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植
村
諦
君
の
詩
集
「
異
邦
人
」
は
、
近
頃
読
ん
だ
も
の
の
う
ち
で
、
感
銘

深
い
も
の
の
一
つ
だ
っ
た
。

　
植
村
君
の
詩
は
、
詩
と
し
て
上
手
な
も
の
で
は
な
い
。
言
語
の
駆
使
、
イ

メ
ー
ジ
の
喚
起
な
ど
、
普
通
の
作
詩
法
的
技
巧
に
お
い
て
、
苦
心
の
足
り
な

い
所
が
な
い
で
も
な
い
。
然
し
、
そ
う
い
う
技
巧
を
超
越
し
て
、
簡
明
率
直

に
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
独
特
の
リ
ズ
ム
と
清
澄
統
一
が
獲
得
さ
れ
て
い

る
。
殊
に
嬉
し
い
の
は
、
作
者
の
意
欲
の
力
と
純
潔
と
が
、
作
詩
過
程
に
よ

っ
て
少
し
も
乱
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
意
欲
の
力
と
純
潔
と

が
芸
術
的
表
現
の
過
程
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

で
既
に
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
植
村
君
の
意
欲
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
「
異
邦
人
」
が

「
祖
国
」
を
求
む
る
欲
求
で
あ
る
。

　
　
波
止
場
に
待
っ
て
い
た
乞
食
は

　
　
船
が
つ
く
と
駆
け
よ
っ
て

　
　
こ
の
俺
に
さ
え
物
を
ね
だ
っ
て
く
れ
る

　
　

　
　
俺
に
ま
だ
人
に
与
え
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
か

　
　
恋
人
も
、
親と
友も
も
、
ふ
る
さ
と
も

　
　
み
ん
な
捨
て
て
来
た
俺
に
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あ
あ
そ
う
だ

　
　
「
友
よ
、
手
を
握
ろ
う
。
」

　
　
漂
泊
人
の
俺
に
は

　
　
こ
の
友
情
だ
け
が
残
っ
て
い
た
。

　
こ
の
漂
泊
人
は
、
丸
ビ
ル
の
二
階
で
、
「
紳
士
や
貴
婦
人
や
美
し
く
着
飾

っ
た
令
嬢
や
若
者
が
、
花
び
ら
の
よ
う
に
流
れ
て
ゆ
く
」
の
を
背
後
に
感
じ

な
が
ら
、
「
何
か
ぐ
っ
と
こ
み
あ
げ
て
く
る
も
の
を
堪
え
な
が
ら
、
」
刄
物

屋
の
前
に
佇
ん
で
、
そ
こ
に
並
べ
ら
れ
て
る
白
刄
を
一
心
に
眺
め
る
。
そ
し

て
ふ
と
気
が
つ
い
て
歩
き
だ
す
。
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此
の
蒙
々
と
し
た
群
集
の
無
智
の
総
和
の
中
に
、

　
　
あ
あ
俺
は
実
に
、
き
ら
め
く
一
閃
を
欲
し
て
い
た
の
だ
。

　
そ
し
て
彼
は
、
至
る
と
こ
ろ
に
、
浅
ま
し
い
人
間
生
活
の
相
を
見
る
。
卑

猥
な
チ
ン
ド
ン
ヤ
、
ば
か
げ
た
夜
店
商
人
、
醜
悪
な
乞
食
、
そ
の
他
、
「
食

わ
ん
が
た
め
に
、
肉
を
売
り
、
媚
を
売
り
、
自
ら
恥
か
し
め
て
生
き
ね
ば
な

ら
ぬ
様
々
な
人
の
姿
、
」
「
一
切
を
、
売
る
、
買
う
、
売
ら
れ
る
、
買
わ
れ

る
、
」
生
活
の
相
…
…
。
そ
し
て
彼
は
叫
ぶ
。

　
　
売
る
な
、
買
う
な
、
哀
願
す
る
な

　
　
自
ら
の
必
要
な
も
の
を
な
ぜ
取
ら
ぬ
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取
る
た
め
に
戦
う

