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１　

未
明
の
出
発
期
を
ど
う
と
ら
え
る
か

　

小
川
未
明
の
作
家
出
発
期
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
に
想
起
さ
れ
る
最
も
有

名
な
言
い
回
し
は
、
三
十
三
篇
の
小
品
を
収
録
し
た
未
明
の
最
初
の
単
行
本

で
あ
る
第
一
創
作
集
『
愁
人
』（
一
九
〇
七
・
六
・
二
五
、
隆
文
館
）
の
巻
頭
の
、

坪
内
逍
遙
の
「
序
」（
同
・
五
稿
）
の
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

　

思
ふ
に
此
作
家
の
造
詣
は
果
し
て
如
何
ば
か
り
に
及
ぶ
べ
き
か
、
今

は
も
と
よ
り
知
り
が
た
し
と
雖
も
、
其
の
作
ら
れ
た
る
人

0

0

0

0

0

0

に
あ
ら
ず
し

て
生
れ
た
る
人
た
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
争
ふ
べ
か
ら
ず
。�

（
傍
点
原
文
）

　

よ
く
知
ら
れ
た
「
生
れ
た
る
人
」
と
い
う
有
名
な
評
言
の
出
典
だ
が
、
そ

れ
は
知
己
の
言
と
言
う
よ
り
、
い
わ
く
言
い
難
い
新
進
作
家
に
出
会
っ
た
逍

遙
の
、
ど
う
評
し
た
ら
よ
い
か
探
る
よ
う
な
心
情
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
早
稲
田
に
学
び
な
が
ら
も
、「
諸
講
師

の
口
頭
よ
り
果
し
て
幾
ば
く
の
獲
る
所
か
あ
り
し
」
と
や
や
否
定
的
に
記

し
、
次
の
よ
う
な
や
や
苦
し
い
が
、
正
に
こ
れ
が
未
明
に
他
な
ら
な
い
と
い

う
評
言
は
、
生
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

十
九
世
紀
の
初
め
に
出
で
し
独
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ト
な
ど
に
類
似
せ

る
性
癖
も
あ
れ
ば
、
フ
ァ
ン
・
ド
・
シ
エ
ー
ク
ル
の
青
年
文
士
さ
な
が

ら
な
る
特
質
も
あ
り
、
期
せ
ず
し
て
今
の
所
謂
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
流

れ
に
通
ず
る
脈
も
あ
れ
ば
、
お
伽
話
め
く
空
想
も
混
ぜ
ざ
る
に
あ
ら

ず
。
し
か
も
こ
れ
ら
諸
要
素
は
、
何
れ
も
皆
理
論
又
は
粉
本
な
ど
に
縋

り
て
取
入
れ
た
る
に
あ
ら
ざ
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
多
少
の
矛
盾
0

0

も
あ

り
、
不
調
和

0

0

0

も
あ
り
て
読
過
の
際
何
と
な
く
未
成
0

0

品
ら
し
く
感
ぜ
ら

る
ゝ
所
あ
る
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。
さ
て
措
辞
に
至
り
て
は
、
修
辞
の
正
準

よ
り
す
れ
ば
、
格
に
入
ら
ざ
る
も
の
も
と
よ
り
多
し
、
さ
れ
ど
そ
こ
に

此
作
家
の
特
長
は
あ
る
な
り
。�

（
傍
点
中
島
）

　

ロ
マ
ン
主
義
・
自
然
主
義
・
世
紀
末
・
幻
想
空
間
─
─
そ
れ
ら
の
も
の
が
、

正
に
渦
巻
い
て
い
る
の
が
小
川
未
明
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

が
、「
矛
盾
」「
不
調
和
」「
未
成
」
と
い
う
形
で
、
無
造
作
に
置
か
れ
て
い
る
。

あ
る
方
向
性
が
、
他
の
も
の
と
の
緊
張
関
係
で
生
ま
れ
、
言
わ
ば
相
対
的
に

存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
歴
史
的
に
時
間
の
経
過
の
中
で
成
長
・

分
化
す
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
絶
え
ず
、
そ
れ
が
次
に
ど
う
な
る
の
か
が

　

作
家
出
発
期
の
小
川
未
明

─
─�

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
の
関
わ
り
か
ら�

─
─
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う
か
が
え
な
い
よ
う
な
、
一
つ
の
カ
オ
ス
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
。
そ
の
意

味
で
は
、
後
の
童
話
作
家
へ
の
転
身
な
ど
は
、
カ
オ
ス
の
収
縮
が
も
た
ら
し

た
も
の
に
違
い
な
い
。

　

小
川
未
明
が
早
稲
田
大
学
英
文
科
を
卒
業
し
た
の
は
、
一
九
〇
五
年
（
明

治
三
八
）
七
月
の
事
で
あ
る
。
初
期
作
品
と
し
て
、
卒
業
前
に
は
、
逍
遙
の

紹
介
で
発
表
し
た
『
漂
浪
児
』（
一
九
〇
四
・
九
・
一
「
新
小
説
」）
や
『
霰
に
霙
』

（
一
九
〇
五
・
三
・
一
「
同
」）
が
あ
り
、
卒
業
直
後
に
は
逍
遙
の
肝
煎
り
で
雑

誌
「
早
稲
田
学
報
」
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
り
、『
紅
雲
郷
』（
同
一
一
・
一

～
一
九
〇
六
・
一
・
一
「
早
稲
田
学
報
」）
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
単
行

本
『
愁
人
』
を
刊
行
す
る
ま
で
は
、
二
年
も
無
い
。
そ
の
間
、
五
十
篇
近
い

作
品
が
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
小
品
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、

じ
っ
く
り
と
原
稿
用
紙
に
向
か
っ
た
様
子
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
実

は
、『
愁
人
』
と
題
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
名
の
作
品
は
無
く
、
未

明
は
作
品
を
ま
と
め
た
折
に
、
全
体
の
情
感
を
示
す
二
文
字
と
し
て
、
こ
の

「
愁
」
と
「
人
」
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。「
過
去
の
筆
致
、
着
想
共
に
自
分

の
気
に
入
ら
ん
」
と
は
、
未
明
自
身
の
「
自
序
」（
一
九
〇
七
・
六
稿
）
の
一

節
だ
が
、『
漂
浪
児
』『
霰
に
霙
』『
紅
雲
郷
』
と
い
う
自
信
作
は
、
四
十
四

篇
の
作
品
を
収
録
し
た
第
二
創
作
集
『
緑
髪
』（
同
一
二
・
二
五
、
隆
文
館
）

に
残
し
て
い
る
の
で
あ
る１
。

　
『
愁
人
』
に
は
、
ま
ず
自
分
の
中
の
混
沌
を
、
そ
の
ま
ま
外
に
押
し
出
そ

う
と
し
た
感
が
あ
る
。「
自
然
や
、
人
生
に
対
す
る
考
は
自
分
の
境
遇
が
異

る
に
つ
れ
て
変
つ
て
行
く
。（
中
略
）
け
れ
ど
、
自
分
は
何
時
ま
で
も
子
供

で
あ
り
た
い
。
た
と
へ
子
供
で
ゐ
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
、
子
供
の
や
う

に
美
し
い
感
情
と
、
若
や
か
な
空
想
と
を
い
つ
ま
で
も
持
つ
て
ゐ
た
い
」
と

い
う
『
緑
髪
』
の
「
自
序
」（
一
九
〇
七
・
一
二
稿
）
に
は
、
数
年
が
か
り
で

一
つ
の
方
向
性
が
や
っ
と
見
え
て
来
た
未
明
の
思
い
が
、
反
映
さ
れ
て
い
な

い
か
。
大
学
卒
業
前
後
の
数
年
は
、
未
明
に
と
っ
て
、
大
切
な
模
索
の
時
期

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
背
景
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
数
年
が
日
本
の
近
代
文
学

の
流
れ
に
お
い
て
も
変
化
の
多
い
、
そ
れ
ゆ
え
意
味
深
い
時
期
で
あ
っ
た
と

い
う
事
実
を
振
り
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
明
の
身
近
か
で
は
、
坪
内

逍
遙
以
外
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
し
て
、
第
二
次
「
早
稲
田
文
学
」
創

刊
（
一
九
〇
六
・
一
）
の
準
備
を
し
て
い
た
島
村
抱
月
の
存
在
が
、
大
き
か
っ

た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
早
稲
田
学
報
」
に
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
未

明
が
、
同
誌
に
作
品
以
外
に
時
評
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
注
意
さ

れ
て
い
い
だ
ろ
う２
。
降
り
か
か
る
様
々
な
文
学
的
事
象
に
対
し
、
ど
う
未
明

が
自
分
の
姿
勢
を
作
っ
て
行
っ
た
か
が
、
よ
く
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。

２　

一
九
〇
六
年
の
未
明
の
時
評
か
ら

　

未
明
の
時
評
は
、
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
一
月
か
ら
「
早
稲
田
学
報
」

に
現
わ
れ
る
。「
新
曲
か
ぐ
や
姫
を
読
ん
で
所
感
を
記
す
」（
一
九
〇
六
・
一
・

一
）
に
引
き
続
き
、
二
月
号
（
同
二
・
一
）
に
、
小
品
『
盲め
し
ひ目
』
と
同
時
に
、

時
評
と
し
て
、「
青
春
過
ぎ
ん
と
す
」「
似
而
非
批
評
家
」「
片
々
録
」
の
三

篇
を
発
表
し
て
い
る
の
に
眼
を
注
ご
う
。「
青
春
過
ぎ
ん
と
す
」
は
、「
紅
顔

の
青
年
！　

緑
髪
の
少
女
！
」
と
い
う
呼
び
掛
け
か
ら
始
ま
る
。
未
明
に

と
っ
て
、「
緑
髪
」
は
青
春
の
表
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
創
作
集
『
緑

