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ニ
イ
チ
ェ
の
世
界
の
中
に
は
、
近
代
イ
ン
テ
リ
の
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
が
包
括
さ
れ
て
ゐ
る
。
だ
れ
で
も
、

自
分
の
悩
み
を
ニ
イ
チ
ェ
の
中
に
見
出
さ
な
い
者
は
な
く
、
ニ
イ
チ
ェ
の
中
に
、
自
己
の
一
部
を
見
出
さ

な
い
も
の
は
な
い
。
ニ
イ
チ
ェ
こ
そ
は
、
実
に
近
代
の
苦
悩
を
一
人
で
背
負
つ
た
受
難
者
で
あ
り
、
我
々

の
時
代
の
痛
ま
し
い
殉
教
者
で
あ
つ
た
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
ニ
イ
チ
ェ
は
正
し
く
新
時
代
の
キ
リ
ス
ト

で
あ
る
。
耶
蘇
キ
リ
ス
ト
は
、
万
人
の
罪
を
一
人
で
背
負
ひ
、
罪
な
く
し
て
十
字
架
の
上
に
死
ん
だ
。
フ

リ
ド
リ
ヒ
・
ニ
イ
チ
ェ
も
ま
た
、
近
代
知
識
人
の
苦
悩
を
一
人
で
背
負
つ
て
、
十
字
架
の
上
に
死
ん
だ
受

難
者
で
あ
る
。
耶
蘇
と
同
じ
く
、
ニ
イ
チ
ェ
も
ま
た
自
己
が
人
類
の
殉
教
者
で
あ
り
、
新
時
代
の
新
し
い

キ
リ
ス
ト
（
救
世
主
）
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
居
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
の
最
後
の
書
物
に
標
題
し

て
、
自
ら
悲
壮
に
も Ecce hom

o

（
こ
の
人
を
見
よ
）
と
書
い
た
。Ecce hom

o 

と
は
、
十
字
架
に
書
き

つ
け
ら
れ
た
受
難
者
キ
リ
ス
ト
の
標
語
で
あ
つ
た
。
ニ
イ
チ
ェ
の
意
味
に
於
て
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
に

叛
逆
す
る
標
語
で
あ
つ
た
。
あ
の
中
世
紀
の
魔
教
サ
バ
ト
の
徒
は
、
耶
蘇
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
冒
涜
す
る

目
的
か
ら
、
故
意
に
模
擬
の
十
字
架
を
立
て
て
裸
女
を
架
け
、
或
は
幼
児
を
架
け
て
殺
戮
し
た
。
反
キ
リ

ス
ト
の
詩
人
ニ
イ
チ
ェ
の
意
味
に
於
て
、Ecce hom

o 

が
ま
た
同
じ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
魔
教
的
冒
涜

を
指
示
し
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
（
彼
は
常
に
さ
う
し
た
辛
辣
な
反
語
を
好
ん
だ
。
）
に
も
か
か
は
ら
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ず
、
ニ
イ
チ
ェ
こ
そ
は
新
し
い
時
代
の
受
難
者
、
耶
蘇
キ
リ
ス
ト
に
ま
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。

　
ニ
イ
チ
ェ
の
著
書
は
、
お
そ
ら
く
人
間
の
書
い
た
書
物
の
中
で
、
最
も
深
遠
で
、
且
つ
最
も
難
解
な
も

の
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
そ
の
深
遠
な
理
由
は
、
思
想
が
人
間
性
の
苦
悩
の
底
へ
、
無
限
に
深
く
も
ぐ
り
こ

ん
で
抜
け
な
い
ほ
ど
に
根
を
持
つ
て
居
る
の
と
、
多
岐
多
様
の
複
雑
し
た
命
題
が
、
至
る
と
こ
ろ
で
相
互

に
矛
盾
し
、
争
闘
し
、
容
易
に
統
一
へ
の
理
解
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
等
に
関
聯
し
て
居
る
。

ニ
イ
チ
ェ
ほ
ど
に
、
矛
盾
を
多
分
に
有
し
た
複
雑
の
思
想
家
は
な
く
、
ニ
イ
チ
ェ
ほ
ど
に
、
残
忍
辛
辣
の

メ
ス
を
ふ
る
つ
て
、
人
間
心
理
の
秘
密
を
切
り
ひ
ら
い
た
哲
学
者
は
な
い
。
ニ
イ
チ
ェ
の
深
さ
は
地
獄
に

達
し
、
ニ
イ
チ
ェ
の
高
さ
は
天
に
届
く
。
い
か
な
る
人
の
自
負
心
を
も
つ
て
し
て
も
、
十
九
世
紀
以
来
の

地
上
で
、
ニ
イ
チ
ェ
と
競
争
す
る
こ
と
は
絶
望
で
あ
る
。

　
ニ
イ
チ
ェ
の
著
書
は
、
し
か
し
そ
の
難
解
の
こ
と
に
於
て
、
全
く
我
々
読
者
を
悩
ま
せ
る
。
特
に
「
ツ

ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
」
の
如
き
は
、
片
手
に
註
解
本
を
も
つ
て
読
ま
な
い
限
り
、
僕
等
の
如
き
無
識
低
能
の
読

書
人
に
は
、
到
底
そ
の
深
遠
な
含
蓄
を
理
解
し
得
な
い
。
「
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
」
の
初
版
が
、
僅
か
に
た

だ
三
部
し
か
売
れ
な
か
つ
た
と
い
ふ
歴
史
は
、
こ
の
書
物
の
出
版
当
時
に
於
て
、
こ
れ
を
理
解
し
得
る
人

が
、
全
独
逸
に
三
人
し
か
居
な
か
つ
た
こ
と
を
証
左
し
て
居
る
。
彼
の
著
書
の
中
で
、
比
較
的
初
学
者
に
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理
解
し
易
い
と
言
は
れ
、
し
た
が
つ
て
又
ニ
イ
チ
ェ
哲
学
の
入
門
書
と
言
は
れ
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
「
人
間

的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
」
で
さ
へ
も
、
相
当
に
成
育
し
た
一
般
の
文
化
常
識
と
、
特
に
敏
感
な
詩
人

的
感
覚
と
を
所
有
し
な
い
読
者
に
と
つ
て
は
、
決
し
て
理
解
し
易
い
書
物
で
は
な
い
。

　
ニ
イ
チ
ェ
の
理
解
に
於
け
る
困
難
さ
は
、
彼
の
初
期
に
於
け
る
少
数
の
著
書
論
文
（
悲
劇
の
出
生
な
ど
）

を
除
い
て
、
そ
の
後
の
者
が
多
く
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
形
式
で
書
か
れ
て
居
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
が
こ
の
文

章
の
形
式
を
選
ん
だ
の
は
、
一
つ
に
は
彼
の
肉
体
が
病
弱
で
、
体
系
を
有
す
る
大
論
文
を
書
く
に
適
し
な

か
つ
た
為
も
あ
ら
う
が
、
実
に
は
こ
の
形
式
の
表
現
が
、
彼
の
ユ
ニ
イ
ク
な
直
覚
的
の
詩
想
や
哲
学
と
適

応
し
て
居
り
、
そ
れ
が
唯
一
最
善
の
方
法
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
は
、
だ
れ
も
知
る

如
く
エ
ッ
セ
イ
の
一
層
簡
潔
に
、
一
層
ま
た
含
蓄
深
く
エ
キ
ス
さ
れ
た
文
学
（
小
品
エ
ッ
セ
イ
）
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
そ
れ
は
最
も
暗
示
に
富
ん
だ
文
学
で
、
言
葉
と
言
葉
、
行
と
行
と
の
間
に
、
多
く
の
思
ひ
入

れ
深
き
省
略
を
隠
し
て
居
る
。
即
ち
言
へ
ば
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
は
そ
れ
自
ら
「
詩
」
の
形
式
の
一
種
な
の

で
あ
る
。
（
し
た
が
つ
て
西
洋
の
詩
人
た
ち
は
、
独
り
ニ
イ
チ
ェ
に
限
ら
ず
、
グ
ウ
ル
モ
ン
で
も
、
ジ
ャ

ン
・
コ
ク
ト
オ
で
も
、
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
で
も
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
で
も
、
す
べ
て
皆
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
書
い
て

る
。
そ
れ
は
正
し
く
「
詩
人
の
文
学
」
な
の
で
あ
る
。
）

　
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
は
詩
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
を
理
解
し
得
る
も
の
も
、
ま
た
詩
人
の
直
覚
と
神
経
と
を
持
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た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ニ
イ
チ
ェ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
読
者
に
二
つ
の
両
立
し
た
資
格
が
要
求

