
激

文

学

石

の

ジ
ェ

i
ム
ズ
に
よ
っ
て
自
己
の
人
生
観
を
作
っ
た

激
石
は
、
そ
の
文
学
観
を
構
成
す
る
に
ふ
め
た
っ
て
も

ジ
ェ

i
ム
ズ
か
ら
出
発
し
た
σ

ジ
ェ

i
ム
ズ
は
意
識

を
唯
一
の
実
在
と
し
、
そ
の
継
続
性
と
選
択
性
と
を

意
識
本
来
の
属
性
と
み
、
多
元
的
な
意
識
の
中
か
ら

選
択
さ
れ
た
意
識
の
継
続
を
以
っ
て
、
自
我
の
生
命

と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
選
択
を
決
定
す
る
に

あ
た
っ
て
、
規
準
と
し
て
、

5
H
2
2
H
(利
害
関
係
)

を
お
い
た
。
即
ち
多
数
の
意
識
内
容
の
中
か
ら
、
自

我
の
存
続
、
発
展
に
最
も
有
利
な
も
の
を
選
び
、
意

識
の
連
続
(
生
命
)
を
形
作
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

激
石
は
白
己
の
人
生
観
に
お
い
て
、
こ
の
選
択
の
規

準
で
あ
る
宮
門
2
2砕
を
理
想
と
み
な
し
、
人
は
あ

ま
た
の
意
識
の
中
か
ら
、
自
己
の
理
想
に
叶
う
も
の

を
選
択
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
の
生
命
を
形
成

す
る
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

「
現
に
我
々
は
毎
日
或
る
理
想
、
其
理
想
は
低
く

観

杉

和

推

0-1 

も
あ
り
小
さ
く
も
あ
り
ま
せ
う
、
兎
に
品
川
或
る
理
想

を
頭
の
中
に
描
き
出
し
て
、
さ
う
し
て
そ
れ
を
明
日

実
現
し
ゃ
う
と
努
力
し
つ
つ
叉
実
現
し
つ
つ
生
き
て

行
く
の
だ
と
評
し
て
も
差
支
な
い
の
で
す
。

1

1

有

も
理
想
を
排
斥
し
て
は
自
己
の
生
活
を
否
定
す
る
の

と
同
様
の
矛
盾
に
陥
り
ま
す
。
」
(
文
芸
と
道
徳
)

彼
は
自
我
の
働
き
を
知
情
意
の
=
一
方
面
に
分
ち
、

知
的
理
想
、
却
ち
比
較
的
知
に
重
き
を
お
い
て
、
意

識
の
連
続
(
生
命
)
を
形
成
す
る
も
の
は
、
哲
学
者

(
叉
は
科
学
者
)
と
な
り
、
情
的
理
想
に
重
き
を
お

く
も
の
は
、
文
芸
家
と
な
り
、
意
的
理
想
に
重
き
を

お
く
も
の
は
、
実
行
家
と
な
る
と
い
っ
て
い
る
o

彼

は
叉
文
芸
家
の
理
想
を
真
善
美
壮
の
四
つ
と
し
、
文

芸
家
の
任
務
は
、
こ
れ
ら
の
理
想
を
感
覚
的
な
も
の

を
通
し
て
、
具
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
技
巧
が
必
要
で
、
技
巧
の
働
き
に
よ
っ

て
こ
れ
ら
の
理
想
が
読
者
に
還
元
的
感
化
を
与
え
、

読
者
の
心
に
、
同
様
な
理
想
の
意
識
を
植
え
つ
け
る

こ
と
が
、
文
芸
家
の
、
従
っ
て
、
文
芸
の
究
極
の
目

的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
芸
が

真
善
美
壮
の
理
想
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
文
芸
家
が
真

善
美
壮
の
意
識
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

激
石
が
「
芸
術
は
自
己
の
表
現
に
始
っ
て
自
己
の
表

現
に
終
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
の
は
極
め
て

当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
真
善
美
壮
と
い
う

こ
と
は
、
最
高
倫
理
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
を
表
現
す
る
も
の
は
倫
理
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
有
名
な
「
倫
理
的
ニ

シ
テ
芸
術
的
、
芸
術
的
ニ
シ
テ
倫
理
的
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
も
解
決
が
つ
く
。
以
上
が
激
石
が
自
己
の

人
生
観
か
ら
演
縛
し
た
文
芸
観
の
基
本
で
あ
ろ
う
。

文
学
批
一
評
に
お
い
て
も
激
石
の
立
場
は
一
貫
し
て

変
ら
な
か
っ
た
。
「
文
学
評
論
」
の
中
で
彼
は
作
品

に
対
す
る
批
一
評
家
の
態
度
を
、
次
の
如
く
一
一
一
つ
に
分

け
て
述
べ
て
い
る
。

第
一
、
鑑
賞
的
熊
度
自
己
の
好
悪
の
み
を
も
っ

て
作
品
に
対
す
る
も
の
で
、
面
白
い
か
つ
ま
ら
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
主
と
す
る
も
の
。

第
二
、
批
評
的
態
度
好
悪
を
度
外
に
お
い
て
、

其
作
の
構
造
、
筋
、
性
格
を
述
べ
る
純
然
た
る
科
学

的
態
度
。

第
三
、
批
一
評
的
鑑
賞
の
態
度
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に
あ
っ
て
双
方
を
含
む
も
の
。

激
石
が
「
文
学
一
評
論
」
で
実
際
と
っ
た
態
度
は
、

こ
の
三
つ
の
中
の
批
評
的
鑑
賞
の
態
度
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
彼
は
こ
の
態
度
に
つ
い
て
次
の
如
く
い
っ
て

い
る
c「

批
一
評
的
鑑
賞
と
云
ふ
態
度
は
何
処
へ
行
っ
て
も

自
分
の
好
悪
を
離
れ
な
い
。
何
を
見
て
も
自
己
の
作

品
に
対
す
る
感
情
か
ら
出
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
其

標
準
は
何
時
で
も
己
れ
に
あ
る
。
又
現
在
の
己
れ
に

あ
る
」
。

こ
れ
か
ら
激
石
が
批
一
評
の
規
準
を
自
己
、
し
か

も
、
自
己
の
好
悪
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
彼

は
又
「
文
学
は
趣
味
の
表
現
で
あ
る
。
」
「
趣
味
に
は

必
ず
好
悪
が
伴
っ
て
来
る
O
L

と
い
っ
て
、
趣
味
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
し
て
い
る
。
そ

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
趣
味
と
は
「
文
芸
の
哲
学
的
基

礎
」
で
述
べ
た
真
善
美
壮
の
理
想
と
同
じ
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
趣
味
に
は
必
ず
好
悪
が
伴
う
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
理
想
に
は
必
然
的
に
好
惑
が
伴
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
激
石
は
理
想
と
そ
れ
に
伴

う
好
悪
の
感
情
と
を
、
二
に
し
て
一
な
る
も
の
、
一

つ
の
も
の
の
表
裏
を
な
す
も
の
、
理
想
に
よ
っ
て
好

悪
が
現
わ
れ
、
又
逆
に
好
悪
に
よ
っ
て
理
想
が
判
定

で
き
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

然
し
、
理
想
が
各
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
以

上
、
自
己
の
好
悪
に
よ
っ
て
判
定
で
き
る
も
の
は
、

自
己
の
理
想
の
み
で
あ
っ
て
、
他
人
の
理
想
で
は
な

い
。
激
石
が
こ
の
矛
盾
に
気
付
い
た
の
は
、
後
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
彼
は
明
治
四
十
三
年
に
書
い
た
「
鑑

賞
の
統
一
と
独
立
」
と
「
好
悪
と
優
劣
」
と
い
ラ
二

つ
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
矛
盾
を
認
め
、
作
品
の

優
劣
を
決
定
す
る
場
合
に
、
何
か
客
観
的
、
普
遍
的

な
規
準
の
必
要
を
痛
感
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

が
そ
の
時
も
、
そ
の
よ
う
な
権
威
あ
る
客
観
的
規
準

は
見
出
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
好
悪
の
優
位
は
以
然
と

し
て
動
か
な
か
っ
た
。

「
客
観
の
弁
説
が
作
の
優
劣
を
決
す
る
と
は
云
ひ

な
が
ら
、
其
実
は
既
に
一
個
の
好
悪
が
早
く
既
に
其

優
劣
を
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
好
悪
が
優
劣
に
変

化
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
程
主
観
が
強
け
れ
ば
こ
そ
、
客
観

的
の
導
線
も
自
然
に
流
出
す
る
の
で
あ
る
。
」

彼
が
作
品
に
対
す
る
態
度
は
、
そ
の
ま
ま
彼
の
人

生
に
対
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
鋭
敏
な
感
受
性
、
豊

富
な
知
識
、
適
確
な
判
断
力
、
高
濯
な
識
見
を
も
っ
て

一
段
と
高
い
立
場
か
ら
、
自
己
の
好
悪
に
従
っ
て
人

生
を
観
察
し
、
批
一
評
し
た
の
が
彼
の
初
期
の
作
品
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
「
猫
」
に
お
い
て
も
「
坊