髪
』
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
醸
成
さ
れ
て
い
た
ろ
う
。

し
か
し
、
現
実
は
、
そ
う
し
た
若
々
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
損
な
わ
れ
て
い
な
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い
か
。「
人
間
は
人
間
と
し
て
の
天
然
の
感
情
を
自
由
に
発
露
す
る
権
利
を

有
し
て
ゐ
る
」
と
す
る
二
十
四
歳
の
未
明
は
、
珍
し
く
「
形
式
的
教
育
」
を

排
し
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

現
代
の
教
育
に
は
人
生
自
然
の
本
能
を
絶
対
的
に
抑
圧
せ
ん
と
す
る

弊
が
あ
る
。
何
故
に
人
間
を
人
間
ら
し
く
、
発
達
せ
し
め
ん
の
だ
！　

人
間
天
性
の
自
然
の
本
能
を
障
害
す
る
や
う
な
権
利
が
何
処
に
あ
る
。

　

今
日
の
「
形
式
的
教
育
」
で
は
何
も
育
た
な
い
と
考
え
る
未
明
は
、
更
に

「
似
而
非
批
評
家
」
の
中
で
は
、
そ
れ
は
「
批
評
家
」
の
責
任
で
も
あ
る
、

と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
片
々
録
」
は
、
わ
ず
か
一
ペ
ー
ジ
だ
が
、
文
字
通
り
そ

の
年
の
文
芸
雑
誌
一
月
号
の
諸
文
に
対
す
る
批
評
と
な
っ
て
い
る
。
触
れ
ら

れ
て
い
る
の
は
、「
早
稲
田
文
学
」
で
は
、
抱
月
「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」
と

逍
遙
「
百
合
若
伝
説
の
本
源
」、「
新
小
説
」
で
は
、
泉
鏡
花
『
海
異
記
』
と

柳
川
春
葉
『
文
の
使
』、
更
に
名
前
だ
け
だ
が
児
玉
花
外
の
詩
集
『
ゆ
く
雲
』

（
同
一
・
一
、
隆
文
館
）
が
登
場
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
現
象
を
前
に
、
自

己
の
位
置
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
抱
月
の
長
大
な
評

論
に
つ
い
て
は
、「
智
識
と
い
ふ
冷
や
か
な
手
に
囚
は
れ
て
、
悶
え
て
ゐ
る

文
芸
」
と
ま
と
め
、「
今
や
堕
落
に
傾
き
つ
ゝ
あ
る
文
芸
は
、
将
に
行
路
を

一
転
し
て
新
し
い
、
温
か
な
、
ひ
ろ
〴
〵
と
し
た
感
情
の
大
海
原
に
浮
か
び

出
で
、
自
由
に
、
光
明
を
慕
ふ
必
要
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
分
る
」
と
論
じ
、

逍
遙
の
研
究
に
つ
い
て
は
日
本
の
伝
統
文
学
の
「
詩
的
趣
味
」
を
明
ら
か
に

す
る
。
興
味
深
い
の
は
、
鏡
花
作
品
に
対
す
る
批
判
で
、
鏡
花
作
品
は
、「
二

十
世
紀
に
出
る
や
う
な
、
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
の
、
或
意
味
に
於
て
の
シ
ン
ボ
リ

ツ
ク
の
性
質
を
具
備
し
て
ゐ
な
い
」
と
喝
破
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ロ
マ
ン

主
義
・
自
然
主
義
・
世
紀
末
・
幻
想
空
間
な
ど
、
様
々
な
未
明
周
辺
の
複
雑

な
動
き
を
見
据
え
な
が
ら
、
ど
れ
に
も
の
め
り
込
ま
な
い
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が

感
じ
ら
れ
よ
う
。

　

そ
の
延
長
で
、
わ
た
く
し
が
注
目
す
る
の
は
、
も
う
一
つ
の
「
片
々
録
」

と
題
さ
れ
た
時
評
（
同
六
・
一
、
執
筆
は
五
・
一
八
、
山
田
キ
チ
と
の
結
婚
二
日
前
）

の
存
在
で
あ
る
。
中
島
孤
島
の
小
説
『
新
気
運
』（
同
五
・
一
「
早
稲
田
文
学
」）

に
触
れ
た
後
、
折
か
ら
刊
行
さ
れ
た
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
・
西
村
酔
夢
訳
『
神

秘
論
』（
一
九
〇
六
・
四
・
一
五
、
岡
村
書
店
・
福
岡
書
店
・
自
祐
社
）
を
め
ぐ
っ
て
、

あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
論
評
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
神
秘
」
の

語
は
、
こ
の
時
期
の
未
明
と
も
関
連
し
、
未
明
が
ど
う
発
言
し
て
い
る
か
が
、

注
目
さ
れ
る
わ
け
だ
。『
神
秘
論
』
と
い
う
気
に
な
る
表
題
が
付
け
ら
れ
た

こ
の
本
は
、
訳
者
西
村
酔
夢
（
真
次
、
未
明
よ
り
三
歳
年
長
、
ハ
ー
ン
の
授
業
も

聴
講
）
が
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
評
論
集
の
英
訳
版T

he T
reasure of the 

H
um

ble

（A
lfred�Sutro

訳
、George�A

llen�&
�U

nw
in

）
に
接
し
、「
読
み
も

て
ゆ
く
中
、
不
思
議
な
る
神
秘
の
力
に
打
た
れ
て
、
恍
惚
た
る
折
節
訳
し
置

き
た
る
も
の
あ
り
け
れ
ば
、
そ
を
輯
め
て
一
巻
と
な
し
」（
緒
言
）、
全
十
篇

の
う
ち
六
篇
を
選
ん
で
翻
訳
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る３
。

　

こ
の
時
期
は
、「
早
稲
田
文
学
」
で
も
、
長
谷
川
天
渓
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン

ク
の
神
秘
道
徳
論
を
読
む
」（
一
九
〇
六
・
四
・
一
）
が
掲
げ
ら
れ
、
彼
の
神

秘
性
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
前
年
書
か
れ
た
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
評
論
の
英

訳
「O

f�O
ur�A

nxious�M
orality

」（「T
he�Fortnightly�Review

」�906.�

）

を
読
ん
だ
天
渓
が
、
そ
れ
を
紹
介
し
た
評
論
で
あ
る４
。
十
六
ペ
ー
ジ
の
比
較

的
長
い
評
論
だ
が
、
ど
う
や
ら
天
渓
は
、「
文
章
を
読
む
た
め
に
甚
だ
し
く

多
く
の
労
力
を
要
し
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
読
解
に
難
儀
し
た
よ
う
で
、
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必
ず
し
も
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
に
全
面
的
に
傾
倒
し
て
の
紹
介
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
時
期
の
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
受
容
に
は
、
こ
う
し
た
側
面
が
顕
著

で
あ
る
。
何
か
興
味
深
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
も
、
そ
れ

を
充
分
こ
な
し
た
上
で
影
響
を
受
け
る
と
い
う
の
で
は
、
決
し
て
な
い
の
で

あ
る
。

　

実
は
、
西
村
酔
夢
に
も
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
未
明
は
、

『
神
秘
論
』
を
ひ
も
と
き
、「
定
め
し
此
の
『
神
秘
論
』
は
面
白
か
ら
う
と
読

ん
で
見
た
。
併
し
其
の
意
味
の
分
ら
な
い
所
が
多
い
。
そ
れ
は
独
り
学
説
の

高
尚
で
、
意
味
の
深
遠
な
為
め
ば
か
り
で
な
か
ら
う
。
一
は
訳
者
の
注
意
が

未
だ
十
分
に
至
ら
な
か
つ
た
と
思
ふ
」
と
批
判
す
る
。
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の

観
念
が
、
日
本
の
芸
術
状
況
に
入
っ
て
来
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
素
地
が
弱

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
わ
た
く
し
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、
わ
ず

か
三
十
行
ほ
ど
の
批
評
だ
が
、
い
か
に
も
未
明
ら
し
い
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク

と
の
距
離
の
測
定
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
未
明
の
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
受

容
の
資
料
な
の
で
、
少
し
長
め
に
紹
介
し
て
お
く
。

　

自
分
は
嘗
て
此
の
神
秘
派
の
詩
人
の
『
ア
ル
ガ
バ
イ
ン
エ
ン
ド
、
シ

エ
レ
ス
テ
イ
ー
』
と
云
ふ
劇
を
英
訳
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
其
時
自

