
人
間

・
西
郷
竹
彦
の
豊
か
な
世
界

士
口
　
田
　
　
立早
　
宏

岩
手
大
学
教
育
学
部
教
授

西
郷
竹
彦
先
生
、
こ
ん
に
ち
は
。
し
ば
ら
く
ご
無
沙
汰
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
お
元
気
で
い
ら

つ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
こ
の
た
び
、

先
生
の

『文
芸

・
教
育
全
集
』
の
第
五
巻

『人
間
観

・
世
界
観
の
教
育
』
の

「解
説
」
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

初
校
グ
ラ
刷
り
で
、
全
巻
を
通
し
て
読
み
ま
し
た
。
共
感
じ
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
楽
し
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
に
と

つ
て
は
初
め
て
の
文
章
ば
か
り
で
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
非
常
な
新
鮮
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
「解
説
」
を
書
く
た
め
に
読
ん

で
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
す

つ
か
り
忘
れ
て
、
し
ば
し
、
「西
郷
竹
彦
の
世
界
」
に
浸
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
読
書
の
機

会
を
、
有
り
難
く
ま
た
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

さ
て
、
そ
こ
ま
で
は
よ
か
つ
た
の
で
す
が
、
我
に
返

っ
て
、
「解
説
」
を
い
ざ
書
く
と
い
う
段
に
な
っ
て
、
は
た
と
困

っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
ご
本
の

「解
説
」
な
る
も
の
を
書
く
資
格
が
果
た
し
て
私
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ

ｃ
米
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。
刊
行
の
前
に
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
私
は
、
刊
行
の
後
に
こ
の
本
と
接
す
る
こ
と
に
な
る
多
く
の
読

計
め
方
々
よ
り
も
、
た
だ
少
し
早
め
に
読
ん
だ
と
い
う
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
ご
本
の
そ
れ
ぞ
れ
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の
文
章
の
成
立
の
経
緯
や
背
景
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
足
立
悦
男
先
生
の

「解
題
」
で
知
る
以
上
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
で
、
無
知

な
私
に
は
、
そ
も
そ
も

「解
説
」
す
る
資
格
な
ど
何
も
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。
少
な
く
と
も
、
通
常
の
意
味
で
の

「解
説
者
」

の
よ
う
に
、
で
」
れ
は
こ
う
な
の
だ
」
な
ど
と

「説
明
」
す
る

「解
説
」
を
書
く
に
は
、
私
は
ま

っ
た
く
不
適
格
だ
と
い
う
こ
と
に
思

い
至
り
ま
し
た
。
多
く
の
読
者
は
む
し
ろ
、
西
郷
先
生
ご
自
身
に
よ
る

「解
説
」
こ
そ
を
望
ま
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

こ
で
、
「解
説
」
に
は
不
適
格
な
私
が
敢
え
て

「解
説
を
書
く
」
と
い
う
課
題
を
立
て
て
、
改
め
て
ど
う
す
る
か
、
考
え
て
み
ま
し
た
。

先
生
の
授
業
を
受
け
た
子
ど
も
さ
ん
た
ち
の

一
人
ひ
と
り
は
、
授
業
の
感
想
文
を
そ
れ
ぞ
れ
に
書
い
て
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
、
私
は
、　
一
人
の
読
者
と
し
て
、
先
生
へ
の
手
紙
の
形
を
借
り
て
、
い
わ
ば

「読
書
感
想
文
」
を
書
か
せ
て
い
た
だ

き
、
そ
れ
を
も

っ
て

「解
説
」
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
よ
う
、
と
考
え
ま
し
た
。
ど
う
か
、
こ
の
貧
し
い

「解
説
者
」

を
お
許
し
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。

ま
ず
、
こ
の
ご
本
に
は
、
「人
間

・
西
郷
竹
彦
の
豊
か
な
世
界
」
が
豊
か
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
感
じ
ま
し
た
。
示
さ
れ
て
い
る
世

界
が

「豊
か
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
示
し
方
も

「豊
か
」
な
の
で
す
。
は
じ
め
、
『人
間
観

・
世
界
観
の

教
育
』
と
い
う
、
私
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
書
名
を
先
生
か
ら
伺
っ
た
と
き
、
私
は
、
Ｗ

