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才
気
煥
発
な
独
創
性
︑
屈
託
の
な
い
型
破
り
な
視
点
で
近
代
日
本
文
学
を

論
じ
た
新
刊
書
で
あ
る
︒
だ
が
︑
何
と
も
大
げ
さ
な
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
序
文

に
つ
い
て
は
︑
あ
ま
り
深
く
考
え
な
い
方
が
よ
い
だ
ろ
う
︒
著
者
は
﹁
近
代

日
本
文
学
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
﹂
に
な
り
損
ね
た
︒
あ
の
分
厚
い
﹃
ロ
ー

マ
帝
国
衰
亡
史
﹄
を
知
る
者
な
ら
︑
本
書
は
﹁
歴
史
﹂
で
す
ら
な
い
と
言
い

た
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
な
に
し
ろ
足
り
な
い
も
の
が
多
す
ぎ
る
︒

詩
と
戯
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
が
ま
る
ご
と
抜
け
落
ち
て
い
る
ば
か
り
か
︑
言
及
さ

れ
な
い
有
名
作
家
が
多
す
ぎ
て
（
そ
れ
な
り
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
樋
口

一
葉
と
夏
目
漱
石
と
い
う
二
人
の
大
御
所
だ
け
で
︑
そ
れ
以
外
は
つ
い
で
に
触
れ
た

程
度
）︑
読
者
は
タ
イ
ト
ル
に
言
う
﹁
興
隆
﹂
っ
て
一
体
何
な
の
と
途
方
に
暮

れ
る
ば
か
り
だ
︒

　
と
に
か
く
︑
著
者
本
人
が
﹁
私
の
省
い
た
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
︑
す
ぐ

さ
ま
突
っ
込
み
が
入
る
だ
ろ
う
﹂
と
請
け
合
っ
て
い
る
く
ら
い
だ
（pp. 24–

25

）︒
そ
の
う
え
無
謀
に
も
︑
本
人
の
言
う
﹁
私
の
近
代
日
本
文
学
史
﹂
を
︑

す
で
に
英
語
で
読
め
る
三
大
﹁
日
本
文
学
史
﹂
と
比
較
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑

そ
の
誹
り
は
確
か
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
（
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
︑
加
藤
周
一
︑

小
西
甚
一
の
手
に
な
る
文
学
史
に
は
︑﹁
歴
史
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
人
々
が
期
待
す

る
︑
息
の
長
い
議
論
と
包
括
的
な
物
語
が
あ
る
）︒
さ
ら
に
無
分
別
に
も
︑
著
者

は
偉
大
な
日
本
文
学
史
家
で
あ
る
故
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
を
差
し
置
い
て
︑

自
分
の
文
学
史
は
キ
ー
ン
ほ
ど
傲
慢
︑
恣
意
的
な
﹁
自
信
﹂
に
満
ち
て
も
い

な
い
し
︑
断
定
的
で
も
な
い
と
ほ
の
め
か
す
︒
そ
の
証
拠
と
し
て
著
者
が
挙

げ
て
み
せ
る
の
は
︑
か
つ
て
キ
ー
ン
が
あ
っ
さ
り
切
り
捨
て
た
多
く
の
日
本

人
作
家
を
︑
現
在
の
批
評
家
た
ち
が
一
致
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
る
︒
だ
が
著
者
の
批
評
自
体
に
独
断
は
な
い
の
か
︑
あ
る
い
は
個

書 

評ジ
ョ
ン
・
ホ
ィ
テ
ィ
ア
ー
・
ト
リ
ー
ト
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興
隆
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衰
亡
﹄
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人
的
偏
見
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
な
の
か
？
　
た
と
え
ば
村
上
春
樹
に
つ
い
て
︑

著
者
は
こ
う
言
う
︒﹁
村
上
は
（
そ
う
あ
り
た
い
と
本
人
が
思
っ
て
い
る
）
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
に
し
て
は
粗
削
り
だ
し
︑
独
自
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
が
な
い
︒

（﹇
村
上
文
学
は
﹈
あ
り
ふ
れ
た
︑
ア
メ
リ
カ
文
学
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
再
利
用

だ
）﹂（p. 256

）︒
こ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
（
私
は
村
上
フ
ァ
ン

で
は
な
い
し
）︑
キ
ー
ン
が
人
気
作
家
を
こ
れ
ほ
ど
断
定
的
に
（
ほ
と
ん
ど
人
身

攻
撃
に
近
い
言
い
方
で
）
切
り
捨
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
ど
う
見
て
も
︑