分
の
感
じ
た
の
は
恐
怖
と
寂
し
み
で
あ
つ
た
。
壊
れ
た
塔
が
暗
い
嵐
の

吹
く
海
辺
の
空
に
聳
え
て
ゐ
て
、
其
処
へ
無
邪
気
な
、
可
憐
な
、
不
仕

合
せ
な
年
若
い
夫
人
が
大
き
な
鍵
（
寂
然
と
し
て
、
暗
い
ラ
ン
プ
の
光

の
滅
入
る
板
敷
の
上
に
コ
ト
ン
と
、
音
し
て
落
ち
た
こ
と
の
あ
る
）
を

持
つ
て
、
乱
れ
た
黒
髪
を
嵐
に
吹
か
せ
て
、
恋
の
標
章
の
や
う
な
少
女

の
手
を
取
つ
て
上
つ
て
行
く
処
な
ど
は
寂
し
い
と
い
ふ
よ
り
寧
ろ
怖
し

い
。
海
は
荒
れ
て
種
々
な
鳥
が
廃
塔
の
周
囲
に
飛
廻
つ
て
叫
ぶ
な
ど
は

読
ん
で
ゐ
て
も
慄
と
す
る
や
う
。
し
か
し
何
処
と
な
く
其
の
女
の
面
影

が
慕
は
し
い
。
温
味
が
あ
る
。
慰
藉
が
あ
る
。
而
し
て
久
遠
の
恋
と
云

ふ
や
う
な
神
秘
の
感
想
に
う
た
れ
た
。
是
れ
が
此
詩
人
の
特
色
で
あ
ら

う
。
怖
し
い
と
云
つ
て
、
ア
ラ
ン
ポ
ー
の
や
う
な
刺
激
的
の
居
堪
ら
ん

や
う
な
怖
し
さ
で
な
い
。
寂
し
い
と
い
つ
て
、
ラ
フ
カ
デ
イ
オ
、
ハ
ー

ン
の
や
う
な
た
ゞ
純
粋
の
寂
味
で
な
い
。
同
じ
哲
学
的
の
、
瞑
想
的
の

寂
味
で
あ
つ
て
も
、
何
処
か
懐
疑
の
暗
が
実
在
し
て
ゐ
て
た
と
へ
ば
智

識
の
光
り
が
灰
色
の
空
間
に
差
込
ん
で
、
ぼ
つ
と
し
て
明
る
く
も
暗
く

も
な
い
、
一
種
神
秘
の
領
土
の
横
は
る
が
や
う
に
思
は
れ
る
。
彼
が
イ

ツ
セ
ー
と
し
て
の
議
論
も
、
や
は
り
此
様
な
処
が
あ
る
。

　

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
のA

glavaine et Selysette

の
英
訳
の
読
書
体
験
が

語
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
人
間
関
係
の
ド
ラ
マ

0

0

0

で
は
無
く
、

舞
台
の
一
シ
ー
ン
の
イ
メ
ー
ジ

0

0

0

0

や
情
感
0

0

で
あ
る
。
劇
中
の
人
物
名
は
全
く
無

く
、
固
有
名
詞
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
排
さ
れ
、「
恐
怖
」「
寂
し
み
」「
神
秘
」

と
つ
な
が
る
形
象
に
の
み
、
未
明
の
関
心
は
向
け
ら
れ
る
。「
其
の
女
の
面

影
」
こ
そ
、
重
要
な
の
だ
。
そ
う
し
た
点
は
、
初
期
の
未
明
作
品
の
ト
ー
ン

に
つ
な
が
り
、
そ
の
多
く
が
、
固
有
名
詞
を
排
し
た
「
小
品
」
の
か
た
ち
を

と
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
そ
う５
。

　
「Silence

」
の
中
で
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
英
訳

の
一
節
を
引
く
。

・It�is�a�thing�that�know
s�no�lim

it,�and�before�it�all�m
en�are�

equal;and�the�silence�of�king�or�slave,�in�presence�of�death,�
or�grief,�or�love,�reveals�the�sam

e�features,�hides�beneath�
its�im

penetrable�m
antle�the�self-sam

e�treasure.�For�this�is�
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the�essential�silence�of�our�soul,�our�m
ost�inviolable�sanctu-

ary,�and�its�secret�can�never�be�lost;......
・N

o�sooner�are�the�lips�still�than�the�soul�aw
akes,�and�sets�

forth�on�its�labours;�for�silence�is�an�elem
ent�that�is�full�of�

surprise,�danger�and�happiness,�and�in�these�the�soul�pos-
sesses�itself�in�freedom

.

　
「soul

」
と
「silence
」
を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
だ
が
、
未
明
は
そ
れ
を
観0

念0

の
次
元
で
受
け
止
め
よ
う
と
は
し
な
い
。未
明
は
、次
の
よ
う
に
、イ
メ
ー

0

0

0

ジ
化
0

0

す
る
の
で
あ
る
。
未
明
の
創
作
の
秘
密
が
う
か
が
え
る
よ
う
な
、
見
事

な
説
明
で
あ
る
。

　

自
分
は
『
沈
黙
』
の
概
念
を
人
格
化
し
た
な
ら
ば
、
何
で
も
寂
し
い

大
き
な
寺
の
広
い
座
敷
に
た
つ
た
独
り
年
間
の
尼
が
、
白
い
綿
帽
子
を

被
つ
て
、
黙
々
で
西
方
向
に
坐
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
。
メ
イ
テ
ル
リ

ン
ク
の
『
沈
黙
』
は
其
の
尼
さ
ん
が
学
者
で
あ
つ
て
時
に
は
哲
学
上
の

議
論
も
し
兼
ま
じ
き
凄
味
を
有
し
て
ゐ
る
。

　

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
神
秘
論
』
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
試
み
た
が
、
大
切

な
の
は
そ
う
し
た
関
心
が
、
こ
の
時
期
の
特
色
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
島
崎
藤
村
『
破
戒
』（
一
九
〇
六
・
三
・
二
五
、
自
費
出
版
）
が

評
判
に
な
っ
て
い
た
頃
、
こ
う
し
た
「
神
秘
」
を
め
ぐ
る
言
説
が
、
静
か
に

多
く
の
文
学
者
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
や

や
遅
れ
た
時
期
の
証
言
と
し
て
、
北
原
白
秋
の
最
初
の
散
文
作
品
「
印
象
日

録
」（
一
九
〇
八
・
一
〇
・
一
五
「
文
庫
」）
の
そ
の
年
の
九
月
七
日
の
項
に
、

「“T
he�T

reasure�of�the�H
unble ”�M

aeterlinck

丸
善
よ
り
着
す
」
の
一

行
が
存
在
す
る
事
に
注
目
し
て
き
た
。
白
秋
が
ど
う
し
て
こ
の
英
訳
を
手
に

入
れ
よ
う
と
し
た
か
は
、
ま
だ
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
印
象
日
録
」

に
示
さ
れ
た
時
期
は
、
白
秋
に
と
っ
て
も
転
換
期
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
多
く
の
若
い
文
学
者
に
と
っ
て
緊
張
に
満
ち
た
時
期
に
、
ど
う
メ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
の
評
論
が
受
容
さ
れ
た
か
を
確
か
め
る
の
は
、
興
味
深
い
作
業

で
あ
ろ
う
。

３　

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
の
出
会
い

　

一
九
〇
六
年
の
「
早
稲
田
学
報
」
で
の
未
明
の
執
筆
活
動
の
一
端
を
辿
っ

て
来
た
が
、
実
は
こ
の
年
の
「
早
稲
田
学
報
」
所
載
文
章
に
は
、
創
作
と
時

評
の
他
に
、
も
う
一
つ
の
大
事
な
文
業
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
で
も
な
い
、

未
明
が
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
に
早
稲
田
の
教
室
で
聴
講
し
た
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
に
つ
い
て
の
連
作
評
論
で
あ
る
。
未
明
は
、

「
小
泉
八
雲
」
で
は
な
く
、「
ハ
ー
ン
」「
ハ
ー
ン
先
生
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、

以
下
「
ハ
ー
ン
」
と
呼
び
た
い
。

　

東
京
帝
国
大
学
を
退
任
し
て
い
た
ハ
ー
ン
が
、
早
稲
田
大
学
の
教
壇
に
立

つ
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
や
、
最
初
の
授
業
が
一
九
〇
四
年
三
月
九
日
で
、
夏

期
休
暇
後
の
九
月
二
十
六
日
の
心
臓
病
に
よ
る
急
死
ま
で
の
実
質
三
十
三
日

間
の
出
講
だ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
資
料
を
博
捜
し
た
関
田
か
を
る

『
小
泉
八
雲
と
早
稲
田
大
学
』（
一
九
九
九
・
五
・
二
〇
、
恒
文
社
）
に
詳
し
い
。

平
川
祐
弘
監
修
『
小
泉
八
雲
事
典
』（
二
〇
〇
〇
・
一
二
・
三
〇
、
恒
文
社
）
に
は
、

「
早
稲
田
大
学
」「
教
え
子
」
な
ど
の
項
目
も
あ
り
、
早
稲
田
時
代
ハ
ー
ン
の

授
業
を
受
け
た
学
生
の
概
略
が
知
れ
る
。
早
稲
田
の
学
生
へ
の
影
響
は
多
く

の
文
献
に
よ
っ
て
知
れ
る
が
、
講
義
の
内
容
以
上
に
、
そ
の
風
貌
や
声
が
若

者
に
強
い
印
象
を
与
え
た
よ
う
に
思
う６
。



〔　　〕6

　

小
川
未
明
に
お
い
て
は
、
ど
う
か
。
未
明
の
残
し
た
ハ
ー
ン
の
思
い
出
の

中
で
、
中
身
が
あ
る
も
の
の
一
つ
が
、「
上
京
当
時
の
回
想
─
附
・
処
女
作

の
こ
と
ど
も
」（
一
九
一
四
・
五
・
一
「
文
章
世
界
」）
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
授

