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と
評
言
し
て
い
る
。
加
え
て
、「
こ
の
支
那
文
学
の
俊
才
」
が
「
か
ね
て
か

ら
私
の
下
手
な
小
説
を
好
ん
で
読
ま
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
意
外
の
事
実
」
を
知

ら
さ
れ
て
、
太
宰
は
「
狼
狽
し
赤
面
」
す
る
一
方
、「
感
奮
し
、
少
年
の
如

く
に
大
い
に
勢
ひ
づ
い
て
こ
の
仕
事
を
は
じ
め
た
」
と
言
う
。

そ
う
な
る
と
、
な
お
の
こ
と
気
に
な
る
の
は
「
出
来
栄
え
」、
と
り
わ
け

こ
の
両
者
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
る
か
、
で
あ
る
。「
小
田
氏
の
数
々
の
御

助
力
」
ま
た
「
竹
内
氏
の
遠
方
か
ら
の
御
支
持
」
に
対
し
て
「
果
し
て
お
報

い
で
き
る
か
ど
う
か
、
甚
だ
心
許
な
い
次
第
」
と
「
あ
と
が
き
」
に
は
言

う
。
こ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
べ
き
か
。
昭
和
二
十
年
九
月
五
日
に

朝
日
新
聞
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
と
き
に
は
付
さ
れ
て
い
た
そ
の
「
あ
と
が
き
」

は
、そ
の
後
、昭
和
二
十
二
年
四
月
に
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
か
ら
再
刊
（
以

下
、再
刊
本
と
記
す
）
さ
れ
た
際
に
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
な
お
、

『
惜
別
』
を
書
こ
う
と
す
る
太
宰
の
前
に
は
、
少
な
く
と
も
小
田
嶽
夫
『
魯

迅
伝
』（
一
九
四
一
年
）
お
よ
び
竹
内
好
『
魯
迅
』（
一
九
四
四
年
）、
そ
し

て
魯
迅
そ
の
人
の
「
藤
野
先
生
」（
一
九
二
六
年
十
二
月
、
日
本
語
訳
は
松

枝
茂
夫
）
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
く
に
竹
内
好
『
魯
迅
』
は
「
こ
れ
が
完
成
し
た
直
後
に
召
集
令
状
が
来
」

て
、「
一
九
四
四
年
の
末
」、
著
者
の
「
出
征
中
に
出
版
さ
れ
た
」（
注
１
）

も
の
で
、
そ
れ
が
、「
出
版
元
か
ら
「
著
者
の
言
ひ
つ
け
に
依
り
貴
下
に
一

部
贈
呈
す
る
」
と
い
ふ
意
味
の
送
状
」（
注
２
）
と
と
も
に
太
宰
の
も
と
に

届
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

太
宰
は
そ
の
時
期
が
「
私
が
こ
の
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
、
そ
の
直
前
に
」

あ
た
り
、
こ
の
書
を
、
小
田
嶽
夫
の
『
魯
迅
伝
』
を
「
春
の
花
の
や
う
に
甘

美
な
名
著
」
と
す
る
の
に
対
比
し
て
、「
秋
の
霜
の
如
く
き
び
し
い
名
著
」

　
　
　

書
く
こ
と
／
読
ま
れ
る
こ
と
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
太
宰
治
『
惜
別
』
の
場
合
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書くこと／読まれること（上）　――太宰治『惜別』の場合

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
の
文
章
と
は
ち
が
っ
て
そ
こ
で
は
、「
こ
の
作
品
と

そ
の
作
者
と
が
持
っ
て
い
る
制
約
を
基
と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ

う
か
ら
、
私
は
問
わ
な
い

4

4

4

4

4

4

」（
傍
点
引
用
者
―
注
）
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

こ
と
が
指
摘
、
保
留
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
惜
別
』
の
中
の
魯
迅
が
、
太
宰
式
の
饒
舌
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
「
孔

孟
の
教
え
」
と
い
う
、
魯
迅
の
思
想
と
は
ま
る
き
り
反
対
の
、
一
部
の

日
本
人
の
頭
の
中
だ
け
に
あ
る
低
級
な
常
識
的
観
念
を
ふ
り
撒
い
た
り
、

ま
た
嘲
笑
者
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
「
忠
孝
」
の
礼
賛
者
で
あ
る
こ
と
な

ど

こ
れ
ら
の
点
は
、
こ
の
と
き
竹
内
と
し
て
は
百
歩
譲
っ
て
不
問
に
付
す
と
い

う
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
場
合
「
こ
の
作
品
と
そ
の
作
者
と
が
持
っ
て
い
る

制
約
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
言
う
の
か
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
い
っ
さ
い

