
と
比
べ
る
と
、

や
は
り
小
さ
く
ま
と
ま
り
す
ぎ
て
い
る
点
に
、
精
神
の
閥
達
さ
を
欠

く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
山
岸
は
、
会
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
太
宰

を
「
ほ
ん
と
に
出
来
た
人
間
」
だ
と
感
心
し
、
し
か
る
べ
き
人
に
は

*
日

礼
状
を
出
す
よ
う
に
と
は
が
き
に
言
い
添
え
た
太
宰
を
「
立
派
な

お

と

な

大
人
」
だ
と
書
く
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
岸
が
絹
介
で
面
白
い
の

は
、
「
し
か
し
、
ぼ
く
は
礼
状
は
だ
さ
な
か
っ
た
」
と
あ
っ
さ
り
と
書

く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
東
京
八
景
」
に
登
場
し
な
い
山
岸
外
史
は
、
見

え
な
い
と
こ
ろ
で
常
に
こ
の
作
品
を
緊
張
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
中
の
「
私
」
に
は
、
も
う
一
人
気
に
な
る
人
物
、
「
T
君
」
の
厳

父
が
い
た
。
戦
地
に
赴
く
「
T
君
」
に
「
安
心
し
て
行
っ
て
来
給
へ
」

と
大
声
で
激
励
す
る
と
、
「
ば
か
に
出
し
ゃ
ば
る
、
こ
い
つ
は
何
者
と

い
ふ
不
機
嫌
の
色
が
、
そ
の
厳
父
の
眼
っ
き
に
、
ち
ら
と
見
え
た
」
。

お
そ
ら
く
、
「
私
」
が
元
の
無
頼
漢
の
ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
T

君
」
の
父
の
存
在
な
ど
気
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、

戦
地
に
行
く
人
に
頼
も
し
げ
な
こ
と
を
言
う
家
父
長
制
の
擬
似
主
体

た
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
さ
さ
や
か
な
り
と
も
一
家
を
構
え
た

の
で
、
揺
る
ぎ
な
い
家
長
で
あ
る
「
T
君
」
の
父
の
視
線
を
付
度
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
私
」
は
「
T
君
」
の
父

の
思
い
を
は
じ
め
て
知
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ひ
い
て
は
「
故

郷
の
長
兄
」
を
知
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
新
た
に
H

知
る
H

こ
と
を
通
じ
て
、
「
私
」
は
第

一
の
回
想
部
分

を
、
回
想
と
し
て
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
回
想
は
、

現
在
か
ら
の
反
省
的
意
識
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
た
語
り
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
、
関
係
を
「
喪
失
」
し
て
き
た
人
々
の
視
線
を
「
私
」

が
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
、

作
中
作
「
東
京
八
景
」
を
「
誰
に
も
娼
ぴ
ず
に
書
き
た
か
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
思
い
が
、
「
東
京
八
景
」
を
書
く
太
宰
の
思
い
に

通
じ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
「
誰
に
も
娼
び
ず
に
書
」
く
こ

と
は
、
他
者
の
声
を
聞
き
入
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
人
の
思
い
を

織
り
込
み
な
が
ら
「
娼
ぴ
ず
に
書
」
く
こ
と
で
、
「
東
京
八
景
」
は
、

述
懐
で
は
な
く
手
の
込
ん
だ
小
説
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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増
上
寺
山
門
の
一
景
を
得
て
、
私
は
自
分
の
作
品
の
構
想
も
、

い
ま
や
十
分
に
弓
を
、
満
月
の
如
く
き
り
り
と
引
き
し
ぼ
っ
た

や
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
後
、
東
京
市
の
大
地
図
と
、

ペ
ン
、
イ
ン
ク
、
原
稿
用
紙
を
持
っ
て
、
い
さ
ん
で
伊
豆
に
旅

立
っ
た
。
伊
豆
の
温
泉
に
到
着
し
て
か
ら
は
、
ど
ん
な
事
に
な

っ
た
か
。
旅
立
っ
て
か
ら
、
も
う
十
日
も
経
つ
け
れ
ど
、
ま
だ
、

あ
の
温
泉
に
居
る
や
う
で
あ
る
。
何
を
し
て
ゐ
る
事
や
ら
。

作
品
の
末
尾
で
あ
る
。
語
り
の
位
相
が
一
人
称
か
ら
次
第
に
三
人

称
へ
変
容
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
作
品
全

体
は

一
人
称
で
統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
変
容
で
は
な
く
、

「
ま
だ
、
あ
の
温
泉
に
居
る
や
う
で
あ
る
。
何
を
し
て
ゐ
る
こ
と
や

ら
」
と
客
観
性
を
装
っ
て
と
ぼ
け
て
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の

一
人
称
独
自
体
の
内
容
に
、
「
俗
物
」
と
批
判
す
る
声
、
あ

る
い
は
山
岸
外
史
の
批
判
を
取
り
込
み
、
ま
た
「
T
君
」
の
父
の
視

線
、
そ
し
て
そ
の
延
長
上
に
「
故
郷
の
長
兄
」
を
組
み
込
ん
で
き
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
も
、
誰
か
別
の
声
を
混
入
さ
せ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
「
ぶ
る
ぶ
る
煮
え
た
ぎ
っ
て
落
ち
」
る
「
武
蔵
野
の

夕
陽
」
が
見
え
る
三
畳
間
で
、
「
こ
の
家

一
つ
は
何
と
か
し
て
守
っ
て

行
く
つ
も
り
だ
」
と
妻
に
言
っ
た
と
き
、
「
ふ
と
、
東
京
八
景
を
思
ひ

っ
」
き
、
伊
豆
の
南
の
山
村
ま
で
仕
事
の
た
め
に
来
た
の
で
あ
る
か

ら
、
「
私
」
が
装
っ
た
結
末
の
語
り
に
は
、
妻
の
気
持
ち
が
寵
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

事
実
に
お
い
て
は
、
出
発
前
の
約
束
ど
お
り
太
宰
か
ら
電
報
が
来

て
、
美
知
子
は
宿
泊
代
を
持
っ
て
湯
が
野
の
福
田
屋
ま
で
行
っ
た
と

こ
ろ
、
太
宰
は
仕
事
に
つ
い
て
は
「

一
言
も
」
口
に
し
な
か
っ
た
と

い
う
。
「
け
れ
ど
も
鈍
感
な
私
に
も
容
易
な
作
品
と
は
思
は
れ
ず
、
「
東

京
八
景
」
が
「
文
学
界
」
の
翌
年
の
正
月
号
に
載
り
ま
し
た
と
き
も
、

五
月
に
、
実
業
之
日
本
社
か
ら
同
名
の
単
行
本
と
し
て
出
ま
し
た
と

き
も
、
私
に
は
何
だ
か
お
そ
ろ
し
い
や
う
で
、
読
む
こ
と
が
出
来
ま

*
ロ

せ
ん
で
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。

で
は
、
作
中
作
で
あ
る
「
東
京
八
景
」
は
完
成
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
「
何
を
し
て
ゐ
る
事
や
ら
」
と
い
う
、
執
筆
前
の
意
気
込
み
に
比

べ
る
と
、
と
ぼ
け
た
翰
晦
と
し
か
思
え
な
い
余
裕
か
ら
す
れ
ば
、
作

品
は
完
成
し
た
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
何
を
し
て
い
る
の

か
と
い
う
疑
問
に
妻
の
声
を
忍
ば
せ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
藤
宏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

過
去
の
自
己
を
反
努
し
、
再
構
成
す
る
中
で
あ
ら
た
な
自
己

が
み
え
て
く
る
事
態
は
つ
い
に
お
こ
り
え
ぬ
わ
け
で
、
作
中
の

構
想
、
「
東
京
八
景
」
の
完
成
も
又
、
困
難
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
だ
。

確
か
に
、
「
戸
塚
の
梅
雨
。
本
郷
の
黄
昏
。
神
田
の
祭
礼
。
柏
木
の

初
雪
。
八
丁
堀
の
花
火
」
云
々
と
つ
づ
く
構
想
ど
お
り
に
作
品
が
完

成
し
た
か
と
い
う
と
全
く
不
明
で
、
こ
れ
ら
の
構
想
が
展
開
さ
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
「
困
難
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
」
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か
っ
た
と
い
う
想
像
の
方
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
、
安

藤
は
「
あ
ら
た
な
自
己
」
が
見
え
て
こ
な
い
点
を
「
困
難
」
な
理
由

と
し
て
い
る
が
、
過
去
を
「
再
構
成
」
す
る
こ
と
自
体
が
、
「
あ
ら
た

な
自
己
」
の
確
認
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
「
新
た
な
自
己
」
が
見
え
ぬ
理

由
を
安
藤
論
文
の
文
脈
に
求
め
る
と
、
「
過
去
が
関
係
性
の
喪
失
の
歴

史
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
」
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

過
去
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
他
者
の
思
い
を
混
入
さ
せ
て
回
想
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
「
あ
ら
た
な
自
己
」
の
生
成
で
あ

ろ
う
。
「
自
分
の
苦
悩
に
狂
ひ
す
ぎ
て
、
他
の
人
も
ま
た
精

一
ぱ
い
で

生
き
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
当
然
の
事
実
に
気
附
か
な
か
っ
た
」
と
い

う
第

一
の
回
想
は
、
後
に
他
者
の
思
い
を
混
入
さ
せ
る
こ
と
な
し
に

は
、
な
し
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

作
中
作
の
構
想
は
、
「
私
」
の
い
る
風
景
を
書
く
こ
と
で
、
そ
れ
は

過
去
の
実
感
的
な
風
景
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
「
私
」
が
そ
れ
を
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ち
ょ
う
ど
夢
を
目
覚
め
て
か
ら
思
い
起
こ
し

て
も
、
も
は
や
夢
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
柄

谷
行
人
は
、
島
尾
敏
雄
と
庄
野
潤
三
を
論
じ
た
評
論
で
、
「
夢
」
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
夢
と
呼

ん
で
い
る
の
は
す
べ
て
「
事
後
の
観
察
」
で
あ
る
。
夢
の
世
界
で
は

わ
れ
わ
れ
は
文
字
通
り
夢
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も

生
き
て
い
る
こ
と
と
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
に
何
の
誰
離
も
な
く
生
き

て
い
る
の
だ
」
と
。
「
東
京
八
景
」
の
構
想
の
端
緒
に
立
っ
た
「
私
」
も
、

「
東
京
八
景
」
の
内
部
を
生
き
た
こ
と
と
、
「
事
後
の
観
察
」
と
の
間

の
断
層
を
知
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
風
景
の
中
に
い
た
こ
と
は
あ
く

ま
で
リ
ア
ル
な
体
験
で
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
は
、
す
で
に
外
部
に
い

て
断
層
に
直
面
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
か
し
不
思
議
な
の
は
、

再
度
そ
れ
を
生
き
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
と
き
の
リ
ア
ル
な
感

覚
だ
け
は
生
ま
生
ま
し
く
残
っ
て
い
る
。
夢
の
中
か
ら
、
目
覚
め
た

後
に
持
ち
越
し
て
き
た
感
覚
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
あ
る
。
誠
実
に
書
こ

う
と
す
れ
ば
、
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
「
東
京
八
景
」
を
書
こ
う
と
し
た
感
覚
を
書
く
こ
と
が
「
東
京

八
景
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
鮮
や
か
な
記
憶
と
し
て
あ
る
二
景

を
、
思
い
出
す
行
為
を
含
め
て
書
き、

書
こ
う
と
す
る
意
図
で
脇
を

固
め
る
こ
と
で
、
や
っ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
ち
え
る
書
き
方
を
採
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
実
作
者
太
宰
治
が
、
「
異
常
な
い
き
ご
み
」

で
「
東
京
八
景
」
を
書
こ
う
と
し
、
妻
に
も
そ
れ
を
告
げ
、
そ
し
て

書
き
上
げ
た
作
品
「
東
京
八
景」

が
、
や
は
り
「
東
京
八
景
」
を
書

こ
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
内
容
と
す
る
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
じ

で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
作
中
人
物
「
私
」
が
書
い
た
「
東
京
八
景
」
は
、
「
東

京
八
景
」
を
書
こ
う
と
し
た
太
宰
の
作
品
「
東
京
八
景
」
と
ほ
ぼ
同

じ
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
「
何
を
し
て
ゐ
る
事
や
ら
」
と
い
う
と

ぼ
け
た
感
想
で
終
わ
る
、
そ
の
対
象
で
あ
り
主
体
で
あ
る
「
私
」
が

書
い
た
「
東
京
八
景
」
は
、

「伊
豆
の
南
、
温
泉
が
湧
き
出
て
ゐ
る
と
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い
ふ
だ
け
で
、
他
に
は
何
一
つ
と
る
と
こ
ろ
の
無
い
、
つ
ま
ら
ぬ
山