業
を
聞
い
て
か
ら
十
年
程
後
の
回
想
な
の
で
、
幾
分
相
対
化
が
さ
れ
て
い
よ

う
が
、「
ハ
ー
ン
氏
の
書
物
の
中
で
、
最
初
に
読
ん
だ
の
は
『
怪
談
』
で
あ

つ
た
。
こ
の
一
冊
は
氏
の
総
て
の
著
作
を
私
に
求
め
さ
し
た
程
、
魅
力
が
あ

つ
た
」
と
書
き
出
さ
れ
た
回
想
は
、
貴
重
で
あ
る
。「
講
義
は
総
て
英
語
だ

つ
た
か
ら
私
に
は
よ
く
分
ら
な
い
処
が
多
か
つ
た
」
と
も
言
う
が
、
未
明
は

次
第
に
ハ
ー
ン
の
授
業
を
聞
く
自
分
な
り
の
ス
タ
イ
ル
を
見
つ
け
る
。

　

私
は
ロ
ー
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
十
八
世
紀
の
末
葉
か
ら
十
九
世
紀
に
か

け
て
の
運
動
に
就
て
、
ハ
ー
ン
氏
が
講
義
さ
れ
た
こ
の
時
間
に
は
努
め

て
出
る
よ
う
に
し
て
ゐ
た
。
矢
張
よ
く
分
ら
な
か
つ
た
が
、
よ
く
聴
い

て
ゐ
る
う
ち
に
だ
ん
〳
〵
分
つ
て
来
た
。
そ
し
て
み
ん
な
他
の
学
生
は

ハ
ー
ン
氏
の
講
義
を
忠
実
に
せ
つ
せ
と
筆
記
す
る
の
で
、
私
も
初
め
の

う
ち
は
そ
れ
を
や
つ
て
見
た
が
、
下
宿
へ
帰
つ
て
出
し
て
見
る
と
、
そ

の
筆
記
は
間
違
ひ
だ
ら
け
の
や
う
な
気
が
し
て
、
こ
ん
な
位
な
ら
ば
筆

記
せ
ず
に
、
唯
ぢ
つ
と
聴
い
て
ゐ
た
方
が
い
ゝ
だ
ら
う
と
思
つ
て
、
そ

れ
切
り
筆
記
し
な
く
な
つ
た
。

　

未
明
ら
し
い
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
ン
の
死
後
、
未
明
は
大
学
の

卒
業
論
文
と
し
て
、
逍
遙
の
指
導
の
も
と
、「
ハ
ー
ン
氏
に
就
て
の
感
想
」

を
書
く
こ
と
に
な
る
。「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
を
論
ず
」
と
い
う
題
で

知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
（
現
物
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
）。
未
明
の

書
い
た
作
品
が
膨
大
で
、
初
期
に
つ
い
て
の
探
索
が
充
分
で
な
か
っ
た
時
期

に
、「
早
稲
田
学
報
」
に
未
明
が
ハ
ー
ン
論
を
連
載
し
て
い
る
の
を
初
め
て

確
認
、
そ
れ
が
卒
業
論
文
と
関
係
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
指
摘
を
し
た
の

が
、
田
中
栄
一
「
小
川
未
明
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
─
「
不
可
知
」
の

意
味
の
受
容
に
つ
い
て
─
」（
新
潟
県
郷
土
作
家
叢
書
３
『
小
川
未
明
』、
一
九
七

七
・
一
〇
・
二
〇
、
野
島
出
版
）
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
年
の
間
だ
が
、
も
う
一
度
、

未
明
の
「
早
稲
田
学
報
」
掲
載
の
文
章
を
ま
と
め
て
お
く７
。
創
作
・
時
評
と

ハ
ー
ン
論
が
、
ど
う
絡
ま
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
よ
う
（
＊
印
が
、
ハ
ー
ン
に

つ
い
て
の
論
考
）。

一
二
五
号
（
一
九
〇
五
・
一
一
・
一
）

　
『
紅
雲
郷
』（
創
作
）

一
二
六
号
（
同
一
二
・
一
）

　
『
紅
雲
郷
』
続
き

一
二
八
号
（
一
九
〇
六
・
一
・
一
）

　
『
紅
雲
郷
』
続
き

　
「
新
曲
か
ぐ
や
姫
を
読
ん
で
所
感
を
記
す
」（
評
論
）

一
二
九
号
（
同
二
・
一
）

　
『
盲め
し
ひ目
』（
小
品
）

　
「
青
春
過
ぎ
ん
と
す
」「
似
而
非
批
評
家
」「
片
々
録
」（
感
想
・
時
評
）

一
三
〇
号
（
三
・
一
）

　
「
坐
ろ
に
ハ
ー
ン
氏
を
憶
ふ
」
＊

　
「
片
々
録
」

　
『
稚
児
ケ
淵
』（
小
品
）

一
三
一
号
（
四
・
一
）

　
「
思
想
家
と
し
て
の
ハ
ー
ン
氏
」
＊

　
『
漂
浪
者
の
群
』（
小
品
）
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「
緋
桃
録
」（
感
想
）

一
三
二
号
（
五
・
一
）

　
「
思
想
家
と
し
て
の
ハ
ー
ン
氏
（
再
び
）」（
上
の
部
分
）
＊

一
三
三
号
（
六
・
一
）

　
「
思
想
家
と
し
て
の
ハ
ー
ン
氏
」（
中
の
部
分
）
＊

　
「
片
々
録
」

一
三
四
号
（
七
・
一
）

　
「
思
想
家
と
し
て
の
ハ
ー
ン
氏
」（
下
の
部
分
）
＊

　
「
偶
感
」（
感
想
）

一
三
五
号
（
八
・
一
）

　
「
ハ
ー
ン
氏
と
米
の
短
篇
作
名
家
」
＊

　
「
ハ
ー
ン
氏
の
描
け
る
女
性
」
＊

　
「
げ
に
文
致
は
人
な
り
け
り
」
＊

　
「
ハ
ー
ン
氏
と
時
代
思
潮
」
＊

　
「
銷
夏
随
筆
」（
感
想
）

一
三
六
号
（
九
・
一
）

　
「
ハ
ー
ン
氏
と
時
代
思
潮
」（
下
の
部
分
）
＊

　
『
変
調
子
』（
小
品
）

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
の
年
の
ハ
ー
ン
論
連
作
は
、
ま
と
ま
る
と
か
な
り

大
部
の
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
歿
後
の
も
の
と
し
て
、
改
め
て
記
憶
さ
れ
る

内
容
を
持
っ
て
い
よ
う
。
田
中
栄
一
氏
は
前
出
の
論
文
で
、
近
代
が
も
た
ら

し
た
「
危
機
的
状
況
」
に
お
け
る
未
明
と
ハ
ー
ン
の
関
わ
り
を
ベ
ー
ス
に
、

未
明
が
ハ
ー
ン
に
「
漂
泊
者
と
し
て
の
同
情
」
を
感
じ
て
お
り
、「
ロ
ー
マ

ン
な
も
の
へ
の
憧
憬
」
が
あ
っ
た
と
し
、
未
明
の
ハ
ー
ン
論
に
ハ
ー
ン
が
影

響
を
受
け
た
進
化
論
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
説
へ
の
言
及
が
多

い
こ
と
に
注
目
、「
進
化
論
、
不
可
知
論
、
神
秘
主
義
、
輪
廻
観
」
な
ど
を

軸
と
し
て
、「
両
者
の
浪
漫
的
な
る
も
の
へ
の
志
向
の
呼
吸
が
ぴ
っ
た
り
と

合
っ
た
」
と
緻
密
に
論
じ
て
い
る
。「
不
可
知
」
と
い
う
概
念
に
収
斂
さ
せ

す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
進
展
さ
せ
た
画
期
的
な

業
績
で
あ
る
。
田
中
氏
の
視
線
が
、「
思
想
家
と
し
て
の
ハ
ー
ン
氏
」
と
題

さ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
考
の
方
に
多
く
向
け
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
意
味
で
納

得
が
い
く
。

　

そ
れ
に
対
し
、
最
近
明
治
期
の
未
明
の
研
究
を
推
進
す
る
厚
美
尚
子
氏

が
、「
梅
花
児
童
文
学
」
を
舞
台
に
、
田
中
氏
の
指
摘
を
更
に
展
開
さ
せ
た
、

「
小
川
未
明
・
文
学
観
の
形
成
─
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
、
坪
内
逍
遙
と

の
関
わ
り
か
ら
─
」（
二
〇
〇
四
・
六
・
一
七
「
梅
花
児
童
文
学
」
一
二
号
）、「
小

川
未
明
『
紅
雲
郷
』
に
み
る
独
自
性
の
萌
芽
─
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン

“T
he�D

ream
�of�a�Sum

m
er�D

ay ”

に
再
話
さ
れ
た
『
浦
島
』
と
の
比
較

か
ら
─
」（
二
〇
〇
五
・
六
・
一
七
「
同
」
一
三
号
）、「
小
川
未
明
・
小
説
に
描

い
た
少
年
の
死
─
〈
母
子
関
係
〉
を
中
心
に
─
」（
二
〇
〇
八
・
六
・
一
七
「
同
」

一
六
号
）
の
三
篇
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
厚
美
氏
の
新
し
さ
は
、
未
明

の
論
考
の
横
に
、
師
坪
内
逍
遙
の
書
い
た
ハ
ー
ン
論
で
あ
る
「
故
小
泉
八
雲

氏
の
著
作
に
つ
い
て
」（
一
九
〇
四
・
一
二
・
一
「
新
小
説
」）
を
置
く
こ
と
で
、

「
未
明
と
、
逍
遙
の
述
べ
て
い
る
こ
と
と
は
、
同
じ
部
分
が
か
な
り
あ
り
、

ハ
ー
ン
評
価
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
実
証

し
た
こ
と
、
未
明
の
ハ
ー
ン
論
に
原
文
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
英
文
の
出