　
　
そ
の
血
潮
の
中
に
こ
そ

　
　
永
い
間
見
失
っ
て
い
た
真
実
な
人
間
の
姿
が

　
　
発
見
さ
れ
る
の
だ
。

　
然
し
そ
の
叫
び
は
世
に
容
れ
ら
れ
な
い
。
ふ
る
さ
と
の
人
に
さ
え
も
容
れ

ら
れ
な
い
。
そ
し
て
時
と
す
る
と
、
彼
が
軽
蔑
し
て
い
る
無
数
の
も
の
の
た

め
に
、
泣
か
さ
れ
そ
う
に
な
る
。

　
　
負
け
た
く
な
い
！

　
　
頬
を
つ
た
う
涙
線
の
数
を
か
ぞ
え
乍
ら
ぼ
う
ぜ
ん
と
空
を
見
て
い
る
と
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お
ろ
か
な
人
間
を
無
性
に
な
つ
か
し
く
思
え
る
日
で
あ
る
。

　
然
し
そ
れ
は
一
寸
の
心
の
ゆ
る
み
の
隙
間
の
日
だ
。
彼
は
ま
た
勇
ま
し
く

立
上
る
…
…
。

　
植
村
君
は
そ
の
詩
集
の
扉
に
、
「
祖
国
な
き
よ
ろ
こ
び
と
悲
し
み
と
」
と

私
に
書
い
て
よ
こ
し
た
。
そ
し
て
私
が
こ
こ
に
詩
集
の
こ
と
を
述
べ
る
の
も

　
　
そ
れ
も
よ
い
詩
を
選
ん
で
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
勝
手
な
総
合
的
叙

述
を
試
み
た
の
も
　
　
実
は
、
「
祖
国
な
き
喜
び
と
悲
し
み
と
」
を
、
現
時

の
所
謂
純
文
学
に
た
ず
さ
わ
っ
て
る
多
く
の
文
学
者
が
、
広
い
意
味
に
お
い

て
、
感
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊
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「
祖
国
な
き
喜
び
と
悲
し
み
と
」
　
　
こ
の
祖
国
は
、
マ
ル
ク
ス
派
の
謂
う

所
の
祖
国
と
は
、
全
然
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
の
共
産
党
宣
言
中
の
文
句
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
祖﹅
国﹅

を
持
た
な
い
。
」
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
く
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
自﹅
国﹅

を
持
た
な
い
。
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
資
本
主
義
の
下
に
於
て
、
一
体
労
働
者
は
何
等
か
の
祖
国
を
持
っ
て
い
る

か
、
否
か
。
…
…
国
家
の
権
力
を
掌
握
し
て
そ
の
支
配
者
と
な
っ
た
時
、
た

だ
そ
の
時
に
の
み
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
祖
国
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
た
だ

そ
の
場
合
に
於
て
の
み
、
そ
の
祖
国
を
擁
護
す
る
こ
と
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
義
務
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
そ
れ
が
擁
護
し
つ
つ
あ
る

も
の
は
、
自
身
の
権
力
と
自
身
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
敵
の
権
力
を
擁
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護
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
其
抑
圧
者
の
強
奪
政
策
を
擁
護
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
こ
う
い
う
風
に
説
く
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
文
章
を
読

む
時
、
た
と
い
そ
れ
が
戦
争
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
祖
国
と

い
う
言
葉
が
如
何
に
不
当
な
使
用
を
受
け
て
る
か
を
、
吾
々
は
感
ず
る
。
吾

々
が
持
つ
祖
国
の
観
念
は
、
権
力
の
観
念
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
権
力
の

観
念
と
結
び
つ
く
国
家
と
い
う
言
葉
と
、
そ
う
で
な
い
祖
国
と
い
う
言
葉
と

は
、
吾
々
の
胸
に
異
っ
た
響
き
を
伝
え
る
。

　
茲
に
い
う
祖
国
　
　
広
い
意
味
で
の
祖
国
　
　
と
は
、
同
感
を
有
す
る
民

衆
の
生
活
雰
囲
気
を
指
す
。
民
衆
の
生
活
雰
囲
気
か
ら
同
感
を
持
た
れ
な
い

者
は
、
常
に
一
種
の
異
邦
人
で
あ
る
。
一
足
前
方
か
ら
、
あ
る
い
は
一
歩
深

い
と
こ
ろ
か
ら
、
民
衆
に
呼
び
か
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
多
く
は
異
邦
人
の
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歎
を
経
験
す
る
。

　
民
衆
の
生
活
は
、
緩
慢
で
鈍
感
で
あ
る
。
強
力
で
あ
っ
て
、
左
顧
右
眄
を

し
な
い
。
牛
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
殊
に
そ
の
生
活
が
現
代
の
よ
う
に
貧
窮

し
逼
迫
し
て
く
る
と
、
当
面
の
必
要
事
以
外
に
目
を
向
け
た
が
ら
な
い
。
公

衆
は
騒
ぎ
立
て
る
が
、
民
衆
は
默
っ
て
当
面
の
問
題
を
見
つ
め
て
い
る
。

「
民
衆
は
貧
窮
し
て
い
る
。
だ
が
ま
だ
つ
つ
ま
し
く
忍
ん
で
い
る
。
民
衆
は

真
の
意
味
で
の
生
活
を
愛
す
る
。
そ
し
て
公
衆
の
如
き
愚
劣
な
野
心
と
見
得

と
を
持
た
な
い
。
…
…
社
会
は
動
い
て
い
る
。
だ
が
民
衆
は
ま
だ
動
い
て
は

い
な
い
。
時
代
の
動
き
が
民
衆
自
身
の
動
き
と
著
し
く
か
け
離
れ
て
い
る
。

民
衆
は
ま
だ
忍
従
し
な
が
ら
貧
窮
の
中
に
冷
静
を
保
っ
て
い
る
。
時
代
の
動

き
を
見
る
場
合
に
、
公
衆
的
見
地
と
民
衆
的
見
地
と
を
混
淆
し
な
い
だ
け
の
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聰
明
さ
は
、
誰
も
が
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
言
っ

て
る
新
居
格
君
の
説
に
、
私
は
賛
成
す
る
。
そ
し
て
、
公
衆
を
目
標
に
す
る

政
治
が
民
衆
か
ら
遊
離
す
る
の
は
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　
文
学
者
は
本
来
、
一
種
の
異
邦
人
で
あ
る
。
ま
し
て
、
民
衆
が
パ
ン
の
問

題
に
当
面
し
て
、
忍
従
し
な
が
ら
静
ま
り
返
っ
て
、
他
事
を
顧
み
る
余
裕
の

少
い
現
代
に
於
て
は
、
猶
更
そ
う
で
あ
る
。
彼
に
は
、
政
治
家
に
於
け
る
公

衆
の
よ
う
な
、
自
己
欺
瞞
の
　
　
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
　
　
手
品
の
種
が
な

い
。
ば
か
り
で
な
く
、
出
版
資
本
主
義
の
商
業
政
策
か
ら
く
る
生
活
の
脅
威

に
、
不
断
に
曝
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
危
機
を
き
り
ぬ
け
る
た
め
に
は
、
「
祖
国
な
き
喜
び
と
悲
し
み
と
」

の
、
そ
の
悲
し
み
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
喜
び
を
も
感
得
し
な
け
れ
ば
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い
け
な
い
。
そ
し
て
そ
の
喜
び
を
感
ず
る
に
は
、
「
祖
国
」
を
求
む
る
強
烈

な
意
欲
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
云
い
か
え
れ
ば
、
民
衆
の
生
活

に
対
し
て
、
積
極
的
に
　
　
芸
術
的
に
積
極
的
に
　
　
働
き
か
け
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
民
衆
の
生
活
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
的
に
と
い

う
条
件
を
付
し
て
さ
え
お
け
ば
、
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
所
謂
大
衆
文
学
の
方
が
所
謂
純
文
学
よ
り
も
、
よ
り
多
く
一

般
民
衆
に
働
き
か
け
て
い
る
と
い
う
錯
覚
が
、
時
と
し
て
起
こ
る
こ
と
が
あ

る
。
然
し
こ
れ
は
、
文
学
の
本
質
的
な
作
用
を
読
者
の
数
量
に
よ
っ
て
測
定

し
よ
う
と
す
る
、
極
め
て
皮
相
な
錯
覚
で
あ
る
。
こ
の
錯
覚
に
、
プ
ロ
レ
タ
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リ
ア
文
学
が
囚
わ
れ
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
所
謂
純
文
学

全
体
が
囚
わ
れ
か
か
っ
て
い
る
。

　
大
衆
文
学
は
、
多
く
は
、
民
衆
に
媚
び
る
こ
と
を
し
か
為
さ
な
い
。
媚
び

を
売
る
こ
と
を
し
か
為
さ
な
い
。
そ
の
情
緒
を
擽
り
、
そ
の
安
価
な
涙
を
誘

い
、
そ
の
安
易
な
感
激
を
そ
そ
る
ば
か
り
で
、
そ
の
生
活
に
対
す
る
掖
導
的

作
用
に
至
っ
て
は
、
殆
ど
零
に
近
い
。
斯
く
て
大
衆
文
学
は
、
民
衆
に
、
一

時
を
糊
塗
す
る
自
慰
自
藉
の
糧
を
供
給
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
感
情
的
自

涜
行
為
を
行
わ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
生
活
的
痲
痺
剤
を
与
え
る
だ
け
で

あ
る
。

　
勿
論
私
は
、
凡
て
の
大
衆
文
学
が
そ
う
で
あ
る
と
断
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。
然
し
な
が
ら
、
ユ
ー
ゴ
ー
の
「
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
」
が
大
衆
文
学
的
組
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立
に
成
っ
て
い
な
が
ら
、
所
謂
大
衆
文
学
の
域
を
脱
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、

ま
た
、
デ
ュ
ー
マ
の
「
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
」
が
大
衆
文
学
で
あ
り
な
が
ら
、

単
な
る
阿
片
剤
で
は
な
い
と
い
う
事
実
、
そ
の
事
実
を
、
果
し
て
幾
人
の
大

衆
文
芸
作
家
が
考
慮
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
甚
だ
心

細
さ
を
覚
ゆ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
現
在
の
状
態
の
大
衆
文
学
が
、

や
が
て
読
者
に
倦
き
ら
れ
る
時
が
来
る
だ
ろ
う
。
さ
ほ
ど
遠
い
将
来
で
な
く

来
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
、
あ
る
い
は
そ
の
前
に
、
傑
れ
た
本
当
の
大
衆
文

学
が
生
れ
て
く
る
こ
と
を
、
期
待
出
来
る
気
が
す
る
。

　
心
細
い
の
は
、
む
し
ろ
純
文
学
の
方
面
で
あ
る
。
文
学
の
本
質
的
な
作
用

を
読
者
の
数
量
に
よ
っ
て
測
定
す
る
と
い
う
錯
覚
か
ら
、
二
つ
の
不
祥
な
傾

向
が
仄
見
え
る
。
そ
の
一
つ
は
、
読
者
を
、
民
衆
的
に
で
は
な
く
大
衆
的
に
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（
と
云
い
得
る
な
ら
ば
）
獲
得
せ
ん
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
悪
い
意
味
の
大

衆
文
学
に
接
近
せ
ん
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
勿
論
私
は
、
吾
国
の
文
学
に
構

想
の
貧
弱
さ
を
認
め
る
。
創
造
力
の
微
弱
さ
を
認
め
る
。
然
し
茲
に
言
う
の

は
、
そ
う
い
う
構
成
の
問
題
で
は
な
い
。
創
作
過
程
か
ら
云
え
ば
も
一
つ
手

前
の
、
作
品
に
つ
い
て
云
え
ば
も
一
つ
奥
の
、
作
者
の
意
欲
の
問
題
を
指
す
。

た
と
い
、
出
版
商
業
政
策
の
な
か
に
あ
っ
て
、
作
者
自
身
の
生
活
が
当
面
の

問
題
と
な
る
に
せ
よ
、
そ
の
問
題
が
作
者
の
意
欲
を
左
右
し
て
、
読
者
を
大

衆
的
に
獲
得
せ
ん
と
す
る
方
向
へ
転
ず
る
時
に
は
、
文
学
は
転
落
の
危
険
に

陥
る
。

　
も
一
つ
の
傾
向
は
、
純
文
学
に
対
す
る
悲
観
説
と
そ
れ
に
伴
う
作
者
の
意

欲
の
衰
退
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
作
者
は
次
第
に
自
分
の
殻
の
な
か
に
潜
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み
こ
み
、
な
お
そ
の
殻
を
小
さ
く
縮
め
よ
う
と
す
る
。
個
人
主
義
で
あ
り
、