ｏ
デ
ィ
ル
タ
イ
の

『世
界
観
の
研
究
』
、

Ｋ

ｏ
ヤ
ス
パ
ー
ス
の

『世
界
観
の
心
理
学
』
、
Ｊ

・
ピ
ア
ジ
ェ
の

『子
ど
も
の
世
界
観
』
な
ど
の
著
作
を
す
ぐ
連
想
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
西
郷
先
生
の
お
考
え
が
全
巻
に
互
っ
て
理
論
的
に
、
「文
芸

・
教
育
」
の
多
く
の
具
体
例
を
伴

っ
て
、
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
よ
う
な
ご
本
を
、
勝
手
に
想
像
し
て
お
り
ま
し
た
。
で
、
初
め
て
、
全
体
の
構
成
を
目
次
で
拝
見
し
た
と
き
、
軽
い
戸
惑
い
を
感

じ
ま
し
た
。
先
生
の
二
つ
の
巻
頭
論
文
、
講
演
記
録
、
西
郷
先
生
ご
自
身
に
よ
る
国
語
の
授
業
記
録
と
、
お
弟
子
さ
ん
に
よ
る
そ
の

報
告
、
西
郷
先
生
が
聞
き
役
と
し
て
登
場
な
さ
る
、
三
人
の
科
学
研
究
者
と
の
対
談
記
録
、
西
郷
先
生
に
よ
る
授
業
の
記
録
と
、
そ

の
授
業
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
の
感
想
文
、
そ
の
授
業
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
、
そ
れ
に
、
そ
の
授
業
を
め
ぐ
る
対
談

…
…
と
い
う
構
成
は
、
そ
の
形
式
だ
け
か
ら
す
る
と
、
「著
作
」
の
目
次
と
言
う
よ
り
も

「雑
誌
」
の
そ
れ
を
、
私
に
ふ
と
連
想
さ
せ

た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
本
文
を
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
私
の
戸
惑
い
は
次
第
に
消
え
、
成
程
と
合
点
が
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ご
本
は
、
多
様
な
視
点
を
駆
使
す
る

「映
画
の
方
法
」
と
も
い
う
べ
き

「豊
か
な
方
法
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ

こ
に
は
、
西
郷
先
生
の
お
姿
に
し
て
も
、
実
に
多
様
な
お
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
北
海
道
か
ら
九
州

・
四
国
ま
で
、
日
本
全

国
を
爽
や
か
な
風
の
よ
う
に
駆
け
巡
る
西
郷
先
生
。
教
師
た
ち
に

「人
間
観

・
陛
界
観
を
育
て
る
教
育
」
を
情
熱
的
に
説
い
て
や
ま

な
い
西
郷
先
生
。
授
業
実
践
を
通
し
て
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
、
優
し
く
、
そ
し
て
易
し
く
、
豊
か
な
人
間
観

・
世
界
観
を
教
え

て
い
ら

つ
し
ゃ
る
西
郷
先
生
。
悪
し
き
教
育
と
教
育
者
の
姿
に
、
火
を
‐――‐
く
よ
う
な
厳
し
く
激
し
い
批
判
を
浴
び
せ
る
西
郷
先
生
。

物
静
か
に
楽
し
く
対
談
し
、
優
れ
た
科
学
研
究
者
た
ち
か
ら
、
深
く
鋭
い
洞
察
を
引
き
出
す
西
郷
先
生
。
そ
し
て
、
西
郷
先
生
を
師

と
仰
ぐ
教
師
や
研
究
者
の
方
々
と
の
率
直
で
喜
び
に
満
ち
た
語
ら
い
を
楽
し
ま
れ
る
西
郷
先
牛
ぃ
そ
し
て
、
飲
ん
で
酔
え
ば
、
く
つ

ろ
い
だ
宴
に
興
じ
る
西
郷
先
生
。
…
…
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
カ
メ
ラ

・
ワ
ー
ク
は
、
仰
角
に
俯
角
、
ア
ッ
プ
に
ロ
ン
グ
…
…
、

実
に
多
種
多
様
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
西
郷
竹
彦
と
い
う

「存
在
」
が
カ
メ
ラ
に
映
る
多
様
な
姿
ば
か

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
の
お
姿
と
同
時
に
、
「西
郷
竹
彦
の
世
界
」
が
■
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
西
郷
竹
彦
の

「認

識
」
の
世
界
、
そ
し
て

「感
情
」
あ
る
い
は

「喜
怒
哀
楽
」
の
世
界
、
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
読
者
の
限
前
に
は
、
「人
間
観