こ
れ
で
は
著
者
が
自
認
す
る
謙
虚
な
文
学
の
権
威
と
は
言
え
ま
い
︒

　
そ
れ
に
︑
お
よ
そ
個
人
の
好
み
や
偏
見
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
な
文
学
史
な

ど
果
た
し
て
書
け
る
も
の
な
の
か
︑
い
や
︑
書
い
て
い
い
も
の
な
の
か
︑
と

問
い
た
く
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
私
の
見
る
と
こ
ろ
︑
著
者
が
本
領

を
発
揮
す
る
の
は
︑
た
と
え
ば
深
沢
七
郎
や
高
橋
源
一
郎
の
よ
う
な
︑
日
本

文
学
で
は
﹁
反
逆
的
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
﹂
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る

作
家
に
つ
い
て
︑
個
人
的
な
好
意
と
熱
意
を
こ
め
て
書
く
と
き
だ
︒
こ
う
い

う
作
家
の
奇
人
変
人
ぶ
り
が
著
者
に
は
面
白
く
て
た
ま
ら
な
い
ら
し
い
︒
高

橋
は
最
終
章
の
ヒ
ー
ロ
ー
な
の
だ
が
︑
そ
れ
は
高
橋
の
パ
ロ
デ
ィ
小
説
が
︑

文
学
や
国
民
国
家
︱
︱
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
こ
の
現
世
︱
︱
を
待
ち
受
け
る
末

路
を
︑
な
り
ふ
り
構
わ
ず
先
取
り
し
よ
う
と
す
る
か
ら
と
い
う
よ
り
は
︑
人

が
人
生
の
最
終
的
出
口
に
向
か
う
と
き
︑
そ
れ
を
ど
う
楽
し
む
か
告
げ
て
く

れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
深
沢
は
と
言
え
ば
︑
自
分
の
葬
式
に
は
従
来
の
し
き
た

り
で
は
な
く
︑
ロ
ッ
ド
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
﹃
ア
イ
ム
・
セ
ク
シ
ー
﹄
を
か

け
て
く
れ
と
頼
ん
だ
そ
う
だ
が
︑
著
者
は
も
ち
ろ
ん
ホ
ク
ホ
ク
顔
で
こ
う
書

く
︒﹁
深
沢
の
実
際
の
辞
世
は
伝
統
的
な
日
本
の
美
に
適
っ
た
歌
で
は
な
く
︑

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
歌
手
が
傲
慢
で
粗
野
な
ス
ラ
ン
グ
で
歌
う
ヒ
ッ
ト
曲

だ
っ
た
﹂（p. 197

）︒
ど
う
や
ら
著
者
の
﹁
文
学
史
﹂
に
は
︑
同
じ
よ
う
な
型

破
り
の
ふ
て
ぶ
て
し
い
反
抗
精
神
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒

　
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
新
鮮
で
刺
激
的
な
洞

察
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
近
代
小
説
の
黎
明
期
を
述
べ
た
章
で
は
︑

定
番
の
坪
内
逍
遥
や
二
葉
亭
四
迷
か
ら
始
め
る
の
で
は
な
く
︑
巷
で
交
わ
さ

れ
る
実
在
の
﹁
毒
婦
﹂
殺
人
犯
た
ち
の
話
が
︑
後
の
漱
石
ら
大
作
家
た
ち
の

手
に
な
る
新
聞
小
説
の
隆
盛
の
真
の
先
触
れ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
説
が
説
得
力
を
持
つ
︒
現
今
の
文
芸
批
評
の
作
法
ど
お
り
︑
著
者
は
﹁
文

学
的
﹂
か
つ
﹁
日
本
的
﹂
と
さ
れ
る
既
成
概
念
の
境
界
線
を
広
げ
て
︑
た
と

え
ば
占
領
期
の
﹁
ク
レ
オ
ー
ル
日
本
語
﹂
の
よ
う
な
も
の
に
一
章
を
割
き
︑

ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
第
一
波
が
押
し
寄
せ
た
時
期
の
大
衆
小
説
︑