さ
れ
る
。
「
詩
人
」
で
あ
つ
て
、
同
時
に
「
哲
学
者
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
の
理
論
家
に
は
、
も

ち
ろ
ん
ニ
イ
チ
ェ
は
解
ら
な
い
。
だ
が
日
本
で
普
通
に
言
は
れ
て
る
や
う
な
範
疇
の
詩
人
（
彼
等
は
全
く

没
思
想
で
あ
る
）
に
も
、
ま
た
勿
論
ニ
イ
チ
ェ
は
理
解
さ
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
二
つ
の
資
格
を
も
つ
読
者

に
と
つ
て
、
ニ
イ
チ
ェ
ほ
ど
興
味
が
深
く
、
無
限
に
深
遠
な
魅
力
の
あ
る
著
者
は
外
に
な
い
。
ニ
イ
チ
ェ

の
驚
異
は
、
一
つ
の
思
想
が
幾
つ
も
幾
つ
も
の
裏
面
を
も
ち
、
幾
度
そ
れ
を
逆
説
的
に
裏
返
し
て
も
、
容

易
に
表
面
の
絵
札
が
現
れ
て
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
ニ
イ
チ
ェ
を
読
み
、
考
へ
、
漸
く
今
、
そ
の

正
し
い
理
解
の
底
に
達
し
得
た
と
安
心
す
る
。
だ
が
そ
の
時
、
も
は
や
ニ
イ
チ
ェ
は
そ
れ
を
切
り
抜
け
て

居
る
。
彼
は
常
に
、
読
者
の
一
歩
前
を
歩
い
て
居
る
。
彼
は
永
遠
に
捉
へ
得
な
い
。
し
か
も
た
だ
一
歩
で
、

す
ぐ
捉
へ
る
こ
と
が
で
き
る
や
う
に
、
虚
偽
の
影
法
師
で
欺
き
な
が
ら
、
結
局
あ
の
恐
ろ
し
い
狂
気
が
棲

む
超
人
の
森
の
中
へ
、
読
者
を
魔
術
し
な
が
ら
導
い
て
行
く
。

　
ニ
イ
チ
ェ
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
先
づ
、
彼
の
文
学
を
「
感
情
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
す
べ

て
の
詩
の
理
解
が
、
感
情
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
き
て
る
や
う
に
、
ニ
イ
チ
ェ
の
理
解
も
、
や
は
り
感
情

す
る
こ
と
の
外
に
は
な
い
。
そ
し
て
感
情
す
る
た
め
に
は
、
ニ
イ
チ
ェ
の
言
葉
の
中
か
ら
、
す
べ
て
の
省

略
さ
れ
た
意
味
、
即
ち
彼
の
慣
用
す
る
音
楽
術
語
で
言
ふ C

on m
oto

（
思
ひ
入
れ
）
の
部
分
を
、
自
分
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で
直
感
的
に
会
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
此
処
に
、
彼
の
理
解
へ
の
最
も
困
難
な
鍵
が
あ
る
。
た
し

か
に
人
の
言
ふ
如
く
、
カ
ン
ト
の
哲
学
も
難
解
で
あ
る
。
特
に
僕
等
の
や
う
な
「
柔
軟
な
頭
脳
」
の
所
有

者
に
と
つ
て
は
、
あ
の
幾
何
学
公
式
の
や
う
な
書
体
で
書
か
れ
た
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
第
一
頁
を
読
む

だ
け
で
も
、
独
逸
的
軍
隊
教
育
の
兵
式
体
操
を
課
さ
れ
た
や
う
で
、
身
体
中
の
骨
節
が
ギ
シ
ギ
シ
と
痛
ん

で
来
る
。
カ
ン
ト
は
頭
痛
の
種
で
あ
る
。
し
か
し
一
通
り
読
ん
で
し
ま
へ
ば
、
幾
何
学
の
公
理
と
同
じ
く

判
然
明
白
に
解
つ
て
し
ま
ふ
。
カ
ン
ト
に
宿
題
は
残
ら
な
い
。
然
る
に
ニ
イ
チ
ェ
は
ど
こ
ま
で
行
つ
て
も

宿
題
ば
か
り
だ
。
ニ
イ
チ
ェ
の
思
想
の
中
に
は
、
カ
ン
ト
流
の
「
判
然
明
白
」
が
全
く
無
い
。
そ
れ
は
詩

の
情
操
の
中
に
含
蓄
さ
れ
た
暗
示
で
あ
り
、
象
徴
で
あ
り
、
余
韻
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
ニ
イ
チ
ェ
の
善