・

世
界
観
の
教
育
」
が
、
平
易
に
し
か
も
内
容
豊
か
に
展
開
さ
れ
て
行
く
の
で
す
。
∵
え
、
読
者
は
、
そ
れ
を
た
だ
限
前
に
眺
め
る
だ

け
に
は
留
ま
ら
ず
、
西
郷
竹
彦
の

「人
間
観

・
世
界
観
の
教
育
」
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
、
そ
の
世
界
に
共
に
生
き
る
こ
と
を
お
の

ず
と
誘
わ
れ
る
よ
う
な

「仕
掛
」
と

「仕
組
」
が
、
そ
こ
に
は
巧
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
世
界

は
、
読
者
に
聞
く
こ
と
を
強
い
る
単
調
な
、
い
わ
ば
、
演
説
調
の
お
説
教
の

「人
工
林
」
の
モ
ノ
ク
ロ
の
貧
し
い
世
界
で
は
全
く
な

く
て
、
読
者
が
共
に
生
き
る
こ
と
へ
と
誘
わ
れ
る
、
変
化
に
富
ん
だ
語
り
と
語
ら
い
の

「自
然
林
」
の
極
彩
色
の
豊
か
な
世
界
で
す
。

示
さ
れ
て
い
る
世
界
、
先
生
の
お
言
葉
で
い
う

「認
識
内
容
」
（本
書
で
読
者
が
学
ぶ
こ
と
に
な
る
人
間
観

・
世
界
観
、
そ
し
て
、
文

芸

・
教
育
観
）
が
豊
か
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
示
し
方
、
コ
恥
識
方
法
」
（本
書
で
読
者
が
そ
れ
ら
を
学
ぶ
と
き
に
行
う
こ
と
に
な

る
そ
の
学
び
方
）
も
ま
た
豊
か
な
の
で
す
。
そ
の
世
界
に
生
き
る
読
者
に
は
、
次
第
に
豊
か
な

「認
識
の
力
」
書
一五
ペ
ー
ジ
）
が
育

っ
て
行
く
の
で
し
ょ
う
。

私
が
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
共
に
生
き
た
こ
の
豊
か
な
世
界
で
の
経
験
の
す
べ
て
を
、
与
え
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
語
る
こ
と
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は
、
と
て
も
困
難
で
す
。
こ
こ
で
は
、
豊
か
な
森
の
こ
こ
か
し
こ
で
咲
い
て
い
る
美
し
い
言
葉
の
花
た
ち
と
、
私
が
た
ま
た
ま
出
会

っ
た
そ
の
時
の
感
動
と
そ
の
思
い
出
を
語
る
よ
う
な
つ
も
り
で
、
幾
つ
か
の
事
柄
を
、
断
片
的
に
、
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

「世
界
」
ま
た

「世
界
観
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
先
生
は
、
「人
間
は
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
」
（八
三
ペ
ー
いこ

と
書
き
、

「世
界
と
は
何
か
」
貧

〓
一五
ペ
ー
ジ
）
と
問
う
て
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「母
と
子
の
世
界
」
を
謳
っ
た
、
宮
崎
県
の
小
学

生

・
野
添
佐
渡
子
さ
ん
に
よ
る
素
朴
な
詩

「
ぬ
く
も
り
」
を
と
り
あ
げ
て
、
Ｆ
」
れ
は
も
う
り

っ
ぱ
な
こ
の
子
な
り
の
人
間
観
で
あ

り
、
世
界
観
と
い
う
も
の
が
、
た
と
え
ち
い
さ
な
こ
と
で
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
」
貧

三
一六
～
七
ペ
ー
ヾこ

と
、
説

い
て
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
。
同
様
に
、
文
芸
作
家
も
そ
の
作
品
で
、
コ

つ
の
世
界
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
」
と
も
、
説
い
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る

「世
界
」
と

「世
界
観
」
は
、
私
が
学
ん
で
来
ま
し
た
現
象
学
や
現
象
学
的
心
理
学
で
の
、

「人
間
」
を

「世
界
内
存
在
」
あ
る
い
は

「現
存
在
」
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
と
し
て
、
「世
界
」
を

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
↑
一く
＆

く
ｏ
「【ｅ

あ
る
い
は

「生
活
世
界
」
Ｆ
】お
豊
ｏ
『こ

と
し
て
、
と
ら
え
る
考
え
方
に
近
い
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
す
る
と
、
「人
間
観