村
で
あ
る
よ
と
い
う
書
き
出
し
を
も
っ
太
宰
の
作
品
に
直
結
す
る
の

で
あ
る
。
「
何
を
し
て
ゐ
る
事
や
ら
」
と
語
ら
れ
・
語
る
対
象
と
主
体

が
溶
解
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
同

一
性
が
示
さ
れ
、
そ
し
て
永
遠
に
回
帰
し
つ
づ
け
る
構
造
に
導
か
れ

る
。
こ
れ
は
、
け
っ
し
て
作
者
の
悪
ふ
ざ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

リ
ア
リ
テ
ィ
の
置
き
場
所
が
、
風
景
や
出
来
事
そ
の
も
の
に
で
は
な

く
、
あ
り
あ
り
と
残
る
出
来
事
の
感
覚
を
も
ち
、
多
の
人
の
存
在
を

想
起
し
て
書
く
「
私
」
に
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

{注】
*

l

執

筆
時
期
に
つ
い
て
は
、
山
内
詳
史
「
解
題
」
(
第
十
次
「
太
宰

治
全
集
」
第
十

一
巻
、
筑
摩
書
房
、

m
-m
)に
よ
る
。

*

2

安

藤
宏
「
「
東
京
八
景
」
論
|
|
作
品
論
の
た
め
に
」
(
「
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
臼
・
6
)

*
3
山
下
真
史
「
「
東
京
八
景
」
論
」

(山
内
鮮
史
編
「
太
宰
治
研
究

7
』
和
泉
書
院
、
平
成
ロ
・
2
)

*

4

*

2
に
同
じ
。

*

5

山
岸
外
史
『
人
間
太
宰
治
」
(
筑
摩
書
房
、
昭
和
幻
・
山
、
引
用

は
ち
く
ま
文
庫
、
鈎
・
8
)。

*

6

本

書
、
書
簡
番
号
お
の
【
ノ
l
ト
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。

*
7
山
岸
外
史
は
「
東
京
八
景
」
の
書
評
「
太
宰
治
|
|
新
ハ
ム
レ

ッ
ト
及
び
東
京
八
景
」
(
「
文
学
界
」
昭
和
日
・
9
)
で
、
「
平
凡
な

形
式
だ
が
、
ー
ー
ま
た
柑
々
、
私
的
主
観
に
堕
し
て
ゐ
る
点
が
あ
る

や
う
だ
が
、
感
覚
は
素
直
で
あ
っ
た
。
/
(
中
略
)
こ
れ
は
、
と

ま
れ
、
失
敗
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
評
し
て
い
る
。

*
8
こ
の
は
が
き
の
所
在
は
不
明
。「
太
宰
治
全
集
」
第
十
二
巻
(
筑

摩
書
房
、

ω
・
4
)
に
よ
る
。

*
9
山
下
真
史
に
「
風
景
描
写
が
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
う
指
摘
が

あ
る

(*
3
に
同
じ
)。

*
日
山
田
晃

「
太
宰
治

・
作
品
事
典

東

京

八
景
」
(
「
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
」
昭
和

ω
・
ロ
)

*
日
昭
和
十
五
年
四
月
十
五
日
付
け
山
岸
外
史
宛
は
が
き
(
書
簡
番

号
必
)
。

*

ロ

井

伏
鱒
二
「
解
説
」
(
「
太
宰
治
集
」
新
潮
社
、
昭
和
M
-
m
)

に
引
用
さ
れ
た
美
知
子
夫
人
の
手
記
。

*
日
*
2
に
同
じ
。
山
下
真
史
も
「
〈
東
京
八
景
〉
と
い
う
小
説
が
書

け
な
い
小
説
」
だ
と
言
う

(*

3
)。

*

凶

柄

谷
行
人
「
夢
の
世
界
|

|
島
尾
敏
雄
と
庄
野
潤
三
」
(
「
意
味

と
い
う
病
」
河
出
書
房
新
社
、
百
・
2
、
引
用
は
講
談
社
文
芸
文

庫
、
的

-m)。
「
事
後
の
観
察
」
は
小
林
秀
雄
「
ペ
ス
ト
」
か
ら

の
引
用
。

*
日
*
ロ
に
同
じ
。

196 