典
・
典
拠
を
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
二
点
に
あ
る
。

　

逍
遙
の
ハ
ー
ン
論
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
未
明
の
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書
く
も
の
に
し
て
は
や
や
硬
さ
の
残
っ
て
い
る
感
じ
の
す
る
ハ
ー
ン
論
連
作

に
、
逍
遙
の
考
え
方
が
入
っ
て
お
り
、
未
明
ら
し
さ
が
も
う
一
つ
足
ら
な
い

理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
貴
重
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
人
の
関
係

に
関
す
る
理
解
を
大
幅
に
変
え
る
こ
と
は
必
要
な
い
が
、「
早
稲
田
学
報
」

の
未
明
の
ハ
ー
ン
論
を
正
確
に
読
む
た
め
に
は
、
そ
の
視
点
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
未
明
が
、
論
考
を
書
き
継
ぐ
過
程
で
、
逍
遙
の
何
ら
か
の

ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
可
能
性
も
残
る
よ
う
に
思
う
。
評
論
と
し
て
の
骨
格

は
あ
っ
て
も
、
何
か
未
明
の
核
に
な
る
も
の
は
、
別
の
表
現
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

４　

未
明
の
ハ
ー
ン
文
の
引
用
の
分
析
か
ら

　

厚
美
尚
子
氏
の
業
績
で
評
価
す
べ
き
点
の
も
う
一
つ
は
、
未
明
の
ハ
ー
ン

論
連
作
に
原
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
英
文
の
出
典
を
、
ほ
と
ん
ど
つ
き
と
め

た
こ
と
で
あ
る
。
厚
美
氏
は
一
番
目
と
二
番
目
の
論
文
で
、
論
中
に
引
用
さ

れ
た
二
十
か
所
の
ハ
ー
ン
の
作
品
の
う
ち
、
二
か
所
を
除
き
出
典
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
未
明
が
ハ
ー
ン
の
原
書
を
よ
く
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
本
人

の
証
言
か
ら
理
解
出
来
る
が
、
引
用
は
、
六
篇
の
ハ
ー
ン
の
文
章
、
そ
の
収

録
単
行
本
は
わ
ず
か
三
冊
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

O
ut of the E

ast : R
everies and Studies in N

ew
 Japan� (H

ough-

ton,�M
iffin�and�Co.���9�)

─
─
「A

t�H
akata

」
と
「T

he�D
ream

�of�
a�Sum

m
er�D

ay

」
の
二
篇

E
xotics and R

etrospectives� (Little,�Brow
n�and�Co.���9�

）
─
─
「O

f�
M

oon�D
esire

」「A
�Red�Sunset

」「Sadness�in�Beauty

」
の
三

篇

K
w

aidan:Stories and Studies of Strange T
hings� (H

oughton,�

M
ifflin�and�Co.��90�

）
─
─
「T

he�Story�of�M
im

inashi-H
oichi

」

の
一
篇

　

こ
の
中
で
、『
怪
談
』Kw

aidan

は
あ
ま
り
意
味
は
な
く
、
と
す
れ
ば
残
っ

た
の
は
、『
東
の
国
か
ら
』O

ut of the E
ast

と
、『
異
国
風
物
と
回
想
』

E
xotics and R

etrospectives

の
二
冊
と
な
る
。
つ
ま
り
、
厚
美
氏
の
言
う

よ
う
に
、「
水
や
月
、
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り
、
日
没
、
海
、
月
夜
の
鬼

火
な
ど
、
後
の
未
明
文
学
と
も
重
な
る
モ
チ
ー
フ
が
表
れ
た
作
品
を
好
ん
で

取
り
上
げ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

未
明
の
読
み
方
は
、
必
ず
し
も
体
系
的
で
な
い
。
気
に
入
っ
た
箇
所
な
ら
、

何
で
も
よ
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
引
用
の
英
文
の
箇
所
は
、
比
較
的
理

解
し
や
す
い
英
文
で
あ
り
、
景
物
や
風
景
表
象
が
か
な
り
具
体
的
で
、
わ
か

り
や
す
い
部
分
で
あ
る
。
卒
業
論
文
を
書
く
時
に
手
元
に
あ
っ
た
原
書
に

は
、
そ
う
し
た
お
気
に
入
り
の
箇
所
が
す
ぐ
さ
ま
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
想
像
も
し
て
み
た
く
な
る
感
じ
で
あ
る
。

　

ハ
ー
ン
の
原
文
が
最
初
に
見
え
る
の
は
、「
坐
ろ
に
ハ
ー
ン
氏
を
憶
ふ
」

の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。「
氏
一
た
び
日
本
に
入
り
て
日
本
の
風
物
に
別
様

の
色
彩
を
加
へ
来
ら
ん
と
せ
し
に
」
云
々
と
い
う
行
文
で
、
ハ
ー
ン
の
描
く

「
月
と
水
」
に
眼
を
向
け
た
部
分
で
あ
る
。
訳
文
も
添
え
る
。

　
T

he�subject�is�a�Buddhist�parable:�the�w
ater�is�the�Phan-

tom
-flux�of�sensations�and�ideas;�the�M

oon�—
�not�its�

D
istorted�im

age�—
�is�the�sole�T

ruth.

　

あ
の
画
題
は
、
あ
れ
は
仏
教
の
譬
え
ば
な
し
で
し
て
ね
。
水
は
知
覚

と
観
念
の
ま
ぼ
ろ
し
の
流
れ
、
そ
し
て
お
月
さ
ん
は
─
─
歪
ん
で
映
っ
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た
影
で
な
い
方
の
ほ
ん
と
う
の
月
は
、
あ
れ
は
唯
一
無
二
の
「
真
理
」

な
の
で
す
。�

（
平
井
呈
一
訳８
）

　
『
異
国
風
物
と
回
想
』
の
一
篇
「
月
が
ほ
し
い
」（O

f�M
oon�D

esire

）
の

中
で
、
友
人
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
の
一
節
は
、
本
来
な
ら
仏
教
的
問

題
が
絡
ま
り
、
扱
い
が
難
し
い
も
の
だ
。
し
か
し
、
未
明
は
、
さ
ら
っ
と
、

「
月
と
水
」
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
。「w

ater

」「m
oon

」
と
い
う
単
語

が
、
ハ
ー
ン
の
文
章
に
特
徴
的
に
出
て
来
る
と
い
う
だ
け
で
、
未
明
は
よ

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
思
想
家
と
し
て
の
ハ
ー
ン
氏
（
再
び
）」
で
は
、
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
自
然
の
光
景
」
に
見
え
る
「
無
窮
の
生
命
」
で

あ
り
、
ハ
ー
ン
の
「
汎
神
的
傾
向
」
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
「
汎
神
教
的
の
宇

宙
観
」
に
つ
い
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
を
援
用
し
て
論
ず
る
部
分
は
、
や
や
背
伸

び
の
感
が
あ
る
が
、
自
然
現
象
を
さ
ら
っ
と
跡
付
け
た
部
分
に
は
、
未
明
の

資
質
が
生
き
て
い
よ
う
。
こ
の
論
考
で
ま
ず
引
か
れ
る
の
が
、
自
然
を
形
象

化
し
つ
つ
思
い
を
述
べ
た
、『
東
の
国
か
ら
』
の
一
篇
「
博
多
で
」（A

t�

H
akata

）
の
一
節
で
あ
る
。「
一
」
か
ら
二
か
所
が
引
用
さ
れ
（
一
か
所
は
や

や
長
め
の
部
分
を
適
当
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
）、
こ
こ
で
一
気
に
、

今
度
は
、「
月
が
ほ
し
い
」
の
一
節
に
飛
ぶ
。
手
も
と
に
あ
っ
た
二
冊
の
関

連
部
分
を
、
自
分
は
よ
く
理
解
し
て
い
る
ぞ
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
操
作
で

あ
る
。

　

I�rem
em

ber�w
hen�a�boy�lying�on�m

y�back�in�the�grass,�
gazing�into�the�sum

m
er�blue�above�m

e.�and�w
ishing�that�I�

could�m
elt�into�it,�—

�becom
e�a�part�of�it.

　

少
年
の
こ
ろ
、
草
の
な
か
に
仰
向
け
に
寝
こ
ろ
ん
で
、
夏
の
青
い
空

を
じ
っ
と
見
つ
め
な
が
ら
、
あ
あ
、
自
分
も
あ
の
な
か
に
溶
け
こ
ん
で

し
ま
い
た
い
な
あ
！　

あ
の
青
い
空
の
一
部
分
に
自
分
も
な
っ
て
し
ま

い
た
い
な
あ
！　

と
思
っ
た
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
今
で
も
憶
え
て
い

る
。�

（
同
）

　

こ
う
し
た
部
分
か
ら
始
ま
る
十
行
程
が
、
や
や
長
め
に
引
用
さ
れ
て
い

る
。
未
明
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
自
分
と
重
な
る
記
憶
を
見
出
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
未
明
の
引
用
は
、
自
分
の
論
理
0

0

で
は
な
く
、
自
分
の

感
性
0

0

に
響
く
部
分
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
。
未
明
が
引
用
し
た
文
章
が
、
か

な
り
限
定
さ
れ
て
い
た
の
も
、
そ
の
た
め
な
の
だ
。

　

わ
た
く
し
た
ち
は
、
こ
う
し
て
、
厚
美
氏
の
指
摘
を
手
が
か
り
に
、
未
明

の
引
用
の
手
付
き
か
ら
、
未
明
の
心
情
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

５　
『
面
影
』
─
一
つ
の
極
点
と
し
て

　
「
早
稲
田
学
報
」
所
載
の
ハ
ー
ン
論
連
作
を
考
察
し
て
来
た
が
、
未
明
は
、

そ
れ
と
前
後
し
て
、
短
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
ハ
ー
ン
へ
の
思
い
を
結
晶
さ

せ
た
よ
う
な
一
文
を
書
い
て
い
る
。
第
一
創
作
集
『
愁
人
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
『
面
影　
ハ
ー
ン
先
生
の
一
周
忌
に
』（
初
出
不
詳
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
全

四
章
か
ら
な
る
回
想
だ
が
、「
一
」
の
み
他
と
ト
ー
ン
が
違
い
、「
独
り
、
道

を
歩
き
な
が
ら
、
考
へ
る
と
も
な
く
寂
し
い
景
色
が
目
の
前
に
浮
ん
で
来
て

胸
に
痛
み
を
覚
え
る
の
が
常
で
あ
る
」
と
、
淀
ん
だ
調
子
で
書
き
出
さ
れ
る
。

「
彼
女
」
と
の
関
係
は
う
ま
く
い
っ
て
お
ら
ず９
、
悲
し
さ
の
中
で
雑
司
ヶ
谷

を
歩
き
、「
ど
れ
、
ハ
ー
ン
先
生
の
墓
に
で
も
詣
ら
う
」
と
「
一
」
は
締
め

く
く
ら
れ
、「
二
」
以
降
の
純
粋
な
ハ
ー
ン
先
生
回
想
に
引
き
継
が
れ
て
行
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く
。
ハ
ー
ン
の
一
周
忌
と
言
え
ば
、
一
九
〇
五
年
秋
で
あ
る
が
、「
二
」
の

冒
頭
で
は
、
ハ
ー
ン
先
生
の
姿
を
初
め
て
見
た
の
が
、「
思
へ
ば
一お
と
ゝ
し

昨
年
、ち

よ
う
ど
季
節
は
夏
の
始
め
で
あ
る
」
と
な
っ
て
お
り
、「
一
周
忌
」
の
設
定

と
は
合
わ
な
い
。『
面
影
』
執
筆
時
期
は
、『
愁
人
』
巻
末
の
「
創
作
年
月
」

の
表
に
よ
る
と
、
一
九
〇
五
年
九
月
で
あ
る
。
創
作
集
収
録
時
点
で
、
何
か

操
作
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
自
分
」
は
、
続
く
「
二
」
で
、
ハ
ー
ン
先
生
の
事
を
思
い
起
こ
し
、「
今

も
尚
ほ
優
し
い
余
韻
の
あ
る
、
情
熱
の
籠
つ
て
ゐ
る
講
義
の
声
が
律リ
ズ
ミ
カ
ル

呂
的
に

耳
許
に
響
い
て
ゐ
る
や
う
な
」
と
感
じ
る
。
例
に
よ
っ
て
、
講
義
の
内
容
0

0

で

は
な
い
。
大
事
な
の
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
「
声0

」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

ハ
ー
ン
先
生
を
規
定
す
る
語
と
し
て
、「
漂
浪
児
」
と
い
う
言
葉
が
提
出
さ

れ
る
。「
漂
浪
児
」
は
、「
三
」
で
は
「
漂さ
す
ら
ひ
び
と

浪
人
」、
さ
ら
に
「
漂さ
す
ら
へ
び
と

浪
人
」「
さ

す
ら
へ
人び
と

」
と
変
奏
さ
れ
、「
四
」
で
「
さ
す
ら
へ
人
」
の
語
は
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
─
さ
す
ら
へ
人
、
こ
の
関
係
を
印
象
付
け
る
の
が
、『
面

影
』
一
篇
の
趣
旨
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
の
一
文
の
中
に
、
英
語
が
二
か
所
出
て
来
る
。
北
国
の
海
を
「
自
分
」

は
思
い
返
し
、
ハ
ー
ン
の
「
夏
の
日
の
夢
」
の
一
節
を
書
き
付
け
る
。O

ut 
of the E

ast

か
ら
の
引
用
は
正
確
だ
か
ら
、
こ
の
文
章
を
書
く
時
に
は
、
必

ず
原
書
が
手
元
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
浦
島
の
話
の
、
こ
ん
な
一
節
で
あ

る
。　

Sum
m

er�days�w
ere�then�as�now

,�—
�all�drow

sy�and�ten-
der�blue,�w

ith�only�som
e�light,�pure�w

hite�clouds�hanging�
over�the�m

irror�of�the�sea.

　

そ
の
こ
ろ
も
、
夏
の
日
と
い
え
ば
、
む
か
し
も
今
も
、
か
わ
り
は
な

い
。
鏡
の
よ
う
な
海
の
上
に
は
、
い
く
ひ
ら
か
の
軽
や
か
な
白
い
浮
き

雲
が
空
に
か
か
っ
て
い
る
ば
か
り
。�

（
平
井
呈
一
訳
）

　
「
自
分
」
も
こ
れ
と
同
じ
情
感
を
背
負
い
な
が
ら
、「
日
本
海
の
風
に
吹
か

れ
て
」
風
景
を
見
つ
め
る
の
だ
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
が
、「
赤
、
黄
、
緑
、

青
、
何
で
も
輪
郭
の
顕
著
な
る
色
彩
を
用
ひ
、
悠
々
た
る
自
然
や
、
黙
静
の

神
秘
を
物
哀
れ
に
写
す
力
が
あ
つ
た
の
が
彼
の
人
の
特
長
で
あ
る
」
と
い
う

説
明
で
あ
る
。
色
彩
の
描
写
が
、
ハ
ー
ン
は
独
特
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

あ
の
、「
げ
に
文
致
は
人
な
り
け
り
」
に
通
ず
る
内
容
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
英
文
は
、
ハ
ー
ン
が
授
業
中
に
ふ
と
漏
ら
し
た
、「
と
ん
ぼ

つ
り
、
今
日
は
ど
こ
ま
で
行
つ
た
や
ら
」
の
英
訳
「Catching�dragon-

flies!......�I�w
onder�w

ere�be�has�gone�to-day!

」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
恐

ら
く
未
明
の
記
憶
の
中
に
あ
る
英
文
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
考
え
て
来
て
、
わ
た
く
し
は
、「Sum

m
er�days

」
の
一
語
か
ら
始

ま
る
数
行
に
続
く
部
分
を
、
想
起
す
る
。

　

T
hen,�too,�w

ere�the�hills�the�sam
e,�—

�far�blue�soft�shapes�
m

elting�into�the�blue�sky.�A
nd�the�w

inds�w
ere�lazy.

　

あ
と
は
た
だ
、
見
て
い
る
と
瞳
ま
で
じ
ん
わ
り
と
溶
け
て
き
そ
う

な
、
の
ん
ど
り
と
し
た
浅
黄
い
ろ
が
、
水
と
空
と
を
領
し
て
い
る
ば
か

り
で
あ
る
。
そ
の
あ
さ
ぎ
色
の
空
に
融
け
こ
ん
で
い
る
、
遠
い
島
山
の

模
糊
た
る
す
が
た
、
そ
れ
も
や
は
り
、
今
と
す
こ
し
も
か
わ
り
が
な
い
。

吹
く
風
は
、
い
か
に
も
も
の
う
げ
で
あ
る
。�

（
同
）

　

わ
た
く
し
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、
引
用
し
た
最
後
の
部
分
に
あ
る

「lazy

」（
怠
惰
な
、
の
ろ
い
）
の
一
語
で
あ
る
。
引
用
は
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

正
に
こ
の
『
面
影
』
の
一
文
、
更
に
は
「
さ
す
ら
へ
人
」
の
情
感
は
、
こ
の
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「lazy

」
に
通
ず
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
近
代
を
支
え
る
基
本
理
念
で
あ

る
「
論
理
」
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
「
情
感
」
へ
の
凝
視
は
、
確
か
に
あ

る
弱
み
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
を
立
脚
点
に
、
何
か
が
生

ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「lazy

」
は
、
ま
た
表
現
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
も
あ
る
こ
と
に
眼
を
注
ご
う
。

何
故
な
ら
、
引
用
し
た
こ
の
部
分
は
、「
早
稲
田
学
報
」
所
載
の
ハ
ー
ン
論

連
作
の
う
ち
、
八
月
号
に
載
っ
た
「
げ
に
文
致
は
人
な
り
け
り
」
に
、
原
文

の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
な
の
で
あ
る
。「
時
と
し
て
、
描
写
の
余
り

に
巧
妙
な
る
が
為
め
に
や
、
読
者
に
実
感
を
催
さ
し
む
る
魔
力
あ
り
、
其
例

と
し
て
、
左
に
二
三
を
掲
ぐ
べ
し
」
と
し
て
二
か
所
の
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

そ
の
最
初
が
、「A

nd�the�w
inds�w

ere�lazy
」
か
ら
始
ま
る
一
節
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
、
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
。
誌
面
で
三
行
ほ
ど
の
引
用
だ

が
、
こ
こ
の
部
分
の
み
、
必
ず
し
も
正
確
な
引
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

と
言
う
よ
り
、
や
や
長
め
の
部
分
か
ら
、
断
り
も
な
し
に
（
中
略
を
示
す
「
…
」

「
─
」
な
ど
を
い
ち
い
ち
添
え
ず
に
）、
必
要
な
部
分
の
み
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
、
ハ
ー
ン
の
見
事
な
浦
島
物
語
の
描
写
を
辿
っ

て
み
よ
う
。

　

A
nd�the�w

inds�w
ere�lazy

　

A
nd�presently�the�boy,also�lazy,�let�his�boat�drift�as�he�

fished.�It�w
as�a�queer�boat,�unpainted�and�rudderless,�of�a�

shape�you�probably�never�saw
.�But�still,�after�fourteen�hun-

dred�years,�there�are�such�boats�to�be�seen�in�front�of�the�
ancient�fishing-ham

lets�of�the�coast�of�the�Sea�of�Japan.