ち
ゃ
ん
」
や
「
二
百
十
日
」
「
野
分
」
「
虞
美
人
草
」

等
に
お
い
て
も
、
激
石
は
何
処
ま
で
も
、
自
己
の
好

悪
に
従
っ
て
、
世
相
の
評
価
を
試
み
た
の
で
あ
る
c

取
捨
選
択
も
好
悪
に
よ
っ
て
決
定
し
、
好
む
も
の
は

あ
げ
、
嫌
な
も
の
は
け
な
し
、
進
ん
で
道
徳
の
維
持

社
会
の
改
良
の
理
想
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
作
品
が
外
部
に
対
す
る
自
己
の
表
現
と
す
れ
ば
、

「
そ
れ
か
ら
」
以
後
の
作
品
は
内
部
に
対
す
る
自
己

の
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
共
に
自
己
の
表
現

で
あ
っ
て
、
彼
の
文
学
理
論
の
忠
実
な
実
行
で
あ
っ

た。
明
治
時
代
は
日
本
人
の
自
我
の
自
覚
の
時
代
で
あ

っ
た
。
し
か
し
時
代
が
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
誰
れ
で

も
が
個
人
主
義
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
特
に
、
激

石
の
よ
う
に
、
理
論
に
裏
付
け
ら
れ
た
個
人
主
義
の

人
生
観
を
持
っ
た
人
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
彼
に

こ
の
よ
う
な
主
義
を
抱
か
せ
た
の
は
、
矢
張
り
主
と

し
て
異
常
に
我
の
強
い
彼
の
性
格
で
あ
ろ
う
。
被
が

我
の
強
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
苦
ん
だ
こ
と
も
彼
の
作
品
か
ら
察
ぜ
ら
れ

る
。
「
彼
岸
過
迄
」
の
須
永
一
、
「
行
人
」
の
一
郎
は

激
石
の
分
身
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
須
永
は
自
意

識
の
過
剰
か
ら
、
一
郎
は
限
り
の
な
い
知
識
慾
か
ら

苦
し
む
の
で
あ
る
。
そ
の
救
済
策
と
し
て
、
激
石
は

松
本
な
ど
の
口
を
通
し
て
、
自
然
か
芸
術
品
に
よ
る

没
我
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
激
石
の
強
い

自
我
は
、
そ
の
反
動
と
し
て
、
本
能
的
に
絶
え
ず
没

技
の
境
地
を
慣
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
c

明
治
三
十
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七
八
年
頃
の
断
片
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
昔
の
人
は
己
を
忘
れ
よ
と
云
ふ
。
今
の
人
は
己

を
忘
る
る
な
と
云
ふ
。
二
六
時
中
己
れ
の
意
識
を
以

て
充
満
す
。
故
に
二
六
時
中
太
平
の
時
な
し
。

天
下
に
何
が
薬
に
な
る
と
云
ふ
て
己
を
忘
る
る
よ

り
鷹
揚
な
る
事
な
し
無
我
の
境
よ
り
歓
喜
な
し
。
ヵ

ノ
芸
術
の
作
品
の
尚
き
は
一
瞬
の
間
な
り
と
も
悦
惚

と
し
て
己
を
遺
失
し
て
、
自
他
の
区
別
を
忘
れ
し
む

る
が
故
な
り
。
是
ト
ニ
ッ
ク
な
り
。
此
ト
ニ
ッ
ク
な

く
し
て
二
十
世
紀
に
存
在
せ
ん
と
す
れ
ば
人
は
必
ず

探
偵
的
と
な
り
泥
棒
的
と
な
る
。
恐
る
べ
し
。
」

彼
が
好
ん
で
俳
句
や
漢
詩
を
作
り
、
室
田
画
を
学
ん

だ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
境
地
を
求
め
る
た
め
で
あ
っ

た
ろ
う
。
従
っ
て
激
石
の
作
品
は
、
上
述
の
よ
う
な

殊
更
に
自
我
を
強
調
し
た
も
の
と
、
「
草
枕
」
や
俳

句
、
漢
詩
の
よ
う
に
没
我
を
主
と
し
た
も
の
と
二
種

類
に
分
け
ら
れ
る
o

共
に
自
我
を
中
心
と
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
自
然
や
芸
術
ロ
聞
に

対
し
て
、
一
時
的
没
我
の
境
地
に
入
る
こ
と
は
、
何

人
に
と
っ
て
も
国
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
然
し
社
会

生
活
に
お
い
て
、
人
と
交
際
す
る
場
合
に
、
没
我
に

な
る
こ
と
は
、
至
難
の
業
で
あ
っ
て
、
古
来
解
脱
は

険
し
い
修
道
の
結
果
達
せ
ら
れ
る
境
地
だ
と
せ
ら
れ

て
い
る
o

激
石
も
長
年
の
修
養
と
晩
年
の
禅
へ
の
傾

倒
に
よ
っ
て
、
こ
の
境
地
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
。

次
の
漢
詩
は
彼
の
最
後
の
作
で
あ
る
c

真
縦
寂
実
杏
難
尋
欲
抱
虚
懐
歩
古
今

碧
水
碧
山
何
有
我
蓋
天
蓋
地
是
無
心

依
稀
暮
色
月
雑
草
錯
落
秋
芦
風
在
林

阪
写
隻
忘
身
亦
失
空
中
独
唱
白
雲
吟

こ
の
時
彼
は
「
明
暗
」
を
書
い
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
明
暗
」
は
こ
う
い
う
意
味
の
彼
の
没

我
の
文
学
で
あ
っ
た
。

キ

墓

(
回
頁
よ
り
つ
づ
き
)

ツ

の

④ 

キ
!
?
の
墓
碑
銘
に
は
、
「
ジ
ョ
ン
・
キ
!
吋
/
」
と
い
う
文
字
も
見
当
ら
な
け
れ
ば
、
何
才
で
死
ん
だ
と
い

う
文
句
も
見
当
ら
な
い
。
お
隣
の
セ
グ
ァ
ン
の
墓
の
方
に
キ
l
y
の
名
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
キ
!
?
の
墓
碑

銘
の
終
り
の
引
用
文
二
行
は
、
じ
っ
さ
い
に
キ
!
?
が
死
の
床
で
セ
ず
ァ
ン
に
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で

R

者
同
昨
日
ロ
毛
色

0
1
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
水
の
上
に
書
か
れ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
「
水
で
書
か
れ
た
ι

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
c

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
一
九
二
六
年
の
英
語
青

年
(
第
八
号
)
誌
上
で
斎
藤
勇
博
士
が
く
わ
し
く
考
一
証
し
て
お
ら
れ
る
c

斎
藤
先
生
の
結
論
は
、
こ
の
表
現
に

は
両
義
が
あ
る
、
つ
ま
り
ど
ち
ら
に
も
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
恐
ら
く
キ
l
y
自
身
は
「
水
の
上
に
」
と

い
う
つ
も
り
だ
っ
た
ろ
う
が
、
後
に
は
「
水
で
」
と
と
る
者
が
多
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で

に
つ
け
く
わ
え
る
な
ら
、
シ
エ
リ

I
自
身
は
こ
れ
を
「
水
の
上
に
」
と
解
釈
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
の
フ
ヅ
ト
ノ
l
ト
を
つ
け
加
え
よ
う
。
最
初
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
キ
ー
ヅ
が
死
ん
だ
の
は
一

八
二
一
年
一
一
月
二
十
三
日
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
キ

I
ク
伝
は
、
キ
!
ヅ
が
二
十
三
日
の
朝
四
時
ご
ろ
に
仮
死

状
態
に
入
り
、
十
一
時
ご
る
に
セ
グ
ァ

γ
の
腕
の
中
で
平
和
に
息
を
引
き
取
っ
た
と
し
て
い
る
。
吋
ro
ロ
wa

H
r
v
g
H
H
C同

Z白
仲
山

C
E
]

巴
q
同旨』
u
r
u
w

の
キ
l
y
の
項
に
も
そ
の
よ
う
に
出
て
い
る
。
(
担
当
者
は
∞
H
L
口与

の♀
i
E
)

と
こ
ろ
で
、
碑
文
で
二
月
二
十
四
日
と
な
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
c

と
こ
ろ
が
同
じ

D
N
B
で
、
セ
グ
ァ
ン
を
担
当
し
た
田
口
『
恒
三

C
Rロ
⑦
立
は
二
十
四
日
と
し
て
い
る
c

こ

れ
は
恐
ら
く
、
碑
一
文
の
日
付
を
そ
の
ま
ま
も
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
さ
き
ほ
ど
の
斎
藤
先
生
に

よ
る
と
、
セ
ザ
ァ
ン
は
一
八
五
九
年
に
わ
宮
己
2
4弓
-
E
F
o
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
は
、
碑
銘
改
一
訂
私
案

の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
キ
l
y
の
死
ん
だ
日
を
「
一
八
二

O
年
二
月
二

O
R」
と
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
セ

ヴ
ァ
ン
は
一
日
ど
こ
ろ
か
一
年
も
ま
ち
が
え
た
わ
け
で
、
よ
け
い
に
驚
か
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

(
回
一
長
へ
つ
づ
く
)
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