・
世
界

観
」
と
い
う
表
現
の
中
の

「
・
」
（中
黒
）
が
気
に
な
り
始
め
ま
し
た
。
「人
間
観

ｏ
世
界
観
」
は
、
同
時
に
、
「人
間
観
」
、
「世
界

観
」
そ
し
て

「人
間

・
世
界
観
」
な
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
理
解
い
た
し
ま
し
た
。
和
辻
哲
郎
の

『倫
理
学
』
に
解
明
さ
れ
て
い

た

「人
」
と

「人
間
」
の
意
味
の
つ
な
が
り
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
「人
間
と
は

『世
の
中
』
自
身
で
あ
る
と
共
に
ま
た
世
の
中
に

於
け
る

『人
』
で
あ
る
」
と
し
た
あ
の
解
明
で
す
。
で
、
「人
間
」
と

「世
界
」
は
次
の
よ
う
に
循
環
的
に
つ
な
が
る
こ
と
を
考
え

ま
し
た
。
「人
間
」
か
ら

「世
間
」
、
「世
間
」
か
ら

「世
界
」
、
「世
界
」
か
ら

「人
界
」
、
「人
界
」
か
ら

「人
間
」
、
そ
し
て
ま
た
、

「
人
間
」
か
ら

「世
間
」
、
…
…
と
い
う
循
環
で
す
。
こ
の
循
環
を
考
え
た
と
き
、
先
生
の

「文
芸
は
人
間
学
」
と
い
う
お
言
葉
に
、

一
つ
の
納
得
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
作
家
が
そ
の
作
品
で

「
一
つ
の
世
界
」
を
描
く
と
き
、
そ
し
て
、
そ
の
作
品
を

読
者
が
読
み
、
そ
の

「
一
つ
の
世
界
」
に
生
き
る
と
き
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
「人
間
」
を
作
家
は
描
き
、
そ
の
作
品
の
読
者
は
そ

の

「人
間
の
世
界
」
を
生
き
、
そ
し
て
、
読
者
は
自
ら

「
一
人
の
人
間
」
と
し
て
自
ら
の

「
一
つ
の
世
界
」
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
、

そ
ん
な
ふ
う
に
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
先
生
は
実
に
明
快
に
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
「文
芸

・
詩
と
い
う
も
の
は

一
つ
の
世

500

界
で
す
か
ら
、
こ
の
世
界
の
中
に
入
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
界
を
く
ぐ

つ
て
今
度
は
現
実
の
世
の
中
を
、
現
実
の
人
間
を
も
う

一
度
見
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
今
ま
で
気
が
つ
か
な
か

っ
た
、
今
ま
で
見
え
て
い
な
か

っ
た
も
の
が
見
え
て
き
ま

す
」
■

九

一
ペ
ー
ジ
）
と
。
同
様
に
ま
た
、
全
集
の
タ
イ
ト
ル

『
西
郷
竹
彦
　
文
芸

・
教
育
　
全
集
』
の

「
・
」
に
も
、
深
い
意
味

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
「文
芸

・
教
育
」
は
、
同
時
に
、
「文
芸
」
、
「教
育
」
、
「文
芸
教
育
」

を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
「各
教
科
が
今
は
ば
る
ば
ら
に
な

っ
て
い
る
。
…
…
そ
れ
ら
が

一
九
と
な

っ
て
子
ど
も

た
ち
の
人
間
観

。
世
界
観
を

つ
く
る
ん
だ
」
と

い
う
先
生
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
ぃ
そ
の

「
一
九
と
す
る
」
た
め
の
主
柱
と
な
る
の

が

「文
芸

・
教
育
」
な
の
で
す
ね
。

」ゝう
し
て
、
「文
芸

・
教
育
」
の
重
要
性
が
、
は

っ
き
り
と
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
国
語

教
育
を
単
な
る

「読
解
指
導
」
に
留
め
て
は
な
ら
な
い
、
読
解
指
導
を
踏
ま
え

つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
え
て
、
「人
間
観

・
陛
界
観
の
教

育
」
に
し
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と

い
う
先
生
の
ご
主
張
も
、
力
強
く
明
快
に
響

い
て
き
ま
し
た
。
先
生
が
、
「文
芸
」
と

「文
芸
教
育
」
を
踏
ま
え

つ
つ
、
そ
れ
を
超
え
て

「文
芸

・
教
育
」

へ
と
、
さ
ら
に

「人
――ｌｌ
観

・
陛
界
観
の
教
育
」

へ
と
、
深
め
て
い

ら

つ
し
や
つ
た
、
そ
の
道
筋
が
、
次
第
に
は

つ
き
り
と
見
え
て
来
る
よ
う
な
思
い
が
、
私
に
は
、
い
た
し
ま
し
た
。

「文
芸

・
教
育
」
全
集
に
、
「動
物
学
」
、
「環
境
科
学
」
、
「生
命
科
学
」
の
優
れ
た
科
学
研
究
者
の
方
々
と
西
郷
先
生
と
の
対
談
が