　

A
fter�long�w

aiting,�U
rashim

a�caught�som
ething,�and�

drew
�it�up�to�him

.But�he�found�it�w
as�only�a�tortoise.

　

N
ow

�a�tortoise�is�sacred�to�the�D
ragon�God�of�the�Sea,�

and�the�period�of�its�natural�life�is�a�thousand�—
�som

e�say�
ten�thousand�—

�years.�So�that�to�kill�it�is�very�w
rong.�T

he�
boy�gently�unfastened�the�creature�from

�his�line,�and�set�it�
free,�w

ith�a�prayer�to�the�gods.

　

But�he�caught�nothing�m
ore.�A

nd�the�day�w
as�very�

w
arm

;�and�sea�and�air�and�all�things�w
ere�very,�very�silent.

　

A
nd�a�great�drow

siness�grew
�upon�him

,�—
�and�he�slept�

in�his�drifting�boat.

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
、
そ
れ
き
り
、
え
も
の
ら
し
い
も
の

が
、
さ
っ
ぱ
り
か
か
っ
て
こ
な
い
。
そ
の
日
は
ま
た
ひ
ど
く
暑
い
日
で
、

海
も
、
風
も
、
な
に
も
か
も
が
じ
ー
ん
と
鳴
り
を
し
ず
め
た
よ
う
で
、

波
ひ
と
つ
そ
よ
り
と
も
し
な
い
。
そ
の
う
ち
に
、
な
ん
と
も
た
と
え
よ

う
の
な
い
よ
う
な
眠
け
が
、
浦
島
を
お
そ
っ
て
き
た
。
─
─
浦
島
は
、

と
う
と
う
、
波
に
た
だ
よ
う
小
舟
の
中
で
、
そ
の
ま
ま
正
体
も
な
く
眠

り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。�

（
同
、
終
わ
り
の
四
行
分
の
み
）

　

傍
線
を
引
い
た
部
分
を
、
う
ま
く
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
未
明
は
、「
読
者

に
実
感
を
催
さ
し
む
る
魔
力
」
が
あ
る
表
現
と
し
て
例
示
す
る
の
で
あ
る
。

観
察
す
る
と
、
そ
の
部
分
は
、
浦
島
と
い
う
固
有
の

0

0

0

人
物
で
は
な
く
、
も
っ

と
普
遍
的
な

0

0

0

0

情
景
描
写
が
展
開
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
物
を

示
す
語
は
、
終
わ
り
の
方
に
あ
る
「he

」
の
み
な
の
だ
。「U

rashim
a

」「he

」

「him

」
な
ど
は
、
背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
の
部
分
の
み
辿
れ
ば
、

こ
れ
は
浦
島
の
話
で
は
な
く
、
も
っ
と
普
遍
的
な
広
が
り
の
あ
る
描
写
を
形
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成
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
出
来
よ
う
。
ハ
ー
ン
は
、
こ
こ
で
、
確
か
に
浦
島

の
物
語
を
展
開
は
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
中
で
、
ハ
ー
ン
は
別
の
次
元
で
、

さ
ら
に
普
遍
的
な
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
自
分
自
身
の
世
界
に
通
ず
る

よ
う
な
、
言
葉
で
形
成
さ
れ
て
い
る
不
思
議
な
世
界
を
打
ち
立
て
て
し
ま
っ

て
い
る
の
だ
。
未
明
は
、
そ
の
こ
と
に
、
気
付
い
て
い
た
。
だ
か
ら
、
未
明

の
書
く
も
の
は
、
固
有
名
詞
は
極
力
排
さ
れ
た
、
独
特
の
世
界
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

す
で
に
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。『
夏
の
日
の
夢
』
と
一
緒
に
、
名
文
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
原
文
が
、
手
も
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

E
xotics and R

etrospectives

の
、「
美
の
中
の
悲
哀
」（Sadness�in�

Beauty

）
の
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
っ
た
の
も
、
よ
く
理
解
出
来
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
も
、
実
は
人
間
0

0

は
い
な
い
。
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
風
景
表
象

を
前
に
、
そ
れ
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
類
い
ま
れ
な
眼0

、
微
妙
に
心
を
震
わ
せ

て
い
る
感
性
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。

　

A
�w

onderful�night,�—
�a�tropical�night,�for�instance,�lucent�

and�lukew
arm

,�w
ith�a�new

�m
oon�in�it,�curved�and��yellow

�
like�a�ripe�banana,�—

�(m
ay�inspire,�am

ong�other�m
inor�feel-

ings,�som
ething�of�tenderness;�but�the�great�dom

inant�
em

otion�evoked�by�the�splendor�of�the�vision�is�not�sad-
ness.)

　

す
ば
ら
し
い
夜
─
─
た
と
え
ば
、
熟
し
た
バ
ナ
ナ
の
よ
う
に
反
っ
た

新
月
が
空
に
か
か
っ
た
と
き
の
、
あ
の
き
ら
き
ら
し
た
熱
帯
の
夜
な
ど

は
、（
ほ
か
の
群
小
の
感
情
の
な
か
に
、
な
に
か
嫋
々
た
る
感
じ
を
か

き
お
こ
す
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
あ
の
眺
め
の
華
麗
な
感
じ
は
、
あ

れ
は
悲
哀
で
は
な
い
。）�

（
同
）

　
（　

）
の
部
分
は
、
省
略
さ
れ
た
部
分
で
あ
り
、
未
明
は
、「tenderness

」

「dom
inant

」
な
ど
の
単
語
さ
え
あ
れ
ば
い
い
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
未
明
は
、「
げ
に
文
致
は
人
な
り
け
り
」
で
、「
複
雑
な
る

美
を
綜
合
す
る
に
氏
は
独
特
の
神
秘
的
色
彩
を
施
し
、
是
を
律
呂
的
に
表
象

す
る
天
才
を
有
せ
し
な
り
」
と
論
じ
る
が
、
未
明
の
引
用
の
仕
方
こ
そ
、
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
や
り
方
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
来
て
、
や
っ
と
『
面
影
』
の
世
界
に
戻
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
思
う
。
未
明
は
、
こ
の
文
章
に
、「
ハ
ー
ン
先
生
の
面
影
」
と
い

う
題
名
を
与
え
な
か
っ
た
。こ
こ
に
あ
る
の
は
、ハ
ー
ン
を
超
え
た
、「
彼
女
」

の
「
面
影
」
で
あ
り
、
あ
る
永
遠
な
る
も
の
の
「
存
在
」
の
け
は
い
で
あ
り
、

「
漂
浪
児
」「
さ
す
ら
へ
人
」
の
「
面
影
」
で
も
あ
り
、「
自
分
」
の
「
面
影
」

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、「
面
影
」
と
い
う
「
存
在
」
の
あ
り
方
が
、

こ
の
文
章
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

６　

新
し
い
文
学
史
へ
の
視
点
構
築
の
た
め
に

　

わ
た
く
し
は
、
こ
の
論
文
を
、
小
川
未
明
の
出
発
期
、
明
治
末
の
文
学
状

況
の
中
で
未
明
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
か
の
難
し
さ
の
確
認
か
ら
始
め

た
。
こ
こ
ま
で
論
じ
て
来
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
手
が
か
り
が
は
っ
き
り
し

た
わ
け
で
な
い
。
未
明
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
は
、
確
か
な
答
が
出
て
い
な

い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
に
引
い
た
未
明
の
ハ
ー
ン
回
想
で
あ
る
「
上
京
当

時
の
回
想
─
附
・
処
女
作
の
こ
と
」
を
改
め
て
読
ん
で
も
、
問
題
は
山
積
み

で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
ハ
ー
ン
回
想
の
部
分
も
貴
重
だ
が
、
こ
の
文
章
の

類
い
ま
れ
な
文
学
史
的
意
味
は
、
自
己
の
出
発
期
を
、
や
や
離
れ
た
時
点
か
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ら
観
察
し
た
、
次
の
一
節
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。「
ハ
ー
ン
氏
と
時
代
思
潮
」

は
、
未
明
が
ハ
ー
ン
を
時
代
の
中
に
置
こ
う
と
し
た
論
考
で
あ
る
。
こ
の
部

分
は
、
眼
は
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

私
が
文
壇
に
出
か
け
た
時
分
か
ら
漸
く
自
然
主
義
が
起
り
か
け
て
ゐ

た
。
そ
の
主
義
の
批
評
家
か
ら
私
の
書
い
た
も
の
は
空
想
の
勝
つ
た
、

生
活
に
触
れ
な
い
無
価
値
な
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
な
悪
評
を
受
け

た
。
け
れ
ど
日
本
の
過
去
に
お
い
て
、
彼
の
英
国
に
於
け
る
や
う
な
、

若
し
く
は
私
達
に
於
け
る
や
う
な
、
人
生
及
び
自
然
を
観
ず
る
上
に
於

て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
若
し
く
は
バ
ン
ス
イ
ズ
ム
の
哲
学
を
基
礎
と
し

た
や
う
な
真
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
運
動
が
あ
つ
た
か
、
と
云
ふ
と
、

私
は
何
う
し
て
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。（
中
略
）
同
じ

く
空
想
、
想
像
、
架
空
的
と
云
つ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
性
質
に
よ
つ
て

い
ろ
〳
〵
に
異
ふ
。
同
じ
美
に
対
す
る
憧
憬
に
し
て
も
あ
る
理
想
に
対

す
る
向
上
に
し
て
も
、
そ
の
主
観
的
解
釈
に
よ
つ
て
、
い
ろ
〳
〵
に
異

ふ
も
の
で
あ
る
。
真
の
憧
憬
、
真
の
苦
悶
は
果
し
て
人
生
に
無
価
値
と

云
ふ
こ
と
が
出
来
や
う
か
。
然
し
当
時
の
其
の
方
面
の
批
評
家
は
芸
術

上
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
云
ふ
も
の
を
唯
、
価
値
な
き
夢
の
や
う
な
も

の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
ゐ
た
の
は
非
常
な
誤
謬
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
主

観
の
厳
粛
と
反
省
と
云
ふ
こ
と
ゝ
、
芸
術
上
の
自
然
主
義
と
は
別
な
も

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
イ
ズ
ム
」「
主
義
」「
解
釈
」
と
い
う
観

念
や
行
為
が
、
い
か
に
弱
い
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た

く
し
た
ち
は
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
す
べ
を
、
ま
だ
必
ず
し
も
持
っ
て
い
な

い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
文
学
者
が
言
葉
を
紡
い
で
い
く
時
の
こ
こ
ろ
の
形

に
、
あ
る
一
定
の
説
明
を
与
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
固
有
名

詞
の
な
い
世
界
で
物
事
を
考
え
る
こ
と
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。
そ
う
し
た
問
い
か
け
で
も
よ
い
。
あ
る
い
は
、
さ
さ
や
か
な
単
語
一

語
、
例
え
ば
、「lazy

」
と
い
う
一
語
を
見
据
え
る
の
で
も
よ
い
。

　

そ
の
意
味
で
、
わ
た
く
し
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
英

語
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
日
本
語
で
書
く
の
と
は
違
い
、
英
語
の
単
語
を
ま

さ
ぐ
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
が
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、

精
神
の
営
み
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

T
he�sea�is�lazily�calm

�and�I�am
�dull�to�the�core,�lying�in�

m
y�long�chair�on�deck.�T

he�leaden�sky�overhead�seem
s�as�

devoid�of�life�as�the�dark�expanse�of�the�w
aters�around,�

blending�their�dullness�together�beyond�the�distant�horizon�
as�if�in�sym

pathetic�stolidity.

　

大
海
は
悠
然
と
し
て
静
か
で
あ
り
、
余
は
心
の
底
ま
で
倦
怠
を
覚

え
、
甲
板
の
長
椅
子
に
長
々
と
身
を
横
た
え
て
い
る
。
見
上
げ
れ
ば
曇

天
の
大
空
は
、
四
辺
に
広
が
る
漆
黒
の
海
原
と
同
じ
よ
う
に
生
気
を
失

い
、
遠
い
水
平
線
の
彼
方
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
互
い
の
倦
怠
感
に
共

感
す
る
か
の
よ
う
に
海
と
空
と
が
融
合
し
つ
つ
あ
る
。�

（
岡
三
郎
訳Ａ
）

　

よ
く
知
ら
れ
た
、
留
学
途
中
の
夏
目
漱
石
が
イ
ン
ド
洋
上
で
書
い
た
英
文

断
片
（
一
九
〇
〇
・
一
〇
稿
）
の
冒
頭
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
想
起
し
た
の
は
、

「lazy
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
「lazily

」
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
印

象
的
だ
っ
た
か
ら
だ
が
、
こ
の
時
の
漱
石
が
、
英
語
を
通
し
て
、
自
分
で
も

制
御
出
来
な
い
よ
う
な
、
あ
る
生
々
し
い
自
己
の
情
感
に
、
何
と
か
か
た
ち

を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
さ
ま
が
、
よ
く
う
か
が
え
る
か
ら
で
も
あ
る
。



〔　　〕��

　

二
十
行
程
後
に
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
こ
の
断
片
の
先
に
、「the�king-

dom
�of�absoluteness

」「the�realm
�of�transparency

」「the�w
orld�

of�real�activity

」
と
い
っ
た
表
現
に
出
会
う
。「
絶
対
の
王
国
」「
純
一
無

雑
の
世
界
」「
真
に
生
き
生
き
と
し
た
世
界
」
と
訳
さ
れ
る
こ
の
表
現
は
、

何
を
意
味
す
る
の
か
。「lazily

」
な
海
と
、
そ
う
し
た
世
界
は
、
ど
う
つ
な

が
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
ど
う
し
て
こ
の
時
期
の
文
学
者
は
、
こ
う

し
た
冒
険
に
満
ち
た
想
念
に
浸
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
ん
な

こ
と
ま
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
、
不
思
議
な
言
語
世
界
で
あ
る
。

　

小
川
未
明
の
特
異
な
表
現
も
、
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
未
明
の
場
合
は
、

否
が
応
で
も
そ
う
し
た
言
語
を
繰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
資
質
が
あ

り
、
そ
れ
が
お
の
ず
と
現
わ
れ
て
来
て
し
ま
い
、
意
識
的
な
表
現
行
為
を
心

が
け
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、
未
明
の
光
栄
と
悲
劇

と
が
存
在
す
る
。
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
ン
の
影
響

の
分
析
か
ら
離
れ
、
構
想
を
新
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
１
）　
『
愁
人
』
と
同
じ
よ
う
に
、『
緑
髪
』
に
も
、「
緑
髪
」
と
い
う
表
題
の
作
品
は
、

入
っ
て
い
な
い
。

（
２
）　

未
明
は
抱
月
よ
り
逍
遙
に
近
か
っ
た
の
で
、
第
二
次
「
早
稲
田
文
学
」
の
手

伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
復
刊
か
ら
少
し
遅
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）　

英
訳
初
版
は
、
一
八
九
七
年
三
月
。
以
後
増
刷
が
繰
り
返
さ
れ
、
ポ
ケ
ッ
ト

版
も
出
た
。「Silence

」「T
he�A

w
akening�of�the�Soul

」「T
he�Pre-des-

tined

」「M
ystic�M

orality

」「O
n�W

om
en

」「T
he�T

ragical�in�D
aily�

Life

」「T
he�Star

」「T
he�Invisible�Goodness

」「T
he�D

eeper�LIfe

」

「T
he�Inner�Beauty

」
の
う
ち
、
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
沈
黙
」「
霊
魂
の

覚
醒
」「
先
定
論
」「
神
秘
的
道
徳
」「
婦
人
論
」「
不
見
之
善
」
の
六
篇
。

（
４
）　

長
谷
川
天
渓
の
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
受
容
に
つ
い
て
は
、
中
村
良
雄
「
メ
ー
テ

ル
リ
ン
ク
の
受
容
（
白
鳥
と
天
渓
の
周
囲
）」（『
明
治
翻
訳
文
学
全
集
《
新
聞

雑
誌
編
》
�9　

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
集
』、
一
九
九
九
・
五
・
二
八
、
大
空
社
）

参
照
。

（
５
）　

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、「
小
川
未
明
の
東
京
風
景
─
「
東
京
」

が
描
く
も
の
─
」（
二
〇
〇
九
・
九
・
二
七
～
一
一
・
三
「
小
川
未
明
の
東
京

─
童
話
作
家
宣
言
ま
で
─
」
展
図
録
、
小
川
未
明
文
学
館
）
で
考
え
た
こ
と
が

あ
る
。

（
６
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
７
）　
『
定
本
小
川
未
明
小
説
全
集
』
第
六
巻
（
一
九
七
九
・
一
〇
・
一
、
講
談
社
）

所
載
「
作
品
年
表
」
に
は
若
干
の
漏
れ
が
あ
る
の
で
、
一
部
補
っ
た
。

（
８
）　

平
井
呈
一
訳
の
文
章
は
、
全
て
、『
小
泉
八
雲
作
品
集
』（
一
九
七
五
～
七
六
、

恒
文
社
）
に
よ
る
。

（
９
）　

山
田
キ
チ
を
知
り
、
キ
チ
が
日
本
女
子
大
学
附
属
高
等
女
学
校
を
卒
業
す
る

の
を
待
っ
て
未
明
が
結
婚
し
た
の
は
、
一
九
〇
六
年
五
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ

る
。

（
�0
）　
『
漱
石
全
集
』
第
十
九
巻
（
一
九
九
五
・
一
一
・
二
八
、
岩
波
書
店
）
の
「
注

解
」。

＊
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
所
主
催
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
小

泉
八
雲
と
早
稲
田
大
学
」（
二
〇
一
〇
・
一
二
・
一
九
、
大
隈
小
講
堂
）
で
の
、「
小

泉
八
雲
と
早
稲
田
の
文
人
た
ち
」
と
題
す
る
講
演
の
問
題
提
起
を
端
緒
に
、
小
川

未
明
の
部
分
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
他
の
部
分
に
つ
い
て

は
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。