の
「
制
約
」
な
し
に
作
品
も
作
者
も
存
在
す
る
こ
と
な
ど
な
い
は
ず
で
あ
る

な
ら
ば
、
や
は
り
特
殊
に
時
代
状
況
と
出
版
経
緯
、
そ
し
て
太
宰
の
当
時
の

認
識
を
め
ぐ
る
事
情
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
こ
の
と
き
、
そ
れ
ら

を
ひ
と
ま
ず
不
問
に
付
し
た
と
し
て
、
な
お
竹
内
が
言
挙
げ
し
て
や
ま
な
い

の
は
以
下
の
内
容
で
あ
っ
た
。

い
や
が
ら
せ
事
件
と
幻
燈
事
件
を
作
者
が
個
別
に
取
上
げ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
た
め
幻
燈
の
途
中
で
魯
迅
が
座
を
は
ず
す
と
い
う
風
に
軽
く
扱
っ

て
い
る
こ
と
、
二
つ
の
事
件
が
魯
迅
に
打
撃
ら
し
い
打
撃
を
与
え
て
い

本
稿
で
は
「
初
版
本
の
本
文
を
底
本
と
」
す
る
、ち
く
ま
文
庫
『
太
宰
治
全
集
』

７
所
収
本
文
を
用
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
実
際
に
は
、
竹
内
か
ら
は
突
き
放
し
た
厳
し

い
感
想
が
も
た
ら
さ
れ
た
、「
復
員
し
て
帰
っ
て
『
惜
別
』
を
よ
ん
で
、
ガ
ッ

カ
リ
し
た
。
い
い
気
な
も
ん
だ
、
と
い
う
気
が
し
た
」（
注
３
）
と
。
竹
内

は
太
宰
の
愛
読
者
だ
っ
た
か
ら
、「
東
京
八
景
」
の
な
か
で
太
宰
が
自
ら
を

ふ
り
か
え
っ
た
評
言
、「
き
ざ
と
言
え
ば
、
き
ざ
で
あ
る
。
い
い
気
な
も
の

で
あ
っ
た
」
と
い
う
太
宰
自
身
の
言
葉
で
も
っ
て
太
宰
を
切
り
捨
て
た
の
で

あ
る
。
竹
内
ら
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
竹
内
は
そ
こ
に
「
お
そ

ろ
し
く
魯
迅
の
文
章
を
無
視
し
て
、
作
者
の
主
観
だ
け
で
で
っ
ち
上
げ
た
魯

迅
像
―
と
い
う
よ
り
作
者
の
自
画
像
」
を
し
か
見
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
こ
の
作
品
を
書
い
た
時
の
事
情
」、
そ
れ
が
「
作
者
に
曲
筆

を
強
い
た
と
い
う
説
」
の
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
て
、
し
か
し
、
そ
れ
に
は
「
私

は
同
意
し
な
い
。
作
者
は
曲
筆
の
つ
も
り
で
は
い
な
い
の
だ
」
と
述
べ
、
こ

の
『
惜
別
』
と
い
う
作
品
に
、
そ
の
「
本
質
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」

と
す
る
、
太
宰
「
そ
の
人
の
致
命
傷
」
を
看
て
取
っ
た
。

『
惜
別
』
に
対
す
る
否
定
論
の
代
表
だ
が
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は

一
九
五
六
年
、
初
読
か
ら
既
に
十
年
が
過
ぎ
て
い
て
、
当
然
、
太
宰
の
目
に

は
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
竹
内
が
最
初
に
『
惜
別
』
を
論
評
し
た
の

は
、
じ
つ
は
「「
藤
野
先
生
」」（
注
４
）
と
題
す
る
、
文
末
に
「（
一
九
四
六

年
）」
と
記
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
竹
内
の
復
員
、
帰
京
は
一
九
四
六
（
昭

和
二
十
一
）
年
六
月
二
十
六
日
（
注
５
）
だ
か
ら
、
そ
の
関
心
の
強
さ
を
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ち
ら
は
、
む
ろ
ん
、
太
宰
も
目
に
し
た
こ
と
で
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め
の
こ
ろ
」、
太
宰
が
「
こ
れ
を
書
こ
う
と
志
し
た
」
と
「
記
憶
」
す
る
小

田
は
、「
太
宰
君
が
そ
の
頃
大
魯
迅
全
集
や
そ
の
雑
誌
ば
か
り
で
な
く
、
中

国
関
係
の
い
ろ
い
ろ
の
書
物
を
非
常
に
熱
心
に
読
ん
だ
ら
し
い
こ
と
が
『
惜

別
』
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
魯
迅
の
作
品
中
に
出
て

来
る
こ
と
や
、
当
時
の
中
国
の
状
況
」
な
ど
が
、「
作
品
中
に
し
っ
く
り
と

溶
け
込
ん
で
出
て
い
る
」
作
品
と
読
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
作
品