収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
少
し
も
奇
異
な
こ
と
で
は
な
く
、
と
て
も
自
然
で
好
ま
し
い
こ
と
と
し
て
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
対
談
は
、
確
か
に
、
西
郷
先
生
の
応
用
物
理
を
基
底
と
す
る
自
然
科
学
の
豊
か
な
学
問
的
素

養
に
よ

っ
て
初
め
て
可
能
に
な

っ
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
先
生
の
趣
味
的
な
好
み
に
よ

つ
て
企
画
さ
れ
た
と

い
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
「文
芸
教
育
」
、
「
国
語
教
育
」
、
「人
間
観

・
世
界
観
の
教

育
」
と

い
う
道
筋
で
、
「文
芸

・
教
育
」
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
の

「人
間
観

・
世
界
観
」
が
主
題
と
な
り
う
る
の
だ
か
ら
で

す
。
人
間
科
と
し
て
の
国
語
科
は
、
他
教
科
と
協
力
し
て
、
深
く
確
か
な

「自
然
認
識
」
と

「社
会
認
識
」
を
育
て
る
中
心
的
教
科

で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
国
語
教
育
の
説
明
文
教
材
は
、
「読
解
指
導
」
の
た
め
の
教
材
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
科

学
者
の
人
間
観

。
世
界
観
に
近
づ
く
た
め
の
教
材
と
し
て
、
意
味
付
け
ら
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「教
材
を
」
か

ら

「教
材
で
」

へ
の
道
は
、
国
語
教
育
に
お
い
て
、
言
語
の
本
質
を
活
か
す
道
で
あ
る
、
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
科
学
者
の
方
々



と
の
対
談
は
、
そ
う
し
た

「人
間
観

・
世
界
観
」
に
読
者
が
親
し
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
観

ｏ
世
界
観
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
、　
一

つ
の
場
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
詩
教
材
や
物
語
教
材
が
、
「教
材
で
」
、
詩
人
や
作
家

の
人
間
観

・
世
界
観
に
親
し
む
た
め
の
も
の
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
る
の
と
、
全
く
同
様
で
す
。
こ
う
し
て
、
「文
芸

・
教
育
」
の

世
界
が
、
パ
ス
カ
ル
に
対
比
さ
れ
た

「幾
何
学
の
精
神
」
と

「繊
細
の
精
神
」
の
両
者
を
同
時
に
共
に
包
み
込
む
、
広
大
で
奥
深
い

世
界
と
な
る
こ
と
が
、
私
に
も
感
得
さ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
に
教
育
さ
れ
る
べ
き

「人
間
観

・
世
界
観
」
に
つ
い
て
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
で
す
か
ら
、
『世
界
と
は
何
か
』

と
言

っ
た
ら
、
二
つ
あ
げ
た
ら
い
い
。
世
界
と
い
う
の
は
み
ん
な
つ
な
が
っ
て
い
る
。
人
間
と
い
う
の
は
み
ん
な
つ
な
が
り
合

っ
て

生
き
て
い
る
、　
一
蓮
托
生
の
世
界
で
あ
る
、
そ
し
て
、
関
わ
り
合

つ
た
形
で
す
べ
て
の
も
の
が
変
わ
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
ち
ら
が
変
わ
れ
ば
あ
ち
ら
も
変
わ
る
、
あ
ち
ら
が
変
わ
れ
ば
こ
ち
ら
も
変
わ
る
。
そ
れ
は
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ら
で
す
。
何
か
が

一
人
だ
け
勝
手
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
何
か
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
し
ら
、
そ
の
も
の
と
つ
な
が
り