戦
後
憲
法
︑
ブ
ギ
ウ
ギ
を
席
巻
し
た
︑
時
に
ぎ
こ
ち
な
い
︑
時
に
チ
ャ
ー
ミ

ン
グ
な
英
語
と
日
本
語
の
メ
レ
ン
ゲ
を
分
析
し
て
み
せ
る
︒
同
様
に
︑

一
九
六
〇
年
代
の
左
翼
過
激
派
学
生
の
あ
い
だ
で
流
行
っ
た
落
書
き
や
漫
画

を
扱
っ
た
章
も
あ
り
︑
ま
た
別
の
章
で
は
︑
日
本
語
で
書
い
た
植
民
地
朝
鮮

人
作
家
を
と
り
あ
げ
た
︱
︱
そ
こ
に
登
場
す
る
﹇
金キ
ム
・

サ
リ
ャ
ン

史
良
の
短
編
﹃
天
馬
﹄
の

モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る
﹈﹁
卑
屈
な
﹂
主
人
公
︑
金キ
ム
・

ム
ン
ジ
プ

文
輯
は
日
本
の
女
た
ち
へ
の

惑
溺
を
書
い
て
悪
受
け
し
た
が
︑
今
で
は
同
胞
か
ら
日
本
に
媚
び
る
裏
切
り
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者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
れ
ら
は
み
な
第
一
級
の
す
ば
ら
し
い
エ
ッ
セ
イ
だ
︒
た
だ
し
（
前
述
し

た
高
橋
源
一
郎
を
め
ぐ
る
結
語
を
含
め
た
）
全
十
一
章
の
中
で
︑
唯
一
︑
私
の

批
判
精
神
に
抵
触
す
る
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
は
大
正
期
の
文
学
と
絵
画
の
章

だ
︒
こ
の
時
代
の
日
本
（
だ
け
で
な
く
世
界
）
の
作
家
や
画
家
に
特
徴
的
な
内

向
性
が
︑
軒
並
み
フ
ロ
イ
ト
の
古
典
路
線
に
沿
っ
た
ナ
ル
シ
ス
ト
的
自
己
陶

酔
の
臨
床
例
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
私
に
し
て
み
れ
ば
︑
そ
れ
で
は
あ

ま
り
に
還
元
的
︑
短
絡
的
に
思
え
る
︒
た
と
え
ば
志
賀
直
哉
の
傑
作
﹃
暗
夜

行
路
﹄（
一
九
二
一
︱
一
九
三
七
）
の
よ
う
な
作
品
を
単
な
る
自
己
陶
酔
に
短

絡
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
︑
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
日
本
の
読
者
を
根
底
か
ら

動
か
し
て
き
た
重
要
き
わ
ま
る
精
神
次
元
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

小
説
の
有
名
な
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
︑
大だ
い

山せ
ん

の
山
腹
に
た
た
ず
む
主
人
公
は
︑

明
ら
か
に
一
種
の
悟
り
と
思
え
る
も
の
を
経
験
す
る
︒
こ
の
と
き
自
己
陶
酔

は
著
者
の
言
う
よ
う
に
自
己
愛
的
自
画
像
に
向
か
う
の
で
は
な
く
︑
自
己
崩

壊
・
自
己
超
越
に
向
か
う
の
で
あ
り
︑
そ
の
行
き
着
く
先
は
自
然
界
と
の
一

体
感
で
あ
り
︑﹁
他
者
﹂
と
の
融
合
で
あ
る
︒
こ
う
い
う
﹁
神
秘
﹂
体
験
が
心

理
的
︑
存
在
論
的
に
ど
ん
な
状
態
で
あ
ろ
う
と
︑
そ
れ
を
ど
う
考
え
よ
う
と
︑

日
本
を
含
め
た
仏
教
国
に
お
い
て
は
︑
そ
の
社
会
文
化
的
意
味
を
単
な
る
子

供
っ
ぽ
い
自
己
陶
酔
の
現
れ
と
切
り
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒

　
と
は
い
え
︑
著
者
の
こ
の
古
め
か
し
い
フ
ロ
イ
ト
主
義
は
︑
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
︑
独
創
的
で
挑
発
的
な
洞
察
に
満
ち
た
本
書
に
お
い
て
は
︑
一
瞬

の
踏
み
外
し
に
す
ぎ
な
い
︒
本
作
が
﹁
歴
史
﹂
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
︑

近
代
日
本
文
学
に
つ
い
て
英
語
で
書
か
れ
た
一
級
品
が
ほ
と
ん
ど
な
い
現
状

で
は
︑
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
良
書
で
あ
る
︒
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（2019

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒




