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記
憶
と
想
起

シ

ュ

テ

ィ

フ
タ

ー

の

『晩

夏

』

磯

崎

康

太

郎

序

一
八
五

七
年

に
発
表

さ
れ

た

『晩
夏

』

に
お

い
て
、

シ

ュ
テ
ィ

フ
タ
ー
が

四
八
年

の
三
月
革
命

以
前

の
オ
ー

ス
ト

リ
ア

の
王
政
復
古
期

を
何
ら

か
の
形

で
回
想
し

て

い
る
と

い
う
指
摘

は
数
多

く

み
ら
れ
る
。

『晩
夏
』

は
三
月
革
命

以
前
に
シ

ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
信
奉

し
て

い
た
自
由
主
義

の
理
念
に
近
付

い
て
お

り
、
そ
れ
は
五
〇
年
代
以
降

の
社
会

で
は
も
は
や
実
現

さ
れ
え
な

い
懐
古
趣
味

で
あ

っ
た
伽
。
懐
古
と

い
う
点

で
は
、

シ

ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
時

代
を
過
ご
し
た
ク
レ
ム
ズ

ミ

ユ
ン
ス
タ
ー

の
修
道
院

の
設
備

や
雰
囲
気
が

「薔

薇

の
館
」

の
モ
デ
ル
と

し
て
想
起
さ
れ

て

い
る
倒
と

い
う
伝
記
的
事

実
を
捉
え

た
指
摘
も
あ

る
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト

に
依

拠
し
た
研
究

の
な
か
で
、

コ
ル
ネ
リ

ア
・ブ
ラ
ス
ベ
ル
ク
は
、
ホ
メ

ロ
ス
、
プ

ラ
ト
ン
、
『ト
リ
ス
タ
ン
と

イ
ゾ

ル
デ
』

等

の
伝
統

が

『晩
夏
』

の
テ
ク

ス
ト
に
無

数

に
織
り
込
ま
れ
て

い
る
㈲
こ
と
を

指
摘
し

て
い
る
。
さ
ら

に
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア

・
ア
ル

ベ
ス
に
よ
れ
ば
、

『御
影
石
』

や

『晩
夏
』

に
お

い
て
、
散
歩

の
途

中
で
描
か
れ
る
自
然

の
事
物

は
往
路
と
復

路
に
ほ
ぼ

一
回
ず

つ
言
及
さ
れ
る
た
め
、
鏡
像
的
な
構
造
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ

は
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
あ
る
特
定
の
事
物
に
あ
る
特
定
の
場
所
が
割
り
当
て

ら
れ
て
い
る
証
左
で
あ
り
、
人
間
は
場
所
に
ま

つ
わ
る
映
像
と
し
て
何
か
を
記

憶
し
て
い
る
ご
と
に
な
る
。
散
歩
の
途
上
で
、
あ
る
特
定
の
場
所
が
思
い
出
話

を
誘
発
す
る
の
だ
ω
。
こ
の
よ
う
に

『晩
夏
』
を
め
ぐ

っ
て
回
想
や
伝
統
の
も

つ
意
義
に
対
し
て
は
、
す
で
に
多
様
に
着
眼
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

は
お
お
む
ね

『晩
夏
』
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
格
や
反
時
代
性
、
テ
ク
ス
ト
の
記

号
論
的
構
造
を
論
じ
る

一
手
段
と
し
て
記
憶
と
い
う
要
素
に
触
れ
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
本
論
考
で
は
、
記
憶
と

い
う
問
題
そ
の
も
の
を
中
心
に
据
え
て
考
察

し
た

い
。
『晩
夏
』
で
は
、
血
縁
関
係
に
よ
ら
な

い
理
想
の
共
同
体
「薔
薇
の
館
」

が
詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
特
定
の
集
団
の
な
か
で
芸
術
と
自
然
が
特
殊

な
姿
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
成
長
が
描
か
れ
る
な
か
で
、

記
憶
と
想
起
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
小
説
こ
そ
、
記
憶

の
問
題
を
個
人
と
集
団
の
両
側
面
か
ら
扱

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ブ
ラ
ス
ベ
ル
ク
が
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
説
等
と

『晩
夏
』
と
の
響
き
合
い
を
捉



え
、

ア
ル
ベ
ス
が

「
薔
薇

の
館
」

の
庭
園
を
中
世

の
図
像
か
ら
説
明
し
て

い
る

よ
う

に
、

テ
ク

ス
ト

で
あ

れ
、

メ
デ
ィ
ア

で
あ
れ
、
「
問
」
(薗三
〇
こ
と
付
さ

れ

る
近
年

の
研
究
方
法

で
は
、
過
去
と

の
自
由

な
響
き
合

い
の
な
か
で

『晩
夏
』

を
解
釈

し
て

い
る
。
本
論
考
も

こ
う
し
た
方
法
を
視
野

に
入
れ
、
記
憶
術

に
関

連

し
た
伝
統

に
言
及
し
な
が
ら
論
を
進
め

た

い
。

想
起
説
と
整
然
と
し
た
記
憶
の
獲
得

「
薔
薇

の
館
」

に
は
、
様

々
な
芸
術
作

品

が
陳
列

さ
れ

て

い
る
。

ハ
イ

ン

リ
ヒ
は
あ
る
と
き

、
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
大

理
石

の
少
女
像
を
稲

光

の
な
か

で
目

の
当
た
り
に
し
、
こ
の
体
験
に
よ

っ
て
芸

術

の
美
に
開
眼
す

る
。
'こ
の
館

の
主

リ
ー
ザ

ッ
ハ
男
爵

は
、
こ
の
彫
像
に

つ
い
て

ハ
イ

ン
リ
ヒ
に
前
も

っ
て
何

の
知

識
も
.授
け

て

い
な
か

っ
た
..
「
何
か
が
美

し

い
と
誰
か

に
言
う

こ
と
、
そ

の
こ

と
は
必
ず

し
も

そ

の
人

に
美
を
所
有

さ
せ

る
こ
と

に
は
な
り

ま
ぜ
ん
。

(…
)