合

っ
た
も
の
が
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
変
わ

っ
て
い
き
ま
す
。
共
に
生
き
、
共
に
変
わ

っ
て
い
く
の
で
す
」
二

一
三

ペ
ー
ジ
）。
こ
の

こ
と
を
、
先
生
は
、
簡
潔
に
、
Ｆ
」
の
世
は
も
ち
つ
も
た
れ
つ
」
（七
七
ペ
ー
いと
、
「す
べ
て
は
、
つ
れ
あ

っ
て
変
わ
る
」
（八
〇
ペ
ー

ジ
）
と
も
表
現
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

「相
関
」
、
「共
生
」
、
７
ハ進
化
」
、
Ｆ
（存
共
栄
」
…
…
の
思
想
を
、
「
レ
ン
ゲ
草
と

ミ
ツ
バ
チ
」
と
か

「ど
ん
ぐ
り
と
リ
ス
」
な
ど
の
、
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
典
型
例
で
、
子
ど
も
た
ち
に
分
か
り
や
す
く
説
く
す

べ
を
示
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
ヨ

方
で
、
よ
り
特
殊
、
具
体
的
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
…
…

一
般
、
普
遍
を

も
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
」
（五
一
ペ
ー
ジ
）、
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ

・
形
象
の
本
質
が
活
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ふ
と
、
ロ
シ
ア

の
心
理
学
者
ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の

「事
物
現
象
の
普
遍
的
な
相
互
連
関
」
と
い
う
思
想
を
連
想
し
、
ま
た
、
「す
べ
て
は
流
れ
る
」
、

「諸
行
無
常
」
、
な
ど
の
古
く
か
ら
の
言
葉
を
思
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
先
生
の

『宮
沢
賢
治

「
や
ま
な
し
」
の
世
界
』
で
お
教
え
い

た
だ
い
た

「法
華
経
」
の
比
喩
に
よ
る
巧
み
な
説
き
方
を
連
想
い
た
し
ま
し
た
。
「変
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
自
然
は

「変
わ
る
」
が
、
社
会
は

「変
わ
る
の
で
は
な
く
変
え
て
い
く
こ
と
」
が
そ
の
基
本
な
の
だ
、
と
い
う
お
言
葉
が
と
て
も
印
象
的
で

に
た
］
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
教
育
に
つ
い
て
も
、
声
田
恵
之
助
の

「共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
」
に
基
づ
く
、
「共
生
」

に
連
な
る
、
「
共
育
」
と

い
う
思
想
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
郷
先
生

の
お
仕
事
が
、
先
生

の
お
仲
間
た
ち
と

の

べ
き
も

の
だ
と
述
べ
ら
れ
、
先
生
ご
自
身
が
、
「
共
生
」
と

「
共
育
」
を
実
践
的
に
生
き

て
い
ら

っ
し

ゃ
る
こ
と
に
、

え
ま
し
た
。

先
生
の
説

い
て
お
ら
れ
る
、
「
や
さ
し
く
教
え
る
」
だ
け
で
な
く

「も

っ
と
も
人
事
な
こ
と
を
や
さ
し
く
教
え
る
」
と

い
う
こ
と
が
、

そ
し
て
、
「わ
か
り
や
す
さ
」
と

「
お
も
し
ろ
さ
」
と

い
う
表
現
上
人
事
な
＾
（
つ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
、
こ
の
巻
全
体
で
見
事
に

実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。
こ
の
西
郷
先
生
の
こ
の
実
践
に
通
じ
る
教
育
実
践
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
た

め
に
は
、
教
師
た
ち
は
、
恐
ら
く
、
人
間
や
物
事
を

「典
型
と
し
て
認
識
す
る
」
文
芸
か
ら
、
も

っ
と
も

つ
と
級
か
に
学
ば
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
印
象
に
残
る
数
々
の
言
葉
が
、
こ
の
本
の
令
巻
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
に
出
会
う
度
に
、
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
―
―
科
学
と
は
異
な
り
、
文
芸
は

「人
間
を
丸
ご
と
と
ら
え
る
と

い
う
こ
と
、
人
間
を
歴
史
的
に
見
る
と

い
う
こ
と

一
一Ｌ
ｉ
ベ
ー
一ヒ
。
Ｐ

・
リ
ク
ー
ル
の

『時
間
と
物

語
』
を
想
起
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
掛
け
替
え
の
な

い
命

の
貴
さ
を
■
ど
も
に
教
え
る
た
め
に
、
「
文
芸
教
育
と

い
う
の
は
、

作
品
を
媒
介
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
、
生
や
死
に
出
会
わ
せ
て
や
る
場
で
あ
る
」
↑
１
・
Ｆ
天

―
ジ
）
と

い
う
言
葉
。
ト
ル
ス
ト
イ
の

『イ
ヴ
ァ
ン

ｏ
イ
リ
ッ
チ
の
死
』
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

「
人
間
が
砂
漢
を
作

っ
た
」
、
「火
事
」
、
「う
ん
こ
」
、
「大
阿
蘇
」
な
ど
な
ど
の
授
業
記
録
と
そ
の
報
告
を
読
み
な
が
ら
、
い
つ
し

か
、
私
も
子
ど
も
さ
ん
た
ち
と

一
緒
に
な

っ
て
、
学
ん
で
い
る
よ
う
な
思

い
に
浸

っ
て
い
ま
し
た
。
先
生
の
授
業
を
受
け
る
前
、
中

学
三
年
生
の
瑞
江
さ
ん
は
、
三
好
達
治
の
詩

「大
阿
蘇
」
の
感
想
と
し
て
、
「
何
だ
か
、
少
し
さ
み
し
い
詩
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

山
は
煙
を
あ
げ
て
い
る
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
や
が
て
そ
れ
は
け
じ
め
も
な
し
に
つ
づ

い
て
い
る
、
の
と
こ
ろ
ま
で
が
印
象
に
残
り

ま
し
た
」
と
だ
け
書

い
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
同
じ
瑞
江
さ
ん
が
、
授
業
の
後
で
は
、
次
の
よ
う
な
実
に
内
容
豊
か
な
授

業
感
想
文
を
書
い
た
の
で
す
。
７
…
・は
じ
め
は
む
ず
か
し
く
考
え
す
ぎ
て
い
た
け
れ
ど
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
身
近
に
も
、
た
く

さ
ん
転
が

っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
で
、
だ
け
ど
、
そ
う

い
う
見
方

っ
て
い
う
の
は
、
鋭

い
日
を
も

っ
て
い
な

い
と
な
か
な
か
気
づ
か

　

“

な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
詩
と

い
う
も
の
は
、　
一
見
、
大
が
か
り
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
実
は
、
そ
う

深 合
い 作
感

L
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い
っ
た
身
近
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
ん
だ
な
と
思
い
、
そ
れ
に
気
づ
け
る
詩
人
と
い
う
の
は
す
ご
い
と
思

っ
た
し
、

ま
た
、
そ
れ
を
読
み
取
れ
る
人
も
、
詩
人
と
同
じ
目
を
も

つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
西
郷
先
生
は
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
詩
と
い
う
も
の
の
味
わ
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、　
一
段
と
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
／
先
生
の
言
わ
れ
た
、
同
時
的
に
物

を
み
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
も
そ
れ
を
学
ん
で
、
少
し
で
も
心
が
豊
か
に
な
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ

か
ら
の
生
活
に
役
立
て
て
い
く
よ
う
が
ん
ば
り
た
い
で
す
。
す
ば
ら
し
い
こ
と
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

（四
八
〇
～
四
八
一
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
感
想
文
は
、
「文
芸

・
教
育
」
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
、　
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
見
事
に
実
現
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
理
解
を
た
つ
た

一
つ
の
授
業
で
育
て
上
げ
た
西
郷
先
生
の
授
業
の
素
晴

ら
し
さ
を
物
語

っ
て
い
る
、
と
も
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
深
く
豊
か
な
考
え
方
、
思
想
を
学
べ
る
子
ど
も
た
ち
の
幸
せ
を
思
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
幸
せ
こ
そ
を
贈
る
こ
と
な

く
し
て
、
教
育
の
存
在
理
由
が
何
処
に
あ
る
か
、
と
思
い
ま
し
た
。

大
学
に
お
け
る
教
師
養
成
教
育
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
の
お
言
葉
を
、
胸
痛
む
思
い
で
、
読
み
ま
し
た
。
「先
生
方
は
、
教
師
養

成
コ
ー
ス
を
経
て
、
今
こ
う
や
っ
て
教
師
に
な

っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
な
ら
大
学
で
、
人
間
認
識
の
方
法
、
人

間
の
分
か
り
方
、
世
の
中
の
分
か
り
方
、
も
の
の
見
方

・
考
え
方
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
教
わ
っ
て
き
た
か
と
振
り
返

っ
て
み
れ

ば
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
経
験
は
ま

っ
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
学
科
も
講
座
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
日
本
の
教
育
の
悲

し
む
べ
き
、
恐
る
べ
き
実
態
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
ど
も
は
、
日
を
す

っ
ぱ
く
し
て
、
『も
の
の
見
方

・
考
え
方
を
育
て
る
教

育
』
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
」
宣

一
一
ペ
ー
ジ
）。
私
も
、
こ
の
鋭
い
ご
批
判
に
、
残
念
な
が
ら
、
共
感
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
恐
る
べ
き
実
態
が

「変
わ
る
こ
と
」
を
た
だ
座
し
て
待
つ
の
で
は
な
く
、
こ
の
悲
し
む
べ
き
実

態
を

「変
え
て
い
く
」
た
め
に
、
私
た
ち
に
で
き
る
限
り
の
力
を
尽
く
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
コ
マ
ギ

レ
の

「
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
雑
多
に
つ
め
こ
む
だ
け
」
の
教
育
、
「物
知
り
を
つ
く
る
だ
け
」
の
教
育
、
「知
識

・
技
術
の
習
得
の
み
」

を
め
ざ
す
教
育
、
を
克
服
し
て
、
豊
か
な

「思
想
の
形
成
」
を
促
す
教
育
、
子
ど
も
た
ち
を

「自
分
で
も
の
を
考
え
る
」
人
間
へ
と

育
て
る
教
育
、
を
実
現
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が

「人
間
観

・
世
界
観
の
教
育
」
な
の
だ
、
私
な
り
に
、
そ
う
理
解
い
た
し
ま

し
た
。
宮
沢
賢
治
の
有
名
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
ば

「
世
界
が
全
体
幸
福
に
な
ら
な
い
限
り
、
個
人
の
幸
福
は
あ
り
え
な
い
」
■
一九
六

ペ
ー
ジ
）
を
心
に
刻
ん
で
、
私
も
、
瑞
江
さ
ん
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら

「
が
ん
ば
り
た
い
で
す
」
。

初
め
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
文
章
群
な
の
に
、
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
先
生
が
長
年
に
わ
た

っ
て
歩
ん
で
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た

道
に
、
私
も
教
育
実
践
に
学
び
現
象
学
に
学
ぶ
な
か
で
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
少
し
ず

つ
近
づ

い
て
来
て
い
た
の
だ
、
と
気
づ
き
、

勇
気
づ
け
ら
れ
、
心
か
ら
嬉
し
く
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
先
生
の

「
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
大
事
な
の
で
す
」
と

い
う
、
念
を

押
す
詰
め
の
言
葉
の
記
録
を
読
む
と
き
、
あ
た
か
も
、
岡
山
の
研
究
所
で
、
先
生
独
特
の
鹿
児
島
弁
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
お

っ
し
ゃ
る

お
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
、
楽
し
い
錯
覚
に
と
ら
え
ら
れ
、
た
い
へ
ん
懐
か
し
く
ま
た
愉
快
な
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
が
、
「解
説
」
に
代
え
る
、
先
生
宛
の
手
紙
の
形
を
借
り
た
、
私
の

「感
想
文
」
で
す
。

今
年

（
一
九
九
六
年
）
は
宮
沢
賢
治
の
生
誕
百
年
の
年
で
す
。
こ
の
拙

い

「感
想
文
」
を
、
賢
治
ゆ
か
り
の
岩
手
県
盛
岡
で
記
し

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
読
書
の
機
会
を
お
与
え
下
さ
り
、
本
当
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

「世
界
全
体
の
幸
福
」
を
目
指
さ
れ
る
先
生
の
、
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
析
り
申
し
上
げ
ま
す
。

解
説
者
紹
介

吉
田
章
宏

（よ
し
だ
　
あ
き
ひ
ろ
）
教
育
心
理
学
研
究
者
。　
一
九
三
四
年
東
京
に
生
ま
れ
る
。
東
京
大
学
教
育
学
部
卒
業
。
米
国
イ

リ
ノ
イ
州
立
大
学
大
学
院
卒
業
。
Ｐ
ｈ
．
Ｄ
．。
授
業
実
践
の
現
象
学
的
心
理
学
を
研
究
。
現
在
、
岩
手
大
学
教
育
学
部
教
授
。
放
送

大
学
客
員
教
授
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
著
書
に

『教
育
の
方
法
』
、
『教
育
の
心
理
』
（放
送
大
学
教
育
振
興
会
）
な
ど
。