の
主
人
公
（
仙
台
医
専
で
の
魯
迅
の
級
友
）」
は
「
か
な
り
太
宰
好
み
」
で

「
作
者
そ
の
人
の
片
鱗
も
の
ぞ
か
せ
て
い
る
」
も
の
の
、
太
宰
が
「
ほ
ん
と

う
に
書
こ
う
と
し
た
の
は
魯
迅
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
」、

そ
の
点
に
関
し
て
は
「
魯
迅
の
祖
国
や
同
胞
に
た
い
す
る
愛
、
日
本
で
他
の

留
学
生
た
ち
と
そ
り
が
合
わ
ず
ひ
と
り
さ
び
し
く
東
北
に
流
れ
て
行
っ
て
い

る
孤
独
の
凄
涼
さ
な
ど
」
を
「
作
者
の
創
作
衝
動
を
か
り
た
て
た
も
の
と
想

像
」
し
て
、
小
田
は
概
ね
、
執
筆
に
際
し
て
の
太
宰
の
「
非
常
な
努
力
」
を

肯
定
す
る
。
そ
の
小
田
が
、
た
だ
一
点
だ
け
付
け
て
い
る
注
文
は
こ
う
で
あ

る
、「（
魯
迅
の
話
す
言
葉
に
も
う
少
し
魯
迅
一
流
の
す
る
ど
さ
や
辛
辣
味
が

欲
し
か
っ
た
）」
と
。

竹
内
と
小
田
の
『
惜
別
』
評
に
結
果
す
る
論
点
に
は
、
あ
る
ズ
レ
が
あ
る
。

詳
細
は
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
医
学
と
仙
台
を
選
ん
だ
魯
迅
が
、
さ
ら

に
仙
台
を
去
り
医
学
を
捨
て
て
文
学
へ
進
ん
だ
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
概

括
的
に
言
え
ば
、
小
田
は
仙
台
と
医
学
を
選
ん
だ
魯
迅
に
焦
点
を
当
て
、
竹

内
は
仙
台
を
去
り
医
学
を
捨
て
た
魯
迅
に
重
点
を
お
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
に
『
惜

別
』
を
論
じ
て
い
る
。

「
曲
筆
」
を
竹
内
が
ど
う
い
う
意
味
で
用
い
た
か
、さ
ら
に
竹
内
の
『
惜
別
』

ぬ
こ
と
、
そ
の
た
め
彼
の
文
学
志
望
が
外
部
か
ら
加
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
学
生
幹
事
へ
の
憎
し
み
が
は
っ
き
り
せ
ぬ
た
め
藤
野
先
生
へ
の
愛

情
が
低
く
固
定
し
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
結
局
に
お
い
て
仙
台
を
去
っ

て
ゆ
く
魯
迅
の
後
姿
が
浮
ん
で
こ
な
い
こ
と
、
な
ど

要
す
る
に
、
竹
内
は
「
魯
迅
の
受
け
た
屈
辱
へ
の
共
感
が
薄
い
た
め
に
愛
と

憎
し
み
が
分
化
せ
ず
、
そ
の
た
め
、
作
者
の
意
図
で
あ
る
は
ず
の
高
め
ら
れ

た
愛
情
が
、
こ
の
作
品
に
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
、
竹

内
な
り
に
「
作
者
の
意
図
」
を
想
定
し
て
、
そ
の
意
図
を
裏
切
る
結
果
と
し

て
の
作
品
批
判
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
十
年
後
、
竹
内
は
「
曲

筆
」
の
全
面
否
定
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
竹
内
の
こ
の
十
年
は
、
一
九
四
八

（
昭
和
二
十
三
）
年
六
月
の
太
宰
入
水
の
の
ち
も
、『
魯
迅
』
が
一
九
四
六
年

十
一
月
、
一
九
五
二
年
九
月
、
一
九
五
六
年
一
月
と
出
版
社
お
よ
び
内
容
の

追
加
を
ふ
く
む
異
同
を
と
も
な
っ
て
版
が
改
め
ら
れ
る
一
方
、『
魯
迅
評
論

集
』
や
『
魯
迅
作
品
集
』、
そ
し
て
岩
波
書
店
『
魯
迅
選
集
』
全
十
三
巻
に

い
た
る
魯
迅
作
品
の
翻
訳
の
ほ
か
に
、
最
終
的
に
は
筑
摩
書
房
『
竹
内
好
全

集
』
第
一
巻
に
「
魯
迅
雑
記
Ⅰ
」
と
し
て
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
論
文
類