そ
う
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
入
が

い
ず

れ
自
ら

の
衝
動

で
到
達
す

る
で
あ

ろ
う
美

の
所
有
を
妨

げ
る
こ
と

に
な
る

の
で
す
。
あ
な
た

の
場
合

に
も
、

こ
の

こ
と
を
私
は
前
提

と
し
て

い
た
か
ら

こ
そ

、お
待
ち
し
て

い
た
の
で
す
。」
$

丙
O

卦

N

ま
)
リ
ー
ザ

ッ
ハ
の
世
界
観
は

、
美

に
象
徴
さ
れ
る
イ

デ
ア
の
世
界

の
実

在

が
前
提

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ

る
教
育
観
に
は
、
プ
ラ
ト

ン
の
想
起

(婁

旨
コ
o募

)
説
と

の
対
応
を

見
出
す

こ
と

が
で
き
る
椒
。
プ

ラ
ト

ン
の
想
起
説

に
よ
れ
ば
、
あ
ら

ゆ
る
認
識
と

い
う

の
は

再
認
識

で
あ
る
。

学
習
と
は
新
し

い

こ
と

の
獲
得

で
は
な
く
、
厳
然
と
し

て
存
在

す
る
イ

デ
ア
の
想
起

で
あ

る
か
ら
、

誰

か
が
教
え

る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、

本
人

の
内
発
性

に
任
せ
れ
ば

よ
い
と

い
う

こ
と
に
な

る
。

リ
ー
ザ

ッ
ハ
が
画
業

に
お
け
る
将
来
性
を
予
感
す

る
、
家

具
工
オ
イ

ス
タ

ッ
パ
の
弟

ロ
ー

ラ
ン
ト
は

、
ま
だ
見

ぬ
対
象
を
描

い
た
自
ら

の

絵

に

つ
い
て

「
私
は
何
か
特
別
な
こ
と
を

求
め
た
と

い
、つ
わ
け

で
は
な

い
の
で

す
」
、
「私
は
た
だ
心
の
な
か

に
見
付
け
だ
せ
る
姿
を
展
開
し
た
だ
け
な

の
で
す
」

°$
内
O
♪
伊

=
O
)
と
説
明
し
て

い
る
。
彼
に
と

っ
て
絵

の
創
造
と
は
心
象

の
想

起
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ

の
心
象

は
彼

の
経

験
に
よ

っ
て
後
天
的
に
獲
得
さ
れ

た
も
の
と

い
う

よ
り
、
心

の
な
か
に
直
観
的

に
あ
ら
わ
れ
た
美
、
実
在
す
る
先

験
的
な
世
界

の
想
起
を
思
わ
せ
る
も

の
だ
。

普
遍
的
な
美

の
世
界
を
究
極

の
目
標
と
す
る

ハ
イ

ン
リ
ヒ
の
人
間
形
成
は
、

想
起
と

い
か
な
る
関
連
を
も

つ
の
か
。

ハ
イ

ン
リ
ヒ
は
、

『晩
夏
』
第

一
巻

第

三
章
で

「薔
薇

の
館
」

に
初
め

て
立
ち
寄

っ
た
際

に
、
通
さ
れ
た
部
屋

の
書
棚

で

『オ
デ

ュ
ッ
セ
イ
ア
』
を
見
付
け
て

い
る
。
同
巻
第
七
章

に
入
り
、
ナ
タ
ー

リ

エ
と

の
出
会

い
が
描
か
れ

て

い
る
。
第

二
巻

第

一
章

で
は

ホ
メ

ロ
ス
を
旅

行
時

の
必
携
書
と
す
る

こ
と
が
知
ら
さ
れ

る
。
第
二
巻
第

二
章

で
は
、
稲
光

の

な
か

で
大
理

石
の
少
女
像
を
見
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ

の
時
点

で

「
私
は
ナ
ウ

シ
カ
ア

の
こ
と
を
思

い
出

し
た
」
(=
困
O
爵

N

週
)
と
言
わ

れ
て

い
る
よ
う

に
、

大
理
石
像

が
記
憶
媒
体
と
な

っ
て
読
書
体
験

の
な
か

の
記
憶

、
『
オ
デ

ュ
ッ
セ

イ
ア
』
に
登
場
す

る
王
女

ナ
ウ
シ
カ
ア
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
い
く
。
そ

の
後
、

ナ
タ
ー
リ

エ
と
親
密

に
な
る
に

つ
れ
て
、
さ
ら

に
彼
女

の
姿
が
大
理
石
像
や
ナ

ウ
シ
カ

ア
に
融
合

し
て

い
く

の
だ
。

「…
最
後

に
ナ
ウ
シ
カ

ア
が
、
素
朴

で
深

い
感
情
を

こ
め
た
姿

で
、
広
間
の
入
り

口
の
柱

の
と
こ
ろ
に
立

っ
て

い
た
。
そ

の
と
き
私

の
な
か
で
付
け
加
わ

っ
た

の
が
、
微
笑
を
浮

か
べ
た
ナ
タ
ー
リ
エ
の

美
し

い
像

で
あ

っ
た
。
彼
女

は
現
代

の
ナ
ウ
シ
カ
ア
だ

っ
た
。

(…
)

二
つ
の

姿
が
融
合
し
あ

っ
た
…
」
黛
困
O
♪

伊

這
O
¢

こ
の
段

階
で
、
大
理
石
像
と
ナ

ウ
シ
カ
ア
と
ナ

タ
ー
リ

エ
と

い
う
本
来

別
個

の
三

つ
の
も

の
は
、

一
つ
を
見

れ
ば
他
が
思

い
浮
か
ぶ
と

い
う
具
合

に
、
相
互
に
記
憶
媒
体
と
し
て
機
能
す
る

よ
う
に
な

る
。

ハ
イ

ン
リ
ヒ
が
成
長
す

る
過
程

は
、
そ
れ
ま
で
個
別
的

に
存
在

し

て
い
た
出
来
事
、

つ
ま
り
彼

の
脳
裏

に
別
個
の
も

の
と
し
て
存
在

し
て

い
た

一2一

 

ー

」
嘱
ー

5
1

;

I
i

I
.
I
I
=
暑
ー

ウ
」

.
j

I

一一,,耳



数

々
の
心
象
を
統
合
す
る
よ
う
な
彼
独
自

の
意
味
付
け
を
し
て

い
く
過
程
と
言

え
よ
う
。
整
理
さ
れ

る
こ
と
で
物
事

の
本

来
あ

る
べ
き
諸
関
連
を
明
示
す
る
記

憶
を
も

つ
に
至

る
こ
と
が
、

ハ
イ

ン
リ
ヒ

の
美

へ
の
陶
冶

の
証
と
し

て
描
か
れ

て

い
る
。
そ

の
た
め
、

『晩
夏
』

に
は
謎

め

い
た
多
く

の
記
憶
像

が
散

り
ば

め

ら
れ
て
お
り
、
そ

の
記
憶
像
は
物
語

が
進

む
に

つ
れ
て
、
徐

々
に
意
味
が
明
ら

か
に
な

っ
て
い
く
。

一
つ
の
典
型
的
な
例

と
し
て
、

ハ
イ

ン
リ
ヒ
は
ナ
タ
L
リ

エ
と
知
り
合
う
以
前

に
、
道
端

で
馬
車

に
乗

っ
た
老
婦
人
や
若

い
女
性
と
挨
拶

を
交

わ
し
た
様
子

を
報
告
し
て

い
る
。
さ

ら

に
そ

の
年

の
冬
、
都
で
シ

ェ
イ

ク

ス
ピ

ア
の

『リ

ア
王
』
を
観
劇
し
、
そ
こ

で
桟
敷
席

に
座

っ
て
い
た
美
し

い
少

女

の
様
子
を
報
告

し
て

い
る
。

こ
の
劇
場

で
出
会

っ
た
少
女
と
、
馬
車

に
乗

っ

た
若

い
女
性
は
、
実

は
ナ
タ
ー
リ

エ
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
が
完
全
に
判
明
す
る

の
は
第

二
巻
も
末

尾
に
近

い
部
分
で
あ
り

、

こ
れ
ら
が
な
ぜ
記
憶
に
残

っ
た
場

面
と
し

て
描
か
れ
て

い
る
の
か
は
、
そ
の
場
面
を
読
ん
だ
際

に
は
、
読
者

に
も

(
ハ
イ

ン
リ
ヒ

に
も
)
分
か
ら
な

い
。

ハ
イ

ン
リ

ヒ
は
成
長
と
共

に
、
そ
れ
ら

の
記
憶
像

の
意
味

に
気
付
き
、

ナ
タ
ー
リ

エ
本
人
と

の
会
話

の
な
か
で
最
終
的

な
意
味
確
認
が
な
さ
れ
る
。
謎
め

い
た
多

く

の
記
憶
像
は
、
想
起
を
促
す
装
置

と
し
て
設
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ハ
イ

ン
リ
ヒ
が
自

ら

の
体
験

の
記
憶
を
整

理
し
、
定
着
し

て
い
く
こ
と

に
よ

っ
て
、
美

の
世
界
と

の
関
連
性
が
明
ら
か
に

な
る
。

二

記
憶
術
と
記
録
保
管
術

「薔
薇

の
館
」

で
は
、
美

の
想
起

に
よ

る
人
格

の
陶
冶
と

い
う
人
間
形
成

の

最
終

目
標

は
、
本
人

の
内

発
性

に
委
ね
ら

れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
命
題
に

は
留
保
が
必
要

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ロ
ー

ラ
ン
ト
の
絵
画
に
み
ら
れ

る
感
性

の
鋭
さ
は
、
そ

の
分
野

で
の
将

来
的
活
躍

を
予
感

さ
せ
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、

彼
は
現
実
体
験
の
欠
如
と
い
う
理
由
か
ら
、
物
語
末
尾
で
旅
に
出
る
。
人
間
形

成
の
途
上
と
な
る
段
階
で
は
、
物
事
を
論
理
的
に
判
断
し
、
処
理
す
る
悟
性
能

力
が
磨
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
悟
性
の
鍛
錬
は

「薔
薇
の
館
」
で

は
、
と
り
わ
け
自
然
科
学
の
習
得
と
い
っ
た
形
で
要
請
さ
れ
て
い
る
。
獲
得
し

た
記
憶
を
理
路
整
然
と
想
起
す
る
た
め
の
記
憶
術
も
、
こ
の
悟
性
の
鍛
錬
に
含

ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
次
の
よ
う
に

「薔
薇
の
館
」
の
事

物
や
秩
序
を
想
起
し
、
父
親
に
説
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
私

は
父
に
、
薔
薇

の
館
に
あ
る
様

々
な
家
具

の
寄
木
細
工
や
床

や
木

彫
り
の
材
料

で
あ
る
木

の
種
類
を

一
つ

一
つ
述

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
か
な
り
う
ま
く

い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が

こ
れ
ら
の
事
物
を
観
察

し
た
際

に
、
父

の
こ
と
を
思

い
出
し
、
普

段
以
上

に
注
意
を
払

っ
た
か
ら
だ
。

い
か
な
る
秩
序

で
こ
れ
ら
の
木

々
が
組

み
合
わ
さ
れ

て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら

が

い
か
な

る
姿
を
作
り
出
し

て
い
る
の
か
、
線
と
色

の
組
み
合
わ
せ

の
な
か

に
美
し

い
魅
力
が
存
在

し
て

い
る
の
か
、
と

い

っ
た

こ
と
も
述

べ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
。
同
様

に
、
廊
下
や
広
間

に
あ
る
大
理
石

の
種
類
に

つ
い
て

は
、
も

っ
と
多
く

の
こ
と
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
し
、
そ
れ
ら
が

い
か

な

る
様
子
で
結
合
さ
れ
て

い
る
の
か
、

い
か
な
る
種
類

の
も
の
が
互

い
に
接

し
て

い
る

の
か
、
そ
う

な
る
こ
と
で

い
か
な
る
様
子

で
際
立

っ
て

い
る
の
か
、

を
言

い
表

さ
な

れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。
見
た
も

の
を
具
体

的
に
示
す

た
め
、

幾
度
と
な
く
紙
と
鉛
筆
を
手

に
取

っ
た
。
父
は
さ
ら
に
質
問
を
続
け
、
そ
れ

が
理

に
か
な

っ
た
順
序

で
な
さ
れ
た

の
で
、
私
は
覚

え
て
い
る
と
思

っ
て
い

た
以
上

の
こ
と
に
答
え
る
こ
と
が

で
き
た
。
(=
困
O
♪
ご
一゚。
3

こ
の
記
述

で
は
、

ハ
イ

ン
リ
ヒ
が
館

で
の
観
察
を
非
常
に
注
意
深
く
行

っ
て
い
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た
と

い
う

こ
と
、
そ
し
て
説
明

の
際
に
、

木
材

や
大
理
石
と

い
っ
た
話

の
素
材

を
明
確
に
分
割
し
て
話
し
た

こ
と
、
父
親

の
さ
ら
な
る
質
問
が

「
理
に
か
な

っ

た
順
序
」

で
な
さ
れ
た
た
め

に
、
予
想
以

上
に
多
く
の
記
憶
が
引
き
出

せ
た

こ

と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
挙
げ
ら

れ
た
三

つ
の
要
素
、
素
材

の
分
割
、

し

っ
か
り
し
た
順
序

、
完
壁
な
精
神
集
中

は
、
ス
コ
ラ
哲
学

の
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
が
訓
練
さ
れ
た
記
憶
に

つ
い
て
の
講

義

の
な
か
で
こ
の
三

つ
を
記
憶

の
必

須
条
件
と
定
義

し
て

い
る
よ
う

に
、
古
代

か
ら
中
世

に
か
け

て
の
あ
ら

ゆ
る
記

憶
訓
練
法

の
な
か

で
、
常
に
重
要
視

さ
れ

て
き
た
も

の
で
あ
る
㈲
。

ハ
イ

ン
リ

ヒ
の
駆
使
す

る
記
憶
術
は
、
古

代
や
中
世

以
来

の
記
憶
術

の
重
要
な
条
件
を
踏

ま
え

た
も
の
で
あ

る
と
言
え

よ
う
。

「
薔
薇

の
館
」

で
は
、
静
穏

な
環
境
が

入
念
に
設
え
ら
れ
て

い
る
。

こ
こ
で

読
書
を
始
め
た

ハ
イ

ン
リ
ヒ
は
、

「人

の
住

ん
で

い
る
家

で
聞

こ
え

る
ほ
ん

の

僅
か
な
物
音
す
ら
聞

こ
え
な

い
」
た
め
、
あ

た
か
も

「
静
か
な
森

の
な
か
に
」

(=
ス
O
♪

一曽い
3

い
る
か

の
よ
う
な
錯
覚

に
と
ら
わ

れ
て
い
る
。
彼
は
、
ナ
タ
ー

リ

エ
と

の
婚
約
か
ら

一
夜
明
け
た
翌
朝

に
、

「廊

下
の
床
が
絨
毯

で
覆
わ

れ
て

い
る

の
で
、
彼

女
に
は
足
音
が
聞

こ
え
な

い
」
環
境

の
な
か

で
、
「そ

の
姿

が

語

る
こ
と
」
、

つ
ま

り
ナ
タ
ー
リ

エ
の

「内

な

る
声
」
(韻
因
O
合

ω
L
e
を
察
知

し
、
自
ら

の
求
婚

に
関
し
て
う
ま
く
事

が
運

ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ

の

一
・

大
事

で
さ
え
も
、
主
人
公
た
ち
の
沈
黙

の
な
か
で
展

開
す
る
部
分

が
多
く
、
「薔

薇

の
館
」

の
規
則
正
し

い
静
か
な
生
活
を

乱
す

こ
と
は
決
し

て
な

い
。
静
寂

の

な
か

に
あ
る
沈
黙

し
た
人
間
と

い
う

『晩

夏
』

に
頻
繁

に
み
ら
れ
る
情
景

で
は
、

何
か
を
考
え
た
り

、
思

い
出
し
た
り
す
る

た
め
の
人
間
と
環
境

の
在
り
方

が
示

唆

さ
れ
て

い
る

の
だ
ろ
う
。

こ
の
関
連

に
お

い
て
も
、
「
薔
薇

の
館
」
は
古
代

や
中
世

の
伝
統
と

不
可
避
的
に
結

び
付
く

。
古
代
末
期

の
テ
ク
ス
ト
に
散
見
さ

れ
る

の
は
、
卓
越

し
た
記
憶
力
を
培
う
精

神
集
中

の
状
態
を
指
す
た
め
の

「孤

独
」
や

「
静
寂
」
と

炉
う
言
葉

で
あ
る
。
大
声
で
話

し
、
聞
き
手
も
大

声
で
質

問
す

る

こ
と

の
で
き

た

「勉

学
」
(「。9
0
)
に
対
比

さ
れ
、
共

に
重

要
視

さ
れ

た

「
瞑
想
」
(ヨ
9
曲翼
δ
)
と

の
関
連

で
、
精
神
集
中
を
も

た
ら
す
環
境
的
要
因

と
し
て
、
静
け
さ

の
必
要
性
が
説
か
れ

て
い
た
ω
。

『晩
夏
』

に
み
ら

れ
る
匿
名
性
㈹
は
、
登
場
人
物

に
は
該
当
し
て
も
、
芸
術

家
と
芸
術
作
品
に
関
し
て
は
該
当
し
な

い
。
そ
れ
ら

の
名
前

は
数
多
く
挙
げ
ら

れ
、
固
有

性
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
芸

術
作
品

や
動
植
物

の
保
持

・

育
成

の
た
め
に
、
「薔

薇

の
館
」

や

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の

「
両
親

の
家
」
に
は

い
か

な
る
規
則
が
み
ら
れ
る
か
に
注
目
し
た

い
。

、
「薔
薇

の
館
」

で
は
、
収
蔵

物
は

部
屋
ご
と

に
分
割
さ
れ
、
ひ
ど

つ
の
部
屋
は
あ

る
特
定

の
使
用
目
的

の
た
め
だ

け
に
使
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
大

理
石

の
収
蔵
室
、
絵
画

の
収
蔵
室
、
自
然
科
学

の
実
験
室
と

い
っ
た
具
合
に
区
画
整
理
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
厳
守

さ
れ

て
い
る
た

め
、
図
書

室
は
書
物
を

お
く

た
め
だ
け

に
存
在

し
、
読
書

は
そ
の
隣

の
閲
覧
室

で
行
う

こ
と

に
な

る
。
「
両
親

の
家
」
一も

、
中

世
の
武
器
を
収

め
る
た
め

の
部
屋
が
存
在
す

る
よ
う

に
、
あ
る
程
度

の
区
画
整

理
が
な
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
細
目
は
、
記
憶
術
と

の
関
連

で
言
え
ば
、
「素

材

の
分
割
」

に
相
当
す
る
も

の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に

「薔
薇

の
館
」

で
は
、
食
事

の
時
間
が
正
確

に
守
ら
れ
、
料
理

の
出
さ
れ

る
順
序
も
常

に
変
わ
ら
な

い
。
目

録
を
備
え
た
図
書
室

の
書
架

の
本
は
、
順
序
よ
く
整
理
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た

め
、

ハ
イ

ン
リ
ヒ
が
書
架

か
ら
取
り
出
し
、
放
置
し
た
本
は
、
リ
弓
ザ

ッ
ハ
に

よ

っ
て
す
ぐ

に
書
架

の
元
の
場
所
に
戻
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
養
子
グ

ス
タ
フ

が
ゲ
ー
テ

の
作
品
集
を
手

に
し
た
際
に
、

リ
ー
ザ

ッ
ハ
は
ま
ず

『
ヘ
ル

マ
ン
と

ド

ロ
テ
ー

ア
』
か
ら
読
む

こ
と
を
指
示
し

て
い
る
。
ま
た

ハ
イ
ン
リ
ヒ
も
、
「両

親

の
家
」

で
順
を
追

っ
て
読
む
予
定

の
本
を
書
架

に
並

べ
て

い
た
。
こ
の
よ
う

に
、
本
を
読
む
順
番
ど

い
う

こ
と
に
も
規
則
性

が
窺
え
る
。
さ
ら
に
来
訪
者
が
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「薔
薇

の
館
」
を
見
学
す
る
順
序
も
、
リ
ー
ザ

ッ
ハ
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
て

い
る
。

来
訪
者
は
、
ま
ず
庭
を
案
内
さ
れ
、

つ
ぎ

に
付
近

の
農

園
や
畑
、
そ
れ
か
ら
家

の
内
部

に
あ
る
工
芸
品

や
美
術
品
、
そ

の
後

で
家
か
ら
出

て
家
具
工
房
を
見
る

よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
区
画
整

理
さ
れ
た
も

の
が

一
定

の
順
序

で
提

示
さ
れ
て

い
る

の
だ
。

売
り

に
出
さ
れ
た

「凡
庸
な
類

の
蒐
集

家
」
(霞
内
O
♪

伊

一ω
一)
の
銅
版
画

コ

レ
ク
シ

ョ
ン
が
「薔
薇

の
館
」
に
届
け
ら
れ

る
。

こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
「現

代

の
無
意
味
な

や
り
方

に
基
づ

い
た
銅
版

画
用
整
で
彫

ら
れ
た
だ
け

の
ま

っ
た

く
無
価
値
な
作

品
」
や
「現
代

の
比
較
的
ま

し
な
作
晶
」
や
「偉
大
な
価
値
を
も

っ

た
、
か
な
り
古

い
時
代

に
由
来
す
る

い
く

つ
か

の
作
晶
」
曾

困
O
奔

ω
;
ω
ご
が

含
ま

れ
て

い
る
。
検

討

の
結

果
、

コ
レ

ク
シ

ョ
ン
全
部

を
購
入
す

る

こ
と

に

な

っ
た
が
、
審
美
眼

に
適

わ
な

い
作
品
は

破
棄
さ
れ

る
。

「な
ぜ
な
ら
、
劣
悪

な
作
品
と

い
う

の
は
優
れ
た
作

品
に
よ
る
良

い
効
果
を
損
な
う
だ
け
で
は
な

い
。

よ
り
優
れ
た
作

品
を
見
た
こ
と

の
な

い
人

の
感
情
を
高

め
る
ど
こ
ろ
か
、
自
然

の
対
象
物
を
見

て

い
る
場
合
よ
り
も

、
粗

野
で
歪
ん
だ
方
向

に
導

く
か
ら
で
あ

る
。
」
(頃
困
O
企

ω
゜
;
悼
)
そ

の

一
方

で
、

残

さ
れ

る
作
品

は
容

器

の
な
か

で
手

厚
く
保
護
・管
理

さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

記
録
保
管
所
と

し
て
の
「薔
薇
め

館
」

は
、
寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
す

べ
て
保
管
す

る
と

い
う

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
厳

選
す
る
と

い
う

取
捨
選
択

の
シ
ス
テ
ム
が

介
在
し
て

い
る
点
が
特
徴
的

で
あ
る
。

こ
れ
を
記
憶
術

に
関
連
付
け
れ
ば
、
雑
念

を
振
り
払
う
意
識
的
行
為
と

し
て
の

「
完
壁
な
精
神
集
中
」

に
対
応
す
る
も

の

で
は
な

い
か
。

ハ
イ

ン
リ
ヒ
は
成
長
を
遂
げ
る
な
か
で

、
頭

の
な
か
に
区
画
整
理
さ
れ
た
記

憶
像
を
構
築
す

る
た
め

に
も
、

一
つ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と

へ
と
連
想

に
よ

っ

て
再
び
想
起
す

る
た
め

に
も
、
集
中
力
を

身

に
付
け
、
覚
え

る
べ
き
素
材
を
分

割
し
な
が
ら
、

そ
れ
に
順
序
を
定
め
る
と

い
う
古
代
や
中
世
以
来
有
効

と
さ
れ

る
記
憶
術
を
活
用
し
た
。
「薔
薇

の
館
」
を
中
心
と
す
る
記
録
保
存
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
類
似
し
た
記
録
保
管
術
が
み
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
こ

こ
で
集
積
さ
れ
た
芸
術
品
は
、
厳
選
の
過
程
を
経
て
、
各
部
署
に
入
念
に
配
置

さ
れ
、
目
録
が
添
え
ら
れ
た
り
、
見
学
の
順
番
が
定
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ら
を
想
起
す
る
、

つ
ま
り
再
利
用
す
る
た
め
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
る
。

「
薔

薇

の
館
」

の
教
育

方
法

と

の
類
似

馴
を
指

摘

さ
れ

て

い
る

の

が
、

一
八
五
四
年
に
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
週
刊
誌
に
連
載
し
た

「
暗
算
に
つ
い

て
」
と
題
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
計
算
を
め
ぐ
る
教
授
法
と
学
習
法
が
検
討
さ

れ
た
こ
の
記
事
は
、
次
の
よ
う
に
概
観
で
き
る
。
ま
ず
子
ど
も
の
意
欲
と
内
発

性
を
尊
重
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
子
ど
も
が
学
ぶ

「
最
初
の
科
学
」
で
あ

る
暗
算
は
、
机
上
の
学
問
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
生
活
の
な
か
で
実
践
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
。
こ
れ
は

「
よ
く
知
ら
れ
、
よ
く
使
わ
れ
る
数
値
や
事
実
か
ら

思
考
力
や
記
憶
を
活
用
し
て
、
知
り
た

い
と
望
む
数
を
計
算
す
る
こ
と
」
ω
で

あ
る
が
、
実
際
頭
の
な
か
の
現
象
な
の
で
忘
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
そ
の
際

に

「計
算
、あ
る
い
は

(学
校
で
は
黒
板
で
な
さ
れ
る
た
め
)
板
書
で
の
計
算
」

と
呼
ば
れ
る

「体
系
的
数
の
記
号

(数
字
)
を
用
い
、
規
則
の
運
用
の
も
と
で
、

数
を
計
算
す
る
こ
と
」
耐
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
思
考
力
を
駆

使
す
る
個
人
と
補
助
手
段
と
し
て
の
体
系
と
の
区
別
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
記
憶

術
と

「薔
薇
の
館
」
の
記
録
保
存
シ
ス
テ
ム
ど
の
そ
れ
に
も
含
蓄
の
深
い
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
。
イ
デ
ア
論
的
世
界
観
に
よ

っ
て
人
間
の
内
発
性
が
信
頼
さ

れ
て
い
る
が
、
個
人
差
、
あ
る
い
は
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
忘
却
や
誤
解
が
生

じ
た
場
合
、
あ
る
べ
き
姿
に
整
え
ら
れ
る
こ
と
で
美
を
現
出
す
る
芸
術
作
品
が
、

人
を
正
路

へ
と
導
く
体
系
と
な
る
。
組
織
化
さ
れ
、
体
系
と
な

っ
た
記
録
保
管

術
は
個
入
の
反
省
を
も
促
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
薔
薇

の
館
」
は

「す
べ
て

に
お
い
て
変
更
を
加
え
な
い
」
(=
丙
O
《
ω
b
°。9
姿
で
次
世
代

へ
と
継
承
さ
れ
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て

い
く

、三

理
想
と
し
て
の
過
去
と
同
時
代

へ
の
危
惧

「現
代

の
」
芸
術

に
対
す

る
排
除
の
論

理

や
、
各
前
を
挙
げ
ら
れ
た
芸
術
家

や
芸
術
作
品
が
、
お
お
む
ね
古
代
か
ら
ゲ

ー
テ
時
代
ま
で
の
産
物
で
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
た
と
き
、
忘
却
す

べ
き
同
時
代

、想
起
す

べ
き

(ゲ
ー
テ
時
代
ま

で
の
)

過
去
と

い
う

一
応

の
区
分
が
成
り
立

つ
で
あ

ろ
う
。
芸
術
創
造

の
場

で
は
な
く
、

芸
術

の
修
復
と
保
護

の
場

で
あ

る

「薔
薇

の
館
」

の
工
房

で
は
、

「昔
、
ま
さ

に
し
ば
し
ば
現
代

か
ら
数
百
年
も
前
に
作

ら
れ
、
も
う
壊

れ
て
し
ま

っ
た
品
物

が
時
間
と
事
情

の
許
す
限
り
修
復

さ
れ
」

て
お
り
、
「
老
境

に
入

っ
た
人

の
周

囲
で
成
長
し

て
い
く
人

々
の

い
き

の
い
い
現
在
に
、
も
は
や
あ
ま
り
適

さ
な

い

過
去
」
(寓
天
O
♪

】"
0
9

も
保
存
さ
れ
て

い
る
。
「
人
間

の
絶
え
ざ
る
活
動

や
変

化
を
求

め
る
欲
求
や
物
質

の
無
常
性
」
の
た
め
に
「現
存
す
る
全
芸
術
作
品
に
も
、

い
つ
か
は
忘
却

の
永
遠

の
ヴ

ェ
ー
ル
が
か
け

ら
れ
る
」
(=
困
O
♪

炉

=
ω
)
こ
と

は
世
の
常
で
あ
る
が
、と
り
わ
け
そ

の
こ
と

を
強
く
意
識
さ
せ
る
世
情
に
お

い
て
、

「
薔
薇

の
館
」
は
、
時
代
色

に
乏

し

い
こ
と
を
知
り

つ
つ
、
あ
え

て
構
築
さ
れ

た
独
自

の
記
録
保
存
シ
ス

テ
ム
を
備
え
た
組
織

で
あ
る
。
シ

ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
は

芸
術
を

「
人
類

の
真

の
恩
人
」
柚
と
考
え

て

い
た
。
芸
術

の
保
護
と

は
、
『晩
夏
』

に
お

い
て
は
即
ち
過
去

の
保
護

で
あ
る
た

め
、
こ
の
行
為
は
た
と
え

「
現
在
」

に
は
適

さ
な
く
と
も
、
人
類
を
教
導
す
る
も

の
と
し

て
未

来
に
期
す
る
も

の
と

な
る
。「

祖
先

の
無
知
と
現
代

の
進
歩
を
比

べ
る
議
論
」
は

「経
験
の
貧
し
さ
を
思

わ
せ
る
」
(国
区
O
♪

r
=
い
)
と
リ
ー
ザ

ッ

ハ
が
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、
『晩
夏
』

に
は
同
時
代

へ
の
批
判
的
意

識
が
垣
間
見

え
る
。

『晩
夏
』

出
版

の
直
前

五
七

年
三
月
二
十
二
日
付

の
グ

ス
タ

フ
・
ヘ
ッ
ケ
ン
ア
ス
ト
宛
書
簡

の
な
か
で
、
シ

ユ

テ
ィ
フ
タ
ー
は

『晩
夏
』
を

「三
十
年

か
そ
れ
以
上
昔

に
遡

っ
て
展
開
す

る
」
(°。
≦

一P

一昏
)
物
語

で
あ
る
と
述

べ
、
同
作
品

の
時
代
設

定
が
産
業
革
命
以
前

で
あ

る

こ
と
を
明
言
し

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
言
葉

に
産
業
革
命
が
意
識
さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、
「自

然
科
学

の
始
ま
り

の
嵐
」
(=
困
O
《

P
N
唱
)
と
時
代
を
位

置
付
け
る
リ
ー
ザ

ッ
ハ
の
意
見
も

、社
会

の
産
業
化
と
無
関
係

で
は
な

い
。
「
薔

薇

の
館
」

の
周
縁
に
は
同
時
代
人

の
批
判
と
無
理
解
も
描
か
れ
て

い
る
。

こ
う

し
た
産
業
化

に
よ
る
人
間

の
疎
外
を
始

め
と
す
る
シ

ュ
テ
ィ

フ
タ
ー

の
同
時
代

へ
の
危
惧

が

「
薔
薇

の
館
」

の
背
後
に
潜
ん

で
い
る
に
し
て
も
、

テ
ク
ス
ト

の

前
景
に
出
さ
れ
て
い
る

の
は
、
意
図
的

な
想
起
と
忘
却

に
基
づ

い
て
構

築
さ
れ

た

「
薔
薇

の
館
」
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
世
界
は
シ

ュ
テ
イ
フ
タ
ー
自
ら

の

「理

想
」
を
提
示
す

る
も

の
と
し

て
、
「辛
抱
強
く
持
ち
こ
た
え
」
(も。
≦

一P
O
ω
)
て

未
来

へ
と
接
続
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

結
語

『晩
夏
』

が
執
筆
さ
れ
て

い
た
五
〇
年
代
前
半
に
、

シ

ュ
テ
ィ

フ
タ
ー
は
文

筆
・活
動
等
と
並
行

し
て
、
ケ
ー

フ
ァ
ー

マ
ル
ク
ト

の
教

区
教
会

で
大
祭
壇
や
絵

画
の
修

復
作
業

に
関
わ
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
「
デ

ュ
ー
ラ
ー
的
特
徴
」

を
帯

び

た

こ
の
祭
壇

は
中
世
晩
期

の
木
彫

で
あ
り
、
「
全
体

の
印
象

の
素

朴
さ
と
個

々

の
豊
富

さ
」
(°。
≦

一♪
N
ま
)
に
そ

の
本
質

が
あ
る
。

こ
の
作
業

は
、
「
架
空

の

オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
ー

の
復
元
」
畑
を

目
指

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
廃
嘘

と
化

し

た
教
会
は
、
歳

月
が
も
た
ら
し
た
変
容
や
痕
跡
を
身
に
ま
と

っ
て
い
る
。

こ
の

作
品
に
積

み
重
な

っ
た
近
代
的
な
変
質
を
跡
形
な
く
消

し
、
元
来

の
美
し

い
姿

を
蘇
ら
せ

る
作
業

こ
そ
、
シ

ュ
テ
ィ

フ
タ
ー
が
携

わ
り
、

『晩
夏
』

に
も
描
か

れ

て
い
る
修
復
作
業

で
あ
る
。

「薔
薇

の
館
」

の
モ
デ
ル
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
、
ク
レ
ム
ス
ミ

ユ
ン
ス
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タ
ー
に
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ

ア

・
バ

ロ
ッ
ク
様
式

の
修
道
院
施
設
ば
、
す

べ
て
に

秩
序

、
清
潔
さ
、
規
則
正
し
さ
が
息

づ
く

空
間

で
あ

っ
た
。
金
色
に
輝
く
皮
製

背
表
紙

の
本
は
長

い
列
を
な
し
、
す
べ
て
が
仕
切
り
や
引
出
し

の
な
か
で
清
潔

に
保
存

さ
れ
、
記
帳

さ
れ

て

い
た
。
そ
し

て
何
よ
り
、
食
事

の
時
問
の
正
確
さ

と
修
道

院
の
静
寂
な
雰
囲
気
が
あ

っ
た

脳
。

こ
の
修

道
院
は
宗

教
団
体

で
あ
る

と

い
う
点

で

「薔
薇

の
館
」
と
決
定
的

に
相
違
す
る
が
、
沈
思
黙
考
を
も
た
ら

す
環
境

や
記
録
保
管
術

の
範
例
と
し
て
有

効

で
あ
ろ
う
。

シ

ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
は
、

こ

こ
で
過
ご
し
た
八
年
は

「
最
も
純
粋

」
な

日
々
で
あ

っ
た
た

め
、
「
最
も
美

し

い
」
窃
≦

P
P

】°。
ご
体

験
で
あ

っ
た
と

述

べ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
感
想

は

一
八
三
九
年

の
書
簡

で
謡
ら
れ
た
も

の

で
あ
り
、
実
際

の
体
験
か
ら
十
三
年

隔

て
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

こ
に
美
化
と

い
う

べ
き
虚
構
が
含
ま
れ
た
と
し

て

も
不
思
議
で
は
な

い
.、
厳
格
な
規
律
に
支

配
さ
れ
た
生
活
体
験

に
辛

い
も

の
が

含
ま
れ
た
と
し
て
も

、
年
月
を
経
る
こ
と

に
よ

っ
て
記
憶

は
美
し
く
蘇

る
こ
と

も

あ
る
..
同
書
簡

の
な
、か

で
、
「
騒

々
し

い
ウ
ィ
ー

ン
」
と

「
思

い
出
と
少
年

時
代

の
愛
」
窃
≦
面
P
」

°。O
)
の
地
ク
レ
ム

ス
ミ

ュ
ン
ス
タ
ー
が
対
照
的

に
言
及

さ
れ
て

い
る

の
も
、
そ

の
表
れ

で
あ

ろ
う
。

「晩
夏
』

の
次

の
記
述

は
、
同
作

品
執
筆
に
際
し
て
美
化

さ
れ
た
過
去
を
示
唆
し

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

都
会
に
は
、
技
術

や
商
業
が
引
き
起
こ

し
た
変
化
が
表

れ
ま
す
。
田
舎

で
は
、

身
近
な
必
要
や
自

然
の
事
物

の
作
用
か

ら
生
じ
た
変
化

が
表
れ
ま
す
。
両
者

は
折
り
合

い
の
つ
か
な

い
も

の
で
、
都
会
を
後

に
す
れ
ば

、
田
舎
が
あ
ま
り

変
化
が
な

い
も

の
の
よ
う

に
姿
を

み

せ
ま
す
。

そ
の
と
き
感
性

の
前

に
は
、

美
し

い
存
続
し
続

け
る
も

の
が
静
か
に

そ

の
姿
を
現
し
、
反
省
す
る
心

に
は
、

人
間
と
自
然

の
事
物

の
変
遷

の
な
か
に
あ

っ
て
限
り
な

い
彼
方

へ
と
退
く
美

し

い
過
去
が
現
れ
ま
す
、.
(=
禾
O
卦

二

N
O
ご

、

こ
の
記
述

は
、
三
月
革
命
後

に
ウ
ィ
ー
ン
を
離
れ
、
終
生

の
居
を
故
郷
リ
ン
ツ

に
構
え
た
シ

ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
自

身

の
生
活
体
験
に
対
応
す

る
。
時
代
的
変
化

に

対
す
る
防
波
堤
と
し
て
の

「
薔
薇

の
館
」
の
性
格
が
浮
き
彫
り
に
な
る

『晩
夏
』

で
は
、
都
会

の
技
術
的
、
商
業
的
変
遷
が

ひ
と
ま
ず
忘
却

に
付
さ
れ
る
な

か
で
、

理
想
化
さ
れ
た

「
美
し

い
過
去
」

の
形
態
が
描
か
れ
る
と
共

に
、
そ
れ
ら

が
未

来

へ
向

け
て
保
護
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
て

い
く
た
め
の
方
策
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。

人
が
個

々
、
記
憶
を
理
路
整
然
と
想
起
す

る
過
程
を
経
て
普
遍
的
な
美

へ
と
辿

り
着
く
た
め
に
は
、
絵
画

・
建
築
物

・
文
書
と

い
っ
た
秩
序
付
け
ら
れ
た
記
録

の
教
導
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の
想
起

の
だ

め
の
記
憶
術
、
再
利
用

の
た
め
の
記

録
保
管
術

に
は
、
残
す
べ
き
も

の
を
忘
却
す

べ
き
も

の
か
ら
選
別
し
、
取
捨
す

る
こ
と
も
不
可
欠

で
あ
る
。
産
業
革
命

や
三
月
革
命
と

い
う

同
時
代

の
流
れ
の

な
か

で
、
帰

郷
を
敢
行
し
た

シ

ュ
テ
ィ

フ
タ
ー
は
、
時
代

の
変
化

に
批
判
的
意

識
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
直
接
糾
弾
す

る
主
題
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、

あ

る
べ
き
未
来

へ
の
伝
承

の
た
め
に
過
去
を
追
想
す

る
と

い
う
主
題

へ
と
昇
華

さ
せ
た

の
だ

。

注

シ

ュ
テ
ィ

フ
タ
ー
の
テ
ク

ス
ト
か
ら

の
引

用
は
次

の
版

に
よ
り
、

号
、
巻
数
、
頁
数
を
付
す
。

括
弧
内
に
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