独
善
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
独
善
主
義
が
、
文
学
に
最
も
忠
実
な
態
度

だ
と
見
誤
ら
れ
る
時
、
文
学
は
自
滅
の
途
を
辿
る
外
は
な
い
。
単
に
自
分
の

た
め
に
の
み
創
作
の
ペ
ン
を
執
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
対
の
比
喩
を
用
ゆ
れ

ば
、
自
殺
者
が
そ
の
遺
書
に
長
々
と
感
懐
を
託
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
共

に
、
一
の
反
語
と
し
て
し
か
成
立
し
な
い
。

　
読
者
を
大
衆
的
に
獲
得
せ
ん
と
す
る
こ
と
も
、
ま
た
は
独
善
主
義
の
な
か

に
閉
じ
籠
る
こ
と
も
、
之
を
純
文
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
作
者
の
真
の
意

欲
の
欠
乏
を
意
味
し
、
民
衆
の
生
活
へ
の
働
き
か
け
が
消
極
化
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
文
芸
作
家
は
、
民
衆
の
な
か
に
あ
っ
て
畢
竟
は
「
異
邦
人
」
で

あ
る
。
そ
し
て
「
祖
国
」
を
求
む
る
意
欲
を
持
ち
続
け
る
限
り
、
民
衆
の
生
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活
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
「
祖
国
」
を
不

用
だ
と
す
る
の
は
、
自
分
に
対
す
る
愛
を
、
ま
た
人
間
に
対
す
る
愛
を
、
喪

失
し
て
し
ま
っ
た
者
の
言
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
民
衆
の
生
活
に
積
極
的
に
　
　
芸
術
的
に
積
極
的
に
　
　
働
き
か
け
る
と

い
う
こ
と
は
、
民
衆
の
生
活
に
愛
す
る
心
を
以
て
関
心
を
持
つ
こ
と
に
初
ま

り
、
そ
の
閑
心
が
芸
術
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
歪
曲
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
終
る
。
そ
の
時
に
初
め
て
、
作
者
の
意
欲
の
純
粋
性
が
保
た
れ
る
。
そ
こ

に
文
学
の
生
命
幹
線
が
あ
る
。

　
こ
の
生
命
幹
線
を
、
私
は
、
例
え
ば
ピ
リ
ニ
ャ
ー
ク
の
「
火
を
生
む
町
」

に
感
ず
る
。
こ
の
一
篇
の
物
語
の
な
か
で
は
、
主
人
公
マ
ル
コ
フ
が
作
者
の
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傀
儡
に
な
り
す
ぎ
て
る
憾
み
が
な
い
で
も
な
く
、
ま
た
、
マ
ル
コ
フ
が
肉
身

の
父
親
を
失
う
と
共
に
、
人
間
の
生
活
に
、
生
活
の
痙
攣
に
、
父
親
を
見
出

し
た
と
い
う
思
想
が
、
抽
象
的
に
な
り
す
ぎ
て
る
憾
み
が
な
い
で
も
な
い
が
、

そ
れ
ら
の
も
の
を
超
え
て
、
吾
々
の
心
を
打
つ
何
か
が
そ
こ
に
あ
る
。
ま
た

例
え
ば
、
魯
迅
の
「
孤
独
者
」
に
於
て
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
新
味
の
少
い

坦
々
た
る
叙
述
を
超
え
て
、
吾
々
の
心
を
打
つ
何
か
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
何
か
は
、
芸
術
的
表
現
を
く
ぐ
っ
て
も
な
お
純
粋
な
状
態
を
保
っ
て

る
作
者
の
意
欲
　
　
な
お
云
え
ば
生
活
意
欲
　
　
に
外
な
ら
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
作
品
を
読
ん
だ
あ
と
で
、
手
当
り
次
第
に
雑
誌
の
頁
を
く
り

な
が
ら
、
メ
イ
・
シ
ン
ク
レ
ア
の
「
霊
肉
」
に
ぶ
っ
つ
か
る
と
、
私
は
、
読

み
進
む
の
に
一
種
の
困
難
を
覚
え
た
。
殊
に
、
ハ
リ
オ
ッ
ト
が
臨
終
の
際
に
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精
神
的
彷
徨
を
な
す
あ
た
り
か
ら
先
は
、
読
み
続
け
る
忍
耐
が
な
く
な
っ
た
。

「
霊
肉
」
は
、
芸
術
的
に
苦
心
を
重
ね
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

落
付
い
た
筆
致
と
、
省
略
的
な
手
法
と
、
簡
明
な
描
写
と
を
以
て
し
て
、
全

篇
に
高
雅
な
香
り
が
籠
っ
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
に
至
っ
て
は
、
奇
を
衒
わ

な
い
陳
腐
な
取
扱
方
の
う
ち
に
、
新
し
い
精
神
分
析
法
の
見
解
が
含
ま
れ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
ハ
リ
オ
ッ
ト
が
初
め
に
二
度
の
清

浄
な
恋
を
し
、
次
に
肉
体
的
な
恋
を
す
る
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
既
に
、
そ
れ

ら
の
恋
愛
が
生
活
か
ら
遊
離
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
間
生
活
に
関
心
を

持
つ
読
者
は
、
何
等
か
の
焦
躁
を
感
ぜ
さ
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
最
後
に
、
ハ
リ
オ
ッ
ト
の
霊
が
そ
の
肉
体
か
ら
脱
し
な
が
ら
、
肉
欲
を
脱

し
き
れ
ず
に
、
過
去
の
恋
愛
の
場
面
を
彷
徨
す
る
あ
た
り
に
な
っ
て
、
右
の
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読
者
の
焦
躁
は
高
ま
っ
て
、
遂
に
書
物
を
そ
こ
に
投
げ
出
す
に
至
る
か
も
知

れ
な
い
。
芸
術
的
技
巧
が
拙
い
た
め
で
は
な
い
。
否
却
っ
て
、
技
巧
が
す
ぐ

れ
て
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
技
巧
は
、
そ
れ
が
巧
妙
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

作
品
の
主
題
を
益
々
人
間
生
活
か
ら
遊
離
さ
せ
る
結
果
に
な
る
、
そ
う
い
う

種
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
作
者
の
芸
術
的
意
図
と
生
活
意
欲
と
の
乖

離
が
あ
る
。

　
新
し
い
見
解
や
思
想
な
ど
、
凡
て
新
し
い
視
角
に
は
、
そ
れ
に
相
応
す
る

新
し
い
表
現
方
法
が
必
然
に
要
求
さ
れ
る
。
然
し
こ
の
場
合
、
作
者
の
芸
術

的
意
図
が
権
威
を
振
っ
て
、
生
活
意
欲
が
そ
の
下
に
窒
息
さ
せ
ら
れ
、
或
は

歪
曲
さ
せ
ら
れ
る
時
に
は
、
作
品
は
そ
の
生
命
の
幹
線
を
断
た
れ
て
、
一
種

の
玩
弄
物
と
な
る
の
危
険
が
あ
る
。
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勿
論
私
は
、
「
文
学
は
階
級
闘
争
の
た
め
の
武
器
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」

と
い
う
命
題
の
、
階
級
闘
争
と
い
う
言
葉
を
他
の
如
何
な
る
言
葉
で
置
換
し

て
も
、
そ
れ
に
全
然
賛
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
何
等
か
の

意
味
で
常
に
「
異
邦
人
」
た
る
純
文
学
の
作
者
は
、
「
祖
国
」
を
求
む
る
意

欲
を
不
断
に
持
ち
続
け
る
と
共
に
、
そ
れ
が
芸
術
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
の
た
め

に
歪
曲
さ
れ
な
い
だ
け
の
用
心
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
祖
国
」
を
求
む

る
こ
と
は
、
「
祖
国
」
を
得
る
途
で
あ
る
。
「
祖
国
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
学
は
最
も
多
く
存
在
の
理
由
を
見
出
す
。
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