き
理
解
者
は
、
学
者
や
思
想
家
の
側
に
す
く
な
く
し
て
、
い
つ
も
却
つ
て
詩
人
や
文
学
者
の
側
に
多
い
の

で
あ
る
。

　
近
代
の
文
学
者
の
中
で
、
ニ
イ
チ
ェ
ほ
ど
大
き
く
、
且
つ
多
方
面
に
影
響
を
あ
た
へ
た
も
の
は
な
い
。

思
想
方
面
で
は
、
レ
ー
ニ
ン
や
ト
ロ
ツ
キ
イ
の
共
産
主
義
者
を
始
め
、
そ
れ
の
対
蹠
で
あ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ

や
強
権
主
義
者
等
ま
で
が
、
多
少
み
な
間
接
に
ニ
イ
チ
ェ
の
影
響
を
蒙
つ
て
居
る
。
文
学
の
方
面
で
は
、

ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
や
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
や
、
ア
ル
チ
バ
セ
フ
や
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
等
が
、
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す
べ
て
皆
ニ
イ
チ
ェ
か
ら
影
響
さ
れ
て
ゐ
る
。
特
に
就
中
、
詩
人
の
影
響
さ
れ
た
こ
と
は
著
る
し
く
、
独

逸
の
デ
エ
メ
ル
、
イ
ワ
ン
・
ゴ
ー
ル
、
仏
蘭
西
の
グ
ウ
ル
モ
ン
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
等
、

殆
ん
ど
近
代
の
詩
人
に
し
て
、
ニ
イ
チ
ェ
か
ら
の
思
想
的
、
哲
学
的
影
響
を
受
け
な
い
も
の
は
一
人
も
な

い
。

　
そ
れ
ほ
ど
ニ
イ
チ
ェ
は
、
多
く
の
影
響
を
各
方
面
に
あ
た
へ
な
が
ら
、
世
に
「
ニ
イ
チ
ェ
ス
ト
」
と
か

「
ニ
イ
チ
ェ
ズ
ム
」
と
か
い
ふ
言
葉
が
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
が
、
実
際
ニ
イ
チ
ェ
の
思
想
の
中
に
は
、

多
く
の
矛
盾
し
た
対
立
が
あ
り
、
且
つ
複
雑
し
た
多
要
素
が
混
入
し
て
居
る
の
で
、
単
純
に
こ
れ
を
一
つ

の
概
念
で
イ
ズ
ム
に
形
態
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
々
は
各
〻
ニ
イ
チ
ェ
の
多
様
質
の
宇

宙
の
中
か
ら
、
夫
々
の
部
分
を
と
つ
て
自
家
の
食
餌
に
し
て
ゐ
る
故
、
見
方
に
よ
れ
ば
そ
の
す
べ
て
が
ニ

イ
チ
ェ
ズ
ム
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
様
に
ま
た
、
そ
の
す
べ
て
が
ニ
イ
チ
ェ
ズ
ム
で
な
い
の
で
あ
る
。

甚
だ
し
き
は
独
逸
近
代
の
軍
国
主
義
さ
へ
も
、
ニ
イ
チ
ェ
の
影
響
だ
と
見
る
人
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
つ
て

ア
メ
リ
カ
人
は
、
世
界
大
戦
の
責
任
者
を
カ
イ
ゼ
ル
と
ニ
イ
チ
ェ
と
の
罪
に
帰
し
た
。

　
日
本
に
於
け
る
ニ
イ
チ
ェ
の
影
響
は
、
し
か
し
な
が
ら
皆
無
と
言
ふ
方
が
当
つ
て
居
る
。
日
本
の
詩
人

で
、
多
少
で
も
ニ
イ
チ
ェ
の
影
響
を
受
け
た
と
思
は
れ
る
人
は
、
過
去
に
も
現
在
に
も
一
人
も
居
な
い
。

（
生
田
春
月
だ
け
が
、
少
し
ば
か
り
そ
の
影
響
を
受
け
て
た
。
）
況
ん
や
小
説
家
の
中
に
も
皆
無
で
あ
る
。
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た
だ
一
人
、
僕
の
知
る
範
囲
で
芥
川
龍
之
介
が
居
た
。
彼
は
自
殺
の
一
二
年
前
か
ら
、
そ
の
作
品
の
風
貌

を
全
く
変
へ
た
が
、
こ
れ
が
ニ
イ
チ
ェ
の
影
響
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
そ
の
「
歯
車
」
「
西
方
の
人
」
「
河

童
」
等
の
作
品
に
よ
く
現
れ
て
居
る
。
且
つ
彼
は
そ
の
エ
ッ
セ
イ
に
も
、
ニ
イ
チ
ェ
の
標
題
を
そ
の
ま
ま

イ
ミ
テ
ー
ト
し
て
「
文
芸
的
な
、
あ
ま
り
に
文
芸
的
な
」
と
書
い
た
。
特
に
「
歯
車
」
と
「
西
方
の
人
」

の
中
に
は
、
ニ
イ
チ
ェ
が
非
常
に
著
る
し
く
現
れ
て
居
り
、
死
を
直
前
に
凝
視
し
て
ゐ
た
こ
の
作
者
が
、

如
何
に
深
く
ニ
イ
チ
ェ
に
傾
倒
し
て
居
た
か
が
よ
く
解
る
。

　
西
洋
の
詩
人
や
文
学
者
に
、
あ
れ
ほ
ど
広
く
大
き
な
影
響
を
あ
た
へ
た
ニ
イ
チ
ェ
が
、
日
本
で
は
た
だ

一
人
、
そ
れ
も
死
前
の
僅
か
な
時
期
に
於
け
る
一
小
説
家
だ
け
に
影
響
を
あ
た
へ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
ま

こ
と
に
特
殊
な
不
思
議
の
現
象
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
く
せ
ニ
イ
チ
ェ
の
名
前
だ
け
は
、
日
本
の

文
壇
に
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
て
居
た
。
生
田
長
江
氏
が
そ
の
全
訳
を
出
す
以
前
に
も
、
既
に
高
山
樗
牛
、

登
張
竹
風
等
の
諸
氏
に
よ
つ
て
、
早
く
既
に
明
治
時
代
か
ら
ニ
イ
チ
ェ
が
紹
介
さ
れ
て
居
た
。
そ
の
上
に

も
ニ
イ
チ
ェ
の
名
は
、
一
時
日
本
文
壇
の
流
行
児
で
さ
へ
も
あ
つ
た
。
丁
度
大
正
時
代
の
文
壇
で
、
一
時

ト
ル
ス
ト
イ
や
タ
ゴ
ー
ル
が
流
行
児
で
あ
つ
た
如
く
、
ニ
イ
チ
ェ
も
ま
た
か
つ
て
流
行
児
で
あ
つ
た
。
そ

し
て
ト
ル
ス
ト
イ
や
タ
ゴ
ー
ル
が
廃
つ
た
如
く
、
ニ
イ
チ
ェ
も
ま
た
忽
ち
に
廃
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
も

そ
の
筈
で
あ
る
。
人
々
は
た
だ
ニ
イ
チ
ェ
の
名
前
だ
け
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
ニ
ュ
ー
ス
で
知
つ
て
る
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だ
け
で
、
実
際
に
は
一
頁
の
ニ
イ
チ
ェ
も
読
ん
で
は
居
な
か
つ
た
の
だ
。
彼
等
の
中
で
、
比
較
的
忠
実
に

読
ん
だ
人
さ
へ
が
、
単
な
る
英
雄
主
義
者
と
し
て
、
反
キ
リ
ス
ト
や
反
道
徳
の
痛
快
な
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
、

単
純
な
感
激
性
で
崇
拝
し
て
居
た
こ
と
、
あ
た
か
も
大
正
期
の
文
壇
で
ト
ル
ス
ト
イ
や
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス

キ
イ
や
を
、
単
な
る
救
世
軍
の
大
将
（
人
道
主
義
者
）
と
し
て
、
白
樺
派
の
人
々
が
崇
拝
し
て
居
た
に
同

じ
で
あ
る
。
甚
だ
し
き
は
、
か
つ
て
ニ
イ
チ
ェ
ズ
ム
の
名
が
、
本
能
主
義
や
享
楽
主
義
の
シ
ノ
ニ
ム
と
し

て
流
行
し
た
。
そ
れ
か
ら
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
は
、
三
角
関
係
の
恋
愛
や
情
死
者
等
を
揶
揄
し
て
ニ

イ
チ
ェ
ス
ト
と
呼
ん
だ
。

　
何
故
に
ニ
イ
チ
ェ
は
、
か
く
も
甚
だ
し
く
日
本
で
理
解
さ
れ
な
い
だ
ら
う
か
。
前
に
も
既
に
書
い
た
通

り
、
そ
の
理
由
は
ニ
イ
チ
ェ
が
難
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
メ
レ
ヂ
コ
フ
ス
キ
イ
だ
か
が
言
つ
た
や
う

に
、
ニ
イ
チ
ェ
の
読
者
は
、
イ
ン
テ
リ
の
中
で
の
最
上
層
に
生
活
し
て
居
る
読
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

日
本
の
イ
ン
テ
リ
は
、
欧
羅
巴
の
そ
れ
に
比
し
て
一
般
に
程
度
が
低
く
、
知
識
人
と
し
て
の
下
層
に
居
る
。

単
に
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
の
詩
人
や
文
学
者
は
、
一
般
に
言
つ
て
「
哲
学
す
る
精
神
」
を
所
有
し

て
居
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
ニ
イ
チ
ェ
を
日
本
の
理
解
か
ら
さ
ま
た
げ
て
る
最
も
根
本
の
原
因
で
あ
る
。

近
頃
日
本
の
文
壇
で
は
「
日
常
性
の
哲
学
」
と
い
ふ
こ
と
が
言
は
れ
て
居
る
が
、
元
来
文
学
者
の
生
活
に

は
、
常
に
「
哲
学
す
る
日
常
性
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
即
ち
ゲ
ー
テ
も
言
つ
て
る
や
う
に
、
詩
人
に
必
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要
な
も
の
は
哲
学
で
な
く
し
て
、
哲
学
す
る
精
神
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
デ
ル
タ
イ
は
言
ふ
。
真
の
意

味
の
哲
学
者
と
は
、
哲
学
を
学
問
す
る
人
の
こ
と
で
な
く
し
て
、
哲
学
す
る
精
神
を
気
質
し
、
且
つ
メ
タ

フ
ィ
ヂ
ッ
ク
を
直
覚
す
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
真
の
哲
学
者
と
は
、
所
謂
「
哲
学
者
」
の
謂
で
な
く

し
て
「
詩
人
」
の
謂
で
あ
る
。
詩
人
こ
そ
真
の
哲
学
者
で
あ
る
と
。
文
学
者
が
も
し
真
の
文
学
者
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
等
の
意
味
に
於
け
る
哲
学
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
文

壇
に
は
、
そ
の
哲
学
者
が
甚
だ
す
く
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
昔
か
ら
「
言
あ
げ
せ
ぬ
国
民
」
で
あ
り
、

思
考
し
た
り
哲
学
し
た
り
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
日
本
の
詩
人
は
、
芭
蕉
、
西
行
等
の
古
か
ら
、
大
正

昭
和
の
現
代
に
至
る
ま
で
、
皆
一
つ
の
極
つ
た
範
疇
を
持
つ
て
居
る
。
そ
の
範
疇
と
い
ふ
の
は
、
単
に
感

覚
や
気
分
だ
け
で
、
自
然
人
生
を
趣
味
的
に
観
照
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
詩
人
等
は
、
昔
か
ら
全
く
哲

学
す
る
精
神
を
欠
乏
し
て
居
る
。
そ
し
て
此
処
に
詩
人
と
言
ふ
の
は
、
小
説
家
等
の
文
学
者
一
般
を
も
包

括
し
て
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
ニ
イ
チ
ェ
は
詩
人
で
あ
る
。
何
よ
り
も
先
づ
詩
人
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
ポ
エ
ジ
イ
に
は
、
多

く
の
深
遠
な
思
想
や
哲
学
が
含
ま
れ
て
居
る
。
そ
の
内
容
を
理
解
し
得
な
い
で
は
、
ニ
イ
チ
ェ
の
詩
を
感

情
し
得
な
い
。
し
か
も
彼
の
思
想
や
哲
学
や
は
、
学
問
す
る
頭
脳
で
は
理
解
し
得
ず
、
哲
学
す
る
精
神
に

よ
つ
て
の
み
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
哲
学
す
る
精
神
を
欠
い
た
日
本
の
詩
人
や
文
学
者
に
と
つ
て
、
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ニ
イ
チ
ェ
が
不
可
解
な
の
は
当
然
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
の
詩
人
や
文
学
者
は
、
動
物
の
や
う
に
感

