
教育と文芸
――明治四十四年六月十八日長野県会議事院において――

夏目漱石
青空文庫





　
私
は
思
い
が
け
な
く
前
か
ら
当
地
の
教
育
会
の
御
招
待
を
受
け
ま
し
た
。
凡およ
そ
一
カ
月
前
に
御
通
知
が

あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
、
そ
の
時
に
な
っ
て
見
な
け
れ
ば
、
出
ら
れ
る
か
出
ら
れ
ぬ
か
分
ら
ぬ
た
め
に
、

直すぐ
に
お
答
を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、 

御 

懇 

切 

ご
こ
ん
せ
つ

の
御
招
待
で
す
か
ら
義
理
に
も
と

思
い
ま
し
て
体
だ
け
出
懸か
け
て
参
り
ま
し
た
。
別
に
面
白
い
お
話
も
出
来
ま
せ
ん
、
前ぜん
申
し
た
通
り
体
だ

け
義
理
に
も
と
出
か
け
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
私
の
や
る
演
題
は
こ
う
い
う
教
育
会
の
会
場
で
の
経
験
が
な
い
の
で
こ
ま
り
ま
し
た
。
が
、
名
が
教
育

会
で
あ
る
し
、
引
受
け
る
私
は
文
学
に
関
係
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
と
文
芸
と
い
う
事
に
す
る
が

能よ
い
と
思
い
ま
し
て
、
こ
う
い
う
題
に
し
ま
し
た
。
こ
の
教
育
と
文
芸
と
い
う
の
は
、
諸
君
が
主
で
あ
る

か
ら
ま
げ
て
教
育
を
さ
き
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
よ
く
誤
解
さ
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ん
な
事
が
あ
っ
て
は
済
み
ま
せ
ん
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
注
意

を 

申  

述 

も
う
し
の

べ
て
置
き
ま
す
。
教
育
と
い
え
ば
お
も
に
学
校
教
育
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
今
私
の

教
育
と
い
う
の
は
社
会
教
育
及
お
よ
び家
庭
教
育
ま
で
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
私
の
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
文
芸
は
文
学
で
あ
る
、
日
本
に
お
け
る
文
学
と
い
え
ば
先まず
小
説 

戯  

曲 

ぎ
き
ょ
く

で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
順
序
は
矛
盾
し
ま
し
た
が
、
広
義
の
教
育
、
殊
に
、
徳
育
と
そ
れ
か
ら
文
学
の
方
面
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殊
に
、
小
説
戯
曲
と
の
関
係
連
絡
の
状
態
に
つ
い
て
お
話
致
し
ま
す
。
日
本
に
お
け
る
教
育
を
昔
と
今
と

に
区
別
し
て
相あい
比
較
す
る
に
、
昔
の
教
育
は
、
一
種
の
理
想
を
立
て
、
そ
の
理
想
を
是
非
実
現
し
よ
う
と

す
る
教
育
で
あ
る
。
し
こ
う
し
て
、
そ
の
理
想
な
る
も
の
が
、
忠
と
か
孝
と
か
い
う
、
一
種
抽
象
し
た
概

念
を
直ただ
ち
に
実
際
と
し
て
、
即
ち
、
こ
の
世
に
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
理
想
と
さ
せ
た
、
即
ち

孔
子
を
本
家
ほ
ん
け
と
し
て
、
全
然
そ
の
通
り
に
な
ら
な
く
と
も
と
に
か
く
そ
れ
を
目
あ
て
と
し
て
行
く
の
で
あ

り
ま
す
。

　
な
お
委くわ
し
く
い
い
ま
す
と
聖
人
と
い
え
ば
孔
子
、
仏
ほ
と
けと
い
え
ば
釈
迦
し
ゃ
か
、
節
婦
せ
っ
ぷ
貞
女
忠
臣
孝
子
は
、
一
種

の
理
想
の
固かた
ま
り
で
、
世
の
中
に
あ
り
得
な
い
ほ
ど
の
、
理
想
を
以
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
親
が
、

子
供
の
い
う
事
を
聞
か
ぬ
時
は
、
二 
十 

四 

孝 
に
じ
ゅ
う
し
こ
う

を
引
き
出
し
て
子
供
を
戒
い
ま
しめ
る
と
、
子
供
は 

閉  

口 

へ
い
こ
う

す
る

と
い
う
よ
う
な
風
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
昔
は
上
の
方
に
は
束
縛
が
な
く
て
、
上
の
下
に
対
す
る
束
縛
が

あ
る
、
こ
れ
は
能よ
く
な
い
、
親
が
子
に
対
す
る
理
想
は
あ
る
が
子
が
親
に
対
す
る
理
想
は
な
か
っ
た
。
妻

が
夫
に
臣
が
君
に
対
す
る
理
想
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
即
ち
忠
臣
貞
女
と
か
い
う
が
如
き
も
の
を
完
全
な

も
の
と
し
て
孝
子
は
親
の
事
、
忠
臣
は
君
の
事
、
貞
女
は
夫
の
事
を
ば
か
り
考
え
て
い
た
。
誠
に
え
ら
い

も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
科
学
的
精
神
が
乏
し
か
っ
た
た
め
で
、
そ
の
理
想
を
批
評
せ
ず
吟
味
ぎ
ん
み
せ
ず
に

こ
れ
を
行
お
こ
なっ
て
行い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
昔
は
階
級
制
度
が
厳
し
い
た
め
に
過
去
の
英
雄
豪
傑
は
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非
常
に
え
ら
い
人
の
よ
う
に
見
え
て
、
自
分
よ
り
上
の
人
は
非
常
に
え
ら
く
か
つ
古
人
が
世
の
中
に
存
在

し
得
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
た
め
、
ま
た
、
一
ひ
と
つは
所
が
隔へだ
た
っ
て
い
て
目ま
の
あ
た
り
見
な
れ
ぬ
た
め
に

遠
隔
の
地
の
人
の
こ
と
は
非
常
に
誇
大
こ
だ
い
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
今
は
交
通
が
便
利
で
あ
る
た
め

に
そ
ん
な
事
が
な
い
、
私
な
ど
も
あ
ま
り
飛
び
出
さ
な
い
と
大
家
た
い
か
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
当
時
は
理
想
を
目
前
に
置
き
、
自
分
の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
一
種
の
感
激
を
前
に
置
い
て
や
る

か
ら
、
一
種
の
感
激
教
育
と
な
り
ま
し
て
、
知
の
方
は
主
で
な
く
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
う
よ

う
な  

情    

緒  

じ
ょ
う
し
ょ

の
教
育
で
あ
り
ま
し
た
。
な
ん
で
も
出
来
る
と
思
う
、 

精  

神  

一  

到 

せ
い
し
ん
い
っ
と
う  

何    

事  

な
に
ご
と
か  

不    

な
ら
ざ
ら

成  ん
と
い
う
よ
う
な
事
を
、
事
実
と
思
っ
て
い
る
。
意
気
天
を
衝つ
く
。
怒
髪
ど
は
つ
天
を
つ
く
。
炳へい
と
し
て 

日  

じ
つ
げ

月 つ 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

と
い
う
如
き
、
こ
う
い
う
詞
こ
と
ばを
古
人
は
盛
さ
か
んに
用
い
た
。
感
激
的
と
い
う
の
は
こ
ん
な 

有  

様 

あ
り
さ
ま

で
情
緒
的
教
育
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
一
般
の
人
の
生
活
状
態
も
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
努
力
主
義
で
あ
り

ま
し
た
。
そ
う
い
う
教
育
を
受
け
る
者
は
、
前
の
よ
う
な
有
様
で
あ
り
ま
す
が
社
会
は
如ど
何う
か
と
い
う
と
、

非
常
に
厳
格
で
少
し
の
あ
や
ま
ち
も
許
さ
ぬ
と
い
う
よ
う
に
な
り
、
少
し
く
申
訳
が
な
け
れ
ば
坊
主
ぼ
う
ず
と
な

り
切
腹
す
る
と
い
う
感
激
主
義
で
あ
っ
た
、
即
ち
社
会
の
本
能
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
、

大
体
よ
り
こ
れ
が
日
本
の
主
眼
と
す
る
所
で
あ
り
ま
し
た
、
そ
れ
が
明
治
に
な
っ
て
非
常
に
異
こ
と
なっ
て
き
ま

し
た
。
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四
十
余
年
間
の
歴
史
を
見
る
と
、
昔
は
理
想
か
ら  

出    

立  

し
ゅ
っ
た
つ

し
た
教
育
が
、
今
は
事
実
か
ら
出
発
す
る

教
育
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
、
事
実
か
ら
出
発
す
る
方
は
、
理
想
は
あ
る
け
れ
ど
も
実
行
は

出
来
ぬ
、
概
念
的
の
精
神
に
依
っ
て
人
は
成
立
す
る
者
で
な
い
、
人
間
は 

表  

裏 

ひ
ょ
う
り

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
、
社
会
も
己
お
の
れも
教
育
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
は
公こう
で
も
私し
で
も
何
で
も
皆
孝
で
押
し
通
し
た
も
の

で
あ
る
が
今
は
一
面
に
孝
が
あ
れ
ば
他
面
に
不
孝
が
あ
る
も
の
と
し
て
や
っ
て
行
く
。
即
ち
昔
は
一
元
的
、

今
は
二
元
的
で
あ
る
、
す
べ
て
孝
で
貫
き
忠
で
貫
く
事
は
で
き
ぬ
。
こ
れ
は
想
像
の
結
果
で
あ
る
。
昔
の

感
激
主
義
に
対
し
て
今
の
教
育
は
そ
れ
を
失
わ
す
る
教
育
で
あ
る
、
西
洋
で
は
迷
ま
よ
いよ
り
覚
め
る
と
い
う
、

日
本
で
は
意
味
が
違
う
が
、
ま
あ
デ
ィ
ス
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
、
さ
め
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ

昔
は
そ
ん
な
風
で
あ
っ
た
か
。
話
は
余
談
に
入
る
が
、
独
逸
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
が
概
念
を
作
っ
て
定
義
を
作
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
巡
査
の
概
念
と
し
て
白
い
服
を
着
て
サ
ー
ベ
ル
を
さ
し
て
い
る
と
き
め
る
と
一

面
に
は
巡
査
が
和
服
で
兵
児
帯

へ
こ
お
び

の
こ
と
も
あ
る
か
ら
概
念
で
き
め
て
し
ま
う
と
窮
屈
に
な
る
。
定
義
で
き

め
て
し
ま
っ
て
は
世
の
中
の
事
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と 

仏  

国 
ふ
つ
こ
く

の
学
者
は
い
う
て
い
る
。

　
物
は
常
に
変
化
し
て
行
く
、
世
の
中
の
事
は
常
に
変
化
す
る
、
そ
れ
で
孔
子
と
い
う
概
念
を
き
め
て
こ

れ
を
理
想
と
し
て
や
っ
て
来
た
も
の
が
後
に
こ
れ
が
間
違
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
悟さと
る
と
い
う
よ
う
な

場
合
も
出
来
て
来
る
。
こ
う
い
う
変
化
は
な
ぜ
起
っ
た
か
、
こ
れ
は
物
理
化
学 

博  

物 

は
く
ぶ
つ

な
ど
の
科
学
が
進
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歩
し
て
物
を
よ
く
見
て
、
研
究
し
て
見
る
。
こ
う
い
う
科
学
的
精
神
を
、
社
会
に
も
応
用
し
て
来
る
。
ま

た
階
級
も
な
く
な
る
交
通
も
便
利
に
な
る
、
こ
う
い
う
色
々
な
事
情
か
ら
つ
い
に
今
日
の
如
き
思
想
に
変

化
し
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
道
徳
上
の
事
で
、
古
人
の
少
し
も
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
今
の
人
は
よ
ほ
ど
許
容
す
る
、 

我  

儘 

わ
が
ま
ま

を
も
許
す
、
社
会
が
ゆ
る
や
か
に
な
る
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

道
徳
的
価
値
の
変
化
と
い
う
事
が
出
来
て
来
た
。
即

ち
自
分
と
い
う
も
の
を
発
揮
し
て
そ
れ
で
短
所
欠
点
悉
こ
と
ご
とく
あ
ら
わ
す
事
を
な
ん
と
も
思
わ
な
い
。
そ
し
て

無
理
の
事
が
な
く
な
る
。
昔
は 

負  

惜 

ま
け
お
し

み
を
し
た
も
の
だ
、
残
酷
な
事
も
忍
ん
だ
も
の
だ
。
今
は
そ
れ
が

段
々
な
く
な
っ
て
、
自
分
の
弱
点
を
そ
れ
ほ
ど
恐
れ
ず
に
世
の
中
に
出
す
事
を
何
と
も
思
わ
な
い
。
そ
れ

で
古
い
に
し
えの
人
の
弊へい
は
ど
ん
な
事
か
と
い
う
と
、
多
少
偽
い
つ
わ
りの
点
が
あ
り
ま
し
た
。
今
の
人
は
正
直
で
自
分
を
偽

ら
ず
に
現
わ
す
、
こ
う
い
う
風
で
寛
容
的
精
神
が
発
達
し
て
来
た
。
し
こ
う
し
て
社
会
も
ま
た
こ
れ
を
容い

れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
は 

一  

遍 

い
っ
ぺ
ん

社
会
か
ら
葬
ほ
う
むら
れ
た
者
は
、
容
易
に
恢
復
す
る
事
が
出
来
な
か

っ
た
が
、
今
日
で
は
人
の
噂
も
七
十
五
日
と
い
う
如
く
寛
大
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
社
会
の
制
裁
が

弛ゆる
ん
だ
と
い
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
一
方
か
ら
い
い
ま
し
た
な
ら
ば
、
事
実
に
そ
う
い
う
欠
点
の
あ
り
得

る
事
を
二
元
的
に
認
め
て
、
こ
れ
に
寛
容
的
の
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

無
理
が
な
く

な
り
、
概
念
の
束
縛
が
な
く
な
り
、
事
実
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
ス
パ
ル
タ
の
教
育
に
、
狐
を
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隠
し
て
そ
の
狐
が
自
分
の
腸
は
ら
わ
たを
え
ぐ
り
出
し
て
も
、
な
お
黙
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
今
は
そ

う
い
う 

痩 

我 

慢 

や
せ
が
ま
ん

は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
今
の
教
育
の
結
果
は
自
分
の
特
点
を
も
露
骨
に
正
直
に

人
の
前
に
現
わ
す
事
を
非
常
な
る 

恥  

辱 

ち
じ
ょ
く

と
は
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
事
実
と
い
う
第
一
の
物

が
一
元
的
で
な
い
と
い
う
事
を
予
あ
ら
か
じめ
許
す
か
ら
で
あ
る
。
私
の
家
へ
よ
く
若
い
者
が
訪
ね
て
参
り
ま
す
が

そ
の
学
生
が
帰
っ
て
手
紙
を
寄
こ
す
。
そ
の
中
に
あ
な
た
の
家
を
訪
ね
た
時
に
思
い
き
っ
て
這は
入い
ろ
う
か

イ
ヤ
這
入
る
ま
い
か
と
暫
く  

躊    

躇  

ち
ゅ
う
ち
ょ

し
た
、
な
る
べ
く
な
ら
お
留
守
で
あ
れ
ば
よ
い
、
更
に
逢
わ
ぬ
と

い
っ
て
く
れ
れ
ば
可よ
い
と
思
っ
た
と
い
う
よ
う
な
露
骨
な
事
が
書
い
て
あ
る
。
昔
私
ら
の
書
生
の
頃
に
は
、

人
を
訪
問
し
て
い
な
け
れ
ば
可
い
が
と
思
う
て
も
そ
う
い
う
事
を
そ
の
人
の
前
に
告
白
す
る
よ
う
な
正
直

な
実
際
的
な
事
は
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
痩
我
慢
を
し
て
実
は
堂
々
た
る
も
の
の
如
く
装
よ
そ
おっ
て
人
の

前
に
も
こ
れ
を  

吹    

聴  

ふ
い
ち
ょ
う

し
た
の
で
あ
る
。
感
激
的
教
育
概
念
に
囚
と
ら
われ
た
る
薫
化
く
ん
か
が
こ
う
い
う
不
正
直
な

痩
我
慢
的
な
人
間
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
一
方
文
学
を 

攷  

察 

こ
う
さ
つ

し
て
見
ま
す
る
に
こ
れ
を 

大  

別 
た
い
べ
つ

し
て
ロ
ー
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
、
ナ
チ
ュ
ラ
リ

ズ
ム
の
二
種
類
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
前
者
は
適
当
の
訳
字
が
な
い
た
め
に
私
が
作
っ
て
浪
漫
主
義
と

し
て
置
き
ま
し
た
が
、
後
者
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
は
自
然
派
と
称
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
両
者
を
前
に
申

述
べ
た
教
育
と
対
照
い
た
し
ま
す
と
、
ロ
ー
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
、
昔
の
徳
育
即
ち
概
念
に
囚
れ
た
る
教
育
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と
、
特
徴
を
同
お
な
じ
ゅう
し
、
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
現
今
の
事
実
を
主
と
す
る
教
育
と
、
相
通かよ
う
の
で
あ
り
ま
す
。

以
前
文
芸
は
道
徳
を  

超    

絶  

ち
ょ
う
ぜ
つ

す
る
と
い
う
議
論
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
論
じ
た
大
家
も
あ
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
大
お
お
いな
る
間
違
で
、
な
る
ほ
ど
道
徳
と
文
芸
は
接
触
し
な
い
点
も
あ
る
け
れ
ど

も
、
大
部
分
は  

相    

連  
あ
い
つ
ら
な

っ
て
い
る
。
た
だ
僅
か
に
倫
理
と
芸
術
と
両
立
せ
な
い
で
、
ど
ち
ら
か
を
捨
て

ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
私
が
こ
の
机
を
推
し
て
い
る
、
何い
時つ
し
か
こ
の
机

と
共
に
落
ち
た
と
し
ま
す
。
こ
の
落
ち
た
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
諸
君
は
必
ず
笑
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。

し
か
し
倫
理
的
に
申
し
た
な
ら
ば
、
人
が
落
ち
た
と
い
う
に
笑
う
は
ず
が
な
い
、
気
の
毒
だ
と
い
う
同
情

が
あ
っ
て
然しか
る
べ
き
で
あ
る
、
殊
に
私
の
よ
う
な
招
か
れ
て
来
た
者
に
対
す
る
礼
儀
と
し
て
も
笑
う
の
は

倫
理
的
で
な
い
事
は
明
あ
き
ら
かで
あ
る
。
け
れ
ど
も
笑
う
と
い
う
事
と
、
気
の
毒
だ
と
思
う
事
と
、
ど
ち
ら
か
捨

て
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
、
滑
稽
趣
味
の
上
に
こ
れ
を
観
賞
す
る
は
、
一
種
の
芸
術
的
の
見
方
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
私
が
、 

脳 

振 

盪 

の
う
し
ん
と
う
を
起
し
て
倒
れ
た
と
す
れ
ば
、
諸
君
の
笑
わ
ら
いは
必
ず
倫
理
的
の
同
情
に
変
ず
る

に
違
い
あ
り
ま
す
ま
い
。
こ
う
い
う
風
に
或
程
度
ま
で
芸
術
と
倫
理
と
相
離
る
る
部
分
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

最
後
ま
た
は
根
柢
に
は
倫
理
的
認
容
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
小
説
戯
曲
の
材
料
は

七
分
ま
で
、
徳
義
的
批
判
に
訴
え
て 

取  

捨  

選  

択 

し
ゅ
し
ゃ
せ
ん
た
く

せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
恋
を
描
く
に
ロ
ー
マ
ン

主
義
の
場
合
で
は
途
中
で
、
単
に
顔
を
合
せ
た
ば
か
り
で
直す
ぐ
に
恋
情
が
成
立
ち
、
こ
の
た
め
に
盲
目
に
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な
っ
た
り
、
跛
足
に
な
っ
た
り
し
て
、 

煩  

悶  

懊  

悩 

は
ん
も
ん
お
う
の
う

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
ん

な
事
実
は
、
実
際
あ
り
得
な
い
事
で
あ
る
。
其そ
処こ
が
感
激
派
の
小
説
で
、
或ある
情
緒
を
誇
大
し
て
、
即
ち
抽

象
的
理
想
を
具
体
化
し
た
よ
う
な
も
の
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
事
実
か
ら
は
遠
い
け
れ
ど
感
激

は
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ロ
ー
マ
ン
チ
ッ
ク
の
道
徳
は
何
と
な
し
に
対
象
物
を
し
て
大
き
く
偉
く
感
じ
さ
せ
る
。
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ

ム
の
道
徳
は
、
自
己
の
欠
点
を
暴
露
さ
せ
る
正
直
な
可
愛
ら
し
い
所
が
あ
る
。

　
ロ
ー
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
芸
術
は
情
緒
的
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
人
を
し
て
偉
く
大
き
く
思
わ
せ
る
し
、
ナ

チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
芸
術
は
理
智
的
で
、
正
直
に
実
際
を
思
わ
し
め
る
。
即
ち
文
学
上
か
ら
見
て
ロ
ー
マ
ン

チ
シ
ズ
ム
は
偽
い
つ
わ
りを
伝
え
る
が
ま
た
人
の
精
神
に
偉
大
と
か 

崇  

高 

す
う
こ
う

と
か
の
現
象
を
認
め
し
め
る
か
ら
、
人

の
精
神
を
未
来
に
結
合
さ
す
る
。
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
材
料
の
取
扱
い
方
が
正
直
で
、
ま
た
現
在
の
事

実
を
発
揮
さ
す
る
こ
と
に
勉つと
む
る
か
ら
、
人
の
精
神
を
現
在
に
結
合
さ
す
る
、
例
え
ば
人
間
を
始
め
か
ら

不
完
全
な
物
と
見
て
人
の
欠
点
を
評
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
、
己
お
の
れ以
上
の
偉
大
な

る
も
の
を
材
料
と
し
て
取
扱
う
か
ら
、
感
激
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
材
料
が
読
む
者
聞
く
者
に
は
全

く
、  

没  

交  

渉  

ぼ
つ
こ
う
し
ょ
う

で
印
象
に
ヨ
ソ
ヨ
ソ
し
い
所
が
あ
る
、
こ
れ
に
引
き
換
え
て
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
如

何
に
汚
い
下
ら
な
い
も
の
で
も
、
自
分
と
い
う
も
の
が
そ
の
鏡
に
写
っ
て
何
だ
か
親
し
く
し
み
じ
み
と
感か
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得 
ん
と
く
せ
し
め
る
。
能よ
く
能
く
考
え
て
見
る
と
人
と
い
う
も
の
は
、
平
時
に
お
い
て
は
軽
微
の
程
度
に
お
け

る
ロ
ー
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
主
張
者
で
、
或
者
を
批
評
し
た
り
要
求
す
る
に
自
己
の
力
以
上
の
も
の
を
以
て

し
て
い
る
。

　
一
体
人
間
の
心
は
自
分
以
上
の
も
の
を
、 

渇  

仰 

か
つ
ご
う

す
る
根
本
的
の
要
求
を
持
っ
て
い
る
、
今
日
よ
り
は

明
日
に
一
部
の
望
み
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
自
分
よ
り
豪えら
い
も
の
自
分
よ
り
高
い
も
の
を
望
む
如
く
、
現

在
よ
り
も
将
来
に  
光    
明  
こ
う
み
ょ
う

を
発
見
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
如
く
ロ
ー
マ
ン
チ
シ
ズ
ム

の
思
想
即
ち
一
の
理
想
主
義
の
流
れ
は
、
永
久
に
変
る
こ
と
な
く
、
深
く 

人  

心 

じ
ん
し
ん

の
奥
底
に
永なが
き
生
命
を

有
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
文
学
は
永
久
に
生
存
の
権
利
を
有
し
て
お
り

ま
す
。
人
心
の
こ
の
響
き
に
触
れ
て
い
る
限
り
、
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
思
想
は
永
久
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
道
徳
は
前
述
の
如
く
、
寛
容
的
精
神
に
富
ん
で
い
る
。
事
実

を
事
実
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
を
描
い
た
も
の
が
、
真
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
文
学
で
あ
る
。
自
己
解
剖
、

自
己
批
判
、
の
傾
向
が
段
々
と
人
心
の
間
に
広
ま
り
つ
つ
あ
り
、
精
神
が
極
め
て
平
民
的
に
、
換
言
す
れ

ば
平
凡
的
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
人
間
ら
し
い
所
の
写
実
を
す
る
の
が
自
然
主
義
の
特

徴
で
、
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
人
間
以
上
自
己
以
上
、
殆
ん
ど
望
ん
で
得
べ
か
ら
ざ
る
ほ
ど
の
人
物
理
想
を
描

い
た
の
に
対
し
て
極
め
て
通
常
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
、
そ
の
ま
ま
と
い
う
所
に
重
き
を
置
い
て
世
態
せ
た
い
を
あ
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り
の
ま
ま
に
欠
点
も
、
弱
点
も
、 

表  

裏 

ひ
ょ
う
り

と
も
に
、
一
元
に
あ
ら
ぬ
二
元
以
上
に
わ
た
っ
て
実
際
を
描
き

出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
カ
ー
ラ
イ
ル
の
英
雄
崇
拝
的
傾
向
の
欲
求
が
永
久
に
存
在
す
る
事
は
前
述

の
通
り
で
あ
る
が
今
は
こ
れ
に
多
少
の
変
化
を
来き
た
し
た
と
い
う
訳
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
か
く
自
然
主
義
の
道
徳
文
学
の
た
め
に
、
自
己
改
良
の
念
が
浅
く
向
上
渇
仰
の
動
機
が
薄
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
必
ず
あ
る
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
慥
た
し
かに
欠
点
で
あ
り
ま
す
。

　
従
っ
て
現
代
の
教
育
の
傾
向
、
文
学
の
潮
流
が
、
自
然
主
義
的
で
あ
る
た
め
に
ボ
ツ
ボ
ツ
そ
の
弊
害
が

表
わ
れ
て
、
日
本
の
自
然
主
義
と
い
う
言
辞
は
甚
だ
し
く
卑いや
し
む
べ
き
も
の
に
な
っ
て
来
た
。
け
れ
ど
も

こ
れ
は
間
違
で
あ
る
。
自
然
主
義
は
そ
ん
な
非
倫
理
的
な
も
の
で
は
な
い
、
自
然
主
義
そ
の
も
の
は
日
本

の
文
学
の
一
部
に
表
わ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
単
に
彼
ら
は
そ
の
欠
点
の
み
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

前
に
も
言
っ
た
通
り
如
何
に
文
学
と
い
え
ど
も
決
し
て
倫
理
範
囲
を
脱
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
少
く

も
、
倫
理
的
渇
仰
の
念
を
何
所
い
ず
こ
に
か
萌きざ
さ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
人
間
の
心
の
底
に
永
久
に
、
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
英
雄
崇
拝
的
情
緒
的
の
傾
向
の
存
す
る
限
り
、
こ
の
心

は
永
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
全
く
無
視
し
て
、
人
間
の
弱
点
ば
か
り
を
示
す
の
は
、
文
学
と
し

て
の
真
価
を
有
す
る
も
の
で
な
い
、
片
輪
か
た
わ
な 

出 

来 

損 

で
き
そ
こ
な

い
の
芸
術
で
あ
り
ま
す
。
如
何
に
人
間
の
弱
点
を

書
い
た
も
の
で
も
、
そ
の
弱
点
の
全
体
を
読
む
内
に
何
処
い
ず
こ
に
か
こ
れ
に
対
す
る
悪
感
お
か
ん
と
か
、
あ
る
い
は
別
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に
倫
理
的
の
要
求
と
か
が
読
者
の
心
に
萌も
え
出い
づ
る
よ
う
な
文
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
人
心
の

自
然
の
要
求
で
、
芸
術
も
ま
た
こ
の
範
囲
に
あ
る
。
今
の
一
部
の
小
説
が
人
に
嫌きら
わ
れ
る
は
、
自
然
主
義

そ
の
も
の
の
欠
点
で
な
く
取
扱
う
同
派
の
文
学
者
の
失
敗
で
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

過
去
の
極
端
な
る
ロ
ー
マ
ン
主

義
の
反
動
で
あ
り
ま
す
。
反
動
は
正
動
よ
り
も 

常  

規 

じ
ょ
う
き

を
逸
す
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
反
動
と
し
て
多
少

こ
の
間かん
の
消
息
を
諒
り
ょ
うと
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
さ
て
自
然
主
義
は
遠
慮
な
く
事
実
そ
の
ま
ま
を
人
の
前
に
暴
露
し
、
ま
た
は
描
き
出
す
た
め
種
々
な
る

欠
点
を
生
ず
る
に
至
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
救
う
は
過
去
の
ロ
ー
マ
ン
主
義
を
復
興
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、

新
ロ
ー
マ
ン
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
興おこ
す
に
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
新
ロ
ー
マ
ン
主
義
と
い
う
も
、
全

く
以
前
の
ロ
ー
マ
ン
主
義
と
は
別
物
で
あ
る
。
凡およ
そ
歴
史
は
繰
返
す
も
の
な
り
と
い
う
け
れ
ど
も
、
歴
史

は
決
し
て
繰
返
さ
ぬ
の
で
あ
る
、
繰
返
す
と
い
う
の
は
間
違
で
あ
る
。
如
何
な
る
場
合
に
も
後
戻
り
を
す

る
こ
と
な
く
前
へ
前
へ
と
走
っ
て
い
る
。

　
教
育
及
び
文
芸
と
て
も
、
自
然
主
義
に
弊
害
が
あ
る
か
ら
と
て
、
昔
に
は
戻
ら
ぬ
。
も
し
戻
っ
て
も
そ

れ
は
全
く
新
な
る
形
式
内
容
を
有
す
る
も
の
で
、 

浅  
薄 

せ
ん
ぱ
く

な
る
観
察
者
に
は
昔
時
せ
き
じ
に
戻
り
た
る
感
じ
を
起

さ
せ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
こ
う
し
て
自
然
主
義
に
反
動
し
た
も
の
と

す
る
な
ら
ば
、
新
ロ
ー
マ
ン
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
自
然
主
義
対
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
最
後
に
生
ず
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る
は
ず
で
あ
る
。
新
ロ
ー
マ
ン
主
義
と
い
う
と
も
決
し
て
、
昔
の
ロ
ー
マ
ン
主
義
に
返
っ
た
の
で
は
な
い
、

全
く
別
物
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
即
ち
新
ロ
ー
マ
ン
主
義
は
、
昔
時
の
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
よ
う
に
空
想
に
近
い
理
想
を
立
て
ず
に
、
程
度

の
低
い
実
際
に
近
い
達
成
し
得え
ら
る
る
目
的
を
立
て
て
、
や
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
社
会
は
常
に
、
二
元

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
調
和
は
時
と
場
所
に
依
り
、
そ
の
要
求
に
応
じ
て
二
者
が
適
宜
に  

調    

諧  

ち
ょ
う
か
い

し
て
、
甲
の
場
合
に
は
自
然
主
義
六
分
ロ
ー
マ
ン
主
義
四
分
と
い
う
よ
う
に
時
代
及
び
場
所
の
要
求
に
伴
と
も
の

う
て
、
両
者
の
完
全
な
る
調
和
を
保
つ
所
に
、
新
ロ
ー
マ
ン
主
義
を
認
め
る
。
将
来
は
こ
う
な
る
事
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

　
昔
の
感
激
的
の
教
育
と
、
当
時
の
情
緒
的
な
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
文
芸
と
今
の
科
学
上
の
真しん
を
重
ん
ず
る

教
育
主
義
と
、
空
想
的
な
ら
ざ
る
自
然
主
義
の
文
芸
と
、  

相    

連  

あ
い
つ
ら
な

っ
て
両
者
の
変
遷
及
び
関
係
が
明
瞭

に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
人
心
に
向
上
の
念
が
あ
る
以
上
、
永
久
に
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
存
続
を

認
む
る
と
共
に
、
総すべ
て
の
真
に
価
値
を
発
見
す
る
自
然
主
義
も
ま
た
充
分
な
る
生
命
を
存
し
て
、
こ
の
二

者
の
調
和
が
今
後
の
重おも
な
る
傾
向
と
な
る
べ
き
も
の
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
近
頃
教
育
者
に
は
文
学
は
い
ら
ぬ
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
自
分
の
今
ま
で
の
お
話
は
全
く
教
育
に
関

係
が
な
い
と
い
う
事
が
出
来
ぬ
。
現
時
の
教
育
に
お
い
て
小
学
校
中
等
学
校
は
ロ
ー
マ
ン
主
義
で
大
学
な
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ど
に
至
っ
て
は
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
主
義
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
二
者
は
密
接
な
る
関
係
を
有
し
て
、
二
つ
で

あ
る
け
れ
ど
も
つ
ま
り
は
一
つ
に
重かさ
な
る
も
の
と
見
て
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
前ぜん
申
し
た
通
り

文
学
と
教
育
と
は
決
し
て
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
文
責
記
者
に
あ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
四
、
七
、
一
『
信
濃
教
育
』
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