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僕
は
未
だ
嘗
て
「
余
は
新
感
覚
派
な
り
」
と
自
称
し
た
覚
え
は
な
い
。
ま

た
、
人
が
「
彼
ら
は
新
感
覚
派
を
う
ち
立
て
よ
う
と
努
力
し
て
ゐ
る
」
と
云

ふ
の
に
対
し
て
、
「
然
り
」
と
云
つ
た
覚
え
も
な
い
。

　
処
で
、
最
近
、
新
聞
や
何
か
で
、
大
分
「
新
感
覚
派
」
が
や
つ
つ
け
ら
れ

て
ゐ
る
の
を
見
て
、
「
お
れ
は
一
体
、
新
感
覚
派
な
の
か
知
ら
」
と
自
ら
問

ふ
た
次
第
で
あ
る
。

　
文
芸
時
代
の
同
人
は
大
部
分
新
感
覚
派
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
定
評
で
あ
る

ら
し
い
。
大
部
分
と
云
ふ
か
ら
に
は
例
外
も
あ
る
の
だ
ら
う
。
お
れ
は
、
そ

の
例
外
の
一
人
に
違
ひ
な
い
。
か
う
も
考
へ
た
。

　
し
か
し
、
新
潮
の
合
評
会
記
事
を
見
る
と
、
錚
々
た
る
文
壇
の
識
者
が
、
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お
れ
を
新
感
覚
派
に
し
て
く
れ
て
ゐ
る
。
さ
て
、
話
が
わ
か
ら
な
い
。

　
お
前
は
、
全
体
、
新
感
覚
派
と
い
ふ
意
味
が
わ
か
つ
て
ゐ
る
の
か
、
か
う

自
ら
問
ふ
て
見
て
、
は
じ
め
て
、
い
や
、
実
は
、
そ
い
つ
が
わ
か
ら
な
い
ん

だ
と
白
状
す
る
自
分
が
、
少
々
癪
に
触
つ
た
の
で
、
文
芸
時
代
一
月
号
所
載
、

横
光
君
の
巻
頭
論
文
や
、
い
つ
か
時
事
新
報
に
出
た
片
岡
君
の
文
章
な
ど
を

引
張
り
出
し
、
そ
れ
を
突
き
つ
け
て
、
も
う
一
度
読
ん
で
見
ろ
と
云
つ
た
の

で
あ
る
。

　
僕
は
、
元
来
、
人
の
議
論
が
わ
か
ら
な
い
性
分
で
、
そ
の
上
、
す
ぐ
に
揚

足
を
取
り
た
く
な
る
癖
が
あ
つ
て
、
甚
だ
始
末
に
悪
い
の
で
あ
る
が
、
両
君

の
所
説
は
、
こ
れ
は
ま
た
、
一
目
瞭
然
、
こ
れ
に
反
対
す
る
人
間
が
ゐ
る
の

か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
条
理
を
尽
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
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さ
て
、
新
感
覚
派
が
、
か
う
い
ふ
も
の
な
ら
、
お
前
も
一
つ
そ
の
仲
間
入

り
を
さ
せ
て
貰
つ
て
は
ど
う
か
と
、
勧
め
る
や
う
な
気
に
な
つ
て
、
新
感
覚

派
を
攻
撃
す
る
手
合
の
、
一
人
や
二
人
は
引
受
け
て
見
る
つ
も
り
に
な
る
が
、

そ
の
相
手
た
る
や
、
甚
だ
、
武
士
道
を
弁
へ
て
ゐ
な
い
ら
し
く
、
何
か
と
云

へ
ば
、
「
作
品
を
見
せ
ろ
」
「
作
品
を
見
せ
ろ
」
と
、
遠
く
の
方
で
怒
鳴
つ

て
ゐ
る
。

　
文
学
と
い
ふ
も
の
は
、
好
き
で
な
け
れ
ば
面
白
く
は
な
い
。
殊
に
傾
向
的

な
も
の
ほ
ど
さ
う
で
あ
る
。
あ﹅
ら﹅
ば
か
り
探
し
て
ゐ
て
、
何
が
面
白
い
も
の

か
。
屑
屋
に
も
劣
る
根
性
で
、
文
学
を
や
る
の
が
間
違
つ
て
ゐ
る
。

　
い
や
、
面
白
い
か
ら
好
き
に
な
る
の
だ
と
、
う
ま
く
云
ひ
抜
け
た
つ
も
り

で
ゐ
た
ら
、
そ
れ
は
、
自
分
が
文
学
の
素
人
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
も
の
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で
あ
る
。

　
自
分
の
こ
と
は
棚
に
あ
げ
て
置
い
て
こ
そ
、
総
て
理
屈
が
云
へ
る
の
で
あ

る
。
理
論
に
対
す
る
に
は
理
論
を
以
て
せ
よ
で
あ
る
。
新
感
覚
派
の
主
張
が

気
に
喰
は
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
打
ち
破
る
主
張
を
立
て
る
が
い
ゝ
。
新
感
覚

派
の
作
品
を
攻
撃
す
る
な
ら
、
そ
の
欠
点
を
堂
々
と
指
摘
す
る
が
い
ゝ
。
但

し
、
そ
の
欠
点
が
、
新
感
覚
派
の
主
張
か
ら
生
じ
た
欠
点
で
あ
る
か
、
作
家

の
才
能
不
足
か
ら
生
じ
た
欠
点
で
あ
る
か
、
そ
こ
を
は
つ
き
り
見
分
け
て
か

ら
に
す
る
が
い
い
。
更
に
、
新
感
覚
派
の
作
品
は
下
ら
な
い
。
自
分
な
ら
も

つ
と
佳
い
も
の
が
書
け
る
と
思
つ
た
ら
、
愚
図
々
々
云
は
ず
に
、
何
か
書
い

て
見
る
が
い
ゝ
。
気
が
引
け
さ
へ
し
な
け
れ
ば
、
「
新
感
覚
派
に
非
ず
」
と

註
で
も
附
け
て
置
く
が
い
ゝ
。
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僕
は
最
後
に
、
念
の
為
め
、
「
新
感
覚
派
」
と
い
ふ
語
に
対
し
て
、
僕
一

流
の
解
釈
を
下
し
て
置
く
、
常
識
的
観
察
よ
り
超
常
識
的
観
察
へ
　
　
因
襲

美
よ
り
独
創
美
へ
　
　
道
義
的
価
値
批
判
よ
り
現
象
的
興
味
へ
　
　
説
明
的

論
理
的
叙
述
よ
り
暗
示
的
綜
合
的
想
念
喚
起
へ
　
　
言
葉
の
意
味
よ
り
言
葉

の 

幻  

象 

イ
メ
ー
ジ

へ
、
内
容
よ
り
効
果
へ
　
　
こ
の
飛
躍
、
進
展
、
推
移
、
突
入
を

目
指
す
文
学
的
努
力
、
こ
れ
は
、
新
感
覚
派
で
あ
れ
、
何
で
あ
れ
、
新
時
代

の
（
百
年
前
に
も
新
時
代
が
あ
つ
た
）
新
作
家
が
、
疲
弊
し
た
旧
時
代
の

（
百
年
後
に
も
旧
時
代
が
あ
る
だ
ら
う
）
地
殻
を
破
る
た
ゞ
一
つ
の
旗
色
で

あ
る
。

「
文
学
を
し
て
文
学
た
ら
し
め
よ
」
こ
の
叫
び
は
、
今
日
ま
で
幾
度
叫
ば
れ

た
こ
と
か
。
そ
し
て
、
そ
の
度
毎
に
、
旧
時
代
の
天
才
は
、
そ
の
時
代
を
我
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も
の
顔
に
横
行
す
る
凡
庸
作
家
を
屠
つ
た
手
に
、
若
き
新
時
代
の
天
才
の
手

に
、
友
情
と
敬
意
に
満
ち
た
手
を
差
し
伸
べ
て
ゐ
る
。
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青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
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