覚
が
よ
く
発
育
し
て
居
る
。
ど
ん
な
深
遠
な
美
の
秘
密
で
さ
へ
も
、
い
や
し
く
も
感
覚
さ
れ
る
限
り
に
於

て
、
す
ぐ
に
本
質
を
嗅
ぎ
つ
け
て
し
ま
ふ
。
彼
等
は
全
く
動
物
の
叡
智
を
持
つ
て
る
。
そ
の
不
可
思
議
な

独
特
の
叡
智
に
よ
つ
て
、
彼
等
は
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
を
嗅
ぎ
つ
け
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
を
嗅
ぎ
つ
け
、

象
徴
派
の
詩
を
嗅
ぎ
つ
け
、
自
然
主
義
の
文
学
を
嗅
ぎ
つ
け
た
。
し
か
し
流
石
に
そ
の
智
慧
だ
け
で
は
、

ニ
イ
チ
ェ
を
嗅
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
ニ
イ
チ
ェ
は
そ
の
哲
学
詩
人
と
し
て
の
本
領
の
外
に
、
純
粋
の
詩
人
と
し
て
の
抒
情
詩
を
書
い
て
居
る
。

し
か
し
抒
情
詩
人
と
し
て
の
ニ
イ
チ
ェ
に
は
、
僕
と
し
て
あ
ま
り
崇
敬
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
ゲ
ー
テ
も

言
ふ
如
く
、
詩
人
に
哲
学
す
る
精
神
は
必
要
だ
が
、
詩
に
哲
学
を
語
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
特
に
抒

情
詩
に
哲
学
は
禁
物
で
あ
る
。
ニ
イ
チ
ェ
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
禁
物
が
多
す
ぎ
る
為
、
詩
が
ま
る

で
理
窟
っ
ぽ
い
警
句
の
や
う
な
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
居
る
。
理
智
で
考
へ
な
が
ら
読
む
や
う
な
文
学

は
、
純
正
の
意
味
で
「
詩
」
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
流
石
に
そ
の
二
三
の
作
品
だ
け
は
、
ニ

イ
チ
ェ
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
珠
玉
の
絶
唱
で
、
世
界
文
学
史
上
に
も
特
記
さ
る
べ
き
名
詩
で
あ
る
。
特

に
「
今
は
秋
、
そ
の
秋
の
汝
の
胸
を
破
る
か
な
！
」
の
悲
壮
な
声
調
で
始
ま
つ
て
る
「
秋
」
の
詩
。
及
び
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鴉
等
は
鳴
き
叫
び

　
　
風
を
切
り
て
町
へ
飛
び
行
く

　
　
ま
も
な
く
雪
も
降
り
来
ら
む
　
　

　
　
今
尚
、
家
郷
あ
る
も
の
は 

幸  

福 

さ
い
は
ひ

な
る
か
な
。

　
の
初
聯
で
始
ま
る
「
寂
寥
」
の
如
き
詩
は
、
そ
の
情
感
の
深
く
悲
痛
な
る
こ
と
に
於
て
、
他
に
全
く
類

を
見
な
い
ニ
イ
チ
ェ
独
特
の
名
篇
で
あ
る
。
こ
れ
ら
僅
か
数
篇
の
名
詩
だ
け
で
も
、
ニ
イ
チ
ェ
は
抒
情
詩

人
と
し
て
一
流
の
列
に
入
り
得
る
だ
ら
う
。

　
ニ
イ
チ
ェ
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
対
す
る
関
係
は
、
新
約
全
書
の
旧
約
全
書
に
対
す
る
や
う
な
も

の
で
あ
る
。
だ
れ
も
知
る
通
り
、
旧
約
の
神
エ
ホ
バ
は
怒
と
復
讐
の
神
で
あ
り
、
新
約
の
神
は
愛
と
平
和

の
神
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
神
は
正
反
対
の
矛
盾
と
し
て
対
蹠
し
て
居
る
。
し
か
も
新
約
は
旧
約
の
続
篇

で
、
且
つ
両
者
の
精
神
を
本
質
的
に
共
通
し
て
居
る
。
ニ
イ
チ
ェ
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
於
け
る
場

合
も
、
要
す
る
に
ま
た
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
ニ
イ
チ
ェ
は
如
何
に
そ
の
師
匠
に
叛
逆
し
、
昔
の
先
生
を

「
老
い
た
る
詐
欺
師
」
と
罵
つ
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
や
は
り
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
変
貌
し
た
弟
子
に
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す
ぎ
な
い
。
彼
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
揚
棄
し
た
意
志
を
、
他
の
一
端
で
止
揚
し
た
ま
で
で
あ
る
。

あ
の
小
さ
な
狡
猾
さ
う
な
眼
を
し
た
、
梟
の
や
う
な
哲
学
者
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
、
彼
の
暗
い
洞
窟

の
中
か
ら
人
生
を
隙
見
し
て
、
無
限
の
退
屈
な
欠
伸
を
し
な
が
ら
、
厭
が
ら
せ
の
皮
肉
ば
か
り
を
言
ひ
続

け
た
。
一
方
で
あ
の
荒
鷲
の
や
う
な
ニ
イ
チ
ェ
は
、
も
つ
と
勇
敢
に
正
面
か
ら
突
撃
し
て
行
き
、
彼
の
師

匠
が
憎
悪
し
て
居
た
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の H

om
o 

と
現
象
に
対
し
て
復
讐
し
た
。
言
は
ば
ニ
イ
チ
ェ
は
、

師
匠
の
仇
敵
を
討
つ
た
勇
士
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
文
部
省
の
教
科
書
で
も
、
ニ
イ
チ
ェ
は
大
に
賞
頌

し
て
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
最
後
に
、
僕
自
身
の
こ
と
を
話
さ
う
。
僕
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
僕
の
第
二

詩
集
「
青
猫
」
は
、
そ
の
惑
溺
の
最
中
に
書
い
た
抒
情
詩
の
集
編
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
あ
の
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
エ
ル
化
し
た
小
乗
仏
教
の
臭
気
や
、
性
慾
の
悩
み
を
訴
へ
る
厭
世
哲
学
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
や
が
、

集
中
の
詩
篇
に
芬
々
と
し
て
居
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
僕
は
、
そ
れ
よ
り
も
尚
多
く
の
も
の
を
ニ
イ
チ

ェ
か
ら
学
ん
だ
。
ニ
イ
チ
ェ
は
正
し
く
僕
の
「
先
生
」
で
あ
る
。
だ
が
僕
の
学
ん
だ
部
屋
は
、
主
と
し
て

ニ
イ
チ
ェ
の
心
理
学
教
室
で
あ
つ
た
。
形
而
上
学
者
と
し
て
の
ニ
イ
チ
ェ
、
倫
理
学
者
と
し
て
の
ニ
イ
チ

ェ
、
文
明
批
判
家
と
し
て
の
ニ
イ
チ
ェ
に
は
、
僕
と
し
て
追
跡
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
換
言
す
れ
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ば
、
僕
は
権
力
主
義
者
で
も
な
く
、
英
雄
主
義
者
で
も
な
く
、
況
ん
や
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
の
弟
子
で
も
な

い
。
僕
は
「
心
理
学
」
と
「
文
学
」
だ
け
を
彼
に
学
ん
だ
。
僕
の
他
の
教
師
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
ポ
オ
や

ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
や
か
ら
、
丁
度
そ
の
同
じ
学
科
だ
け
を
学
ん
だ
や
う
に
。

　
元
来
、
僕
は
気
質
的
に
デ
カ
ダ
ン
ス
を
傾
向
し
た
人
間
で
あ
る
。
僕
が
ポ
オ
や
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ

に
牽
引
さ
れ
る
の
も
、
つ
ま
り
は
彼
等
の
中
に
、
異
常
性
格
者
的
な
デ
カ
ダ
ン
ス
が
あ
る
た
め
に
外
な
ら

な
い
。
僕
の
や
う
な
人
間
が
、
も
し
自
然
の
ま
ま
の
傾
向
で
惰
力
し
て
行
つ
た
ら
、
お
そ
ら
く
辻
潤
や
高

橋
新
吉
の
や
う
な
本
格
的
の
ダ
ダ
イ
ス
ト
に
な
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
そ
れ
が
幸
ひ
（
だ
か
不
幸
だ
か
知

ら
な
い
が
）
一
つ
の
昂
然
た
る
貴
族
的
精
神
に
よ
つ
て
、
今
日
ま
で
埋
没
か
ら
救
は
れ
て
る
の
は
、
ひ
と

へ
に
全
く
ニ
イ
チ
ェ
か
ら
学
ん
だ
訓
育
の
為
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
事
が
、
僕
の
ニ
イ
チ
ェ
か
ら
受
け

た
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
「
全
体
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
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