の
書
か
れ
た
時
期
で
あ
る
。

一
方
、
小
田
の
『
惜
別
』
評
は
ど
う
か
。
魯
迅
没
後
一
年
に
も
満
た
な
い

時
期
に
刊
行
さ
れ
た「
改
造
社
版
の『
大
魯
迅
全
集
』七
巻
」を
貸
し
た
り（
注

６
）、「
中
国
学
生
の
日
本
留
学
史
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
連
載
」
し
て
い
た

「
日
華
学
報
」（
注
７
）
と
い
う
「
中
国
関
係
の
雑
誌
」
を
「
送
ら
れ
て
く
る

度
に
太
宰
君
に
送
っ
て
い
た
」
小
田
嶽
夫
で
あ
る
。「
昭
和
十
九
年
の
は
じ

（　 ）13
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書くこと／読まれること（上）　――太宰治『惜別』の場合

別
』
が
「
朝
日
新
聞
社
か
ら
出
版
」
さ
れ
る
と
と
も
に
「
同
時
に
支
那
訳
も
」

（
注
９
）
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
点
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
作
者
の
肉
声
と
見
る
べ
き
も
の
が
記
さ
れ
て
、
作
品

に
語
り
の
レ
ベ
ル
が
重
層
化
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
作
品
の
末
尾
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
老
医
師
の
手
記

は
、
以
上
で
終
っ
て
い
る
が
、
自
分
（
太
宰
）
は
、
さ
ら
に
次
の
数
行
を

附
加
し
て
、
こ
の
手
記
の
読
者
の
参
考
に
供
し
た
い
」
と
し
て
、「
全
世
界

に
誇
る
べ
き
東
洋
の
文
豪
」
で
あ
る
魯
迅
の
逝
去
が
「
昭
和
十
一
年
の
秋
」

で
、
そ
れ
以
前
、「
先
生
四
十
六
歳
の
昭
和
元
年
」
に
「「
藤
野
先
生
」
と
い

う
小
品
文
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
そ
の
一
部
を
抜
粋
」
す
る
と
言

う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「（
松
枝
茂
夫
氏
の
訳
に
拠
る
）」
と
し
て
、
魯
迅

「
藤
野
先
生
」
の
「
到
第
二
学
年
的
終
結
」
か
ら
後
の
部
分
が
、
最
末
尾
の

「
再
継
続
写
些
為
〝
正
人
君
子
〞
之
流
所
深
悪
痛
疾
的
文
字
」（
注
10
）
ま

で
、
改
造
社
版
『
大
魯
迅
全
集
』
第
二
巻
所
収
の
本
文
が
ほ
ゞ
引
用
さ
れ
る

の
で
あ
る
（
注
11
）。
そ
れ
は
、
老
医
師
が
お
そ
ら
く
直
接
は
知
る
は
ず
の

な
い
藤
野
先
生
と
魯
迅
と
の
「
惜
別
」
一
件
を
魯
迅
の
文
章
で
示
し
て
見
せ

る
と
い
う
こ
と
と
、そ
の
後
の
魯
迅
の
文
業
が
「
所
謂

4

4

「
正
人
君
子
」
の
輩
に
、

深
く
憎
悪
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
文
章
を
書
き
つ
づ
け
る
」（
傍
点
引
用
者
―
注
）

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
情
報
を
、「
自
分
（
太
宰
）」
自
ら
読
者
に
提
供
す
る

と
い
う
計
ら
い
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
あ
と
に
つ
け
加
え
ら
れ
作
品
の
最
後
に
な
る
記
述
は
、
昭

和
十
年
六
月
刊
行
の
佐
藤
春
夫
、
増
田
渉
に
よ
る
岩
波
文
庫
『
魯
迅
選
集
』

の
編
纂
時
の
、
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
の

評
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
乱
暴
に
も
書
き
付
け
て
し
ま

え
ば
、
た
と
え
ば
竹
内
の
よ
う
な
人
に
「
い
い
気
な
も
ん
だ
」
と
読
ま
れ
る

こ
と
こ
そ
、
じ
つ
は
太
宰
の
ひ
そ
か
な
本
意
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
、
わ
た
し
の
見
込
み
で
あ
る
。
た
と
い
魯
迅
そ
の
人
の
真
実
は
描
か

な
か
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
魯
迅
を
め
ぐ
る
大
日
本
帝
国
の
現
実
を
真
相

に
お
い
て
描
く
こ
と
に
は
成
功
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
誰
も
が
、
す
く
な

く
と
も
知
識
と
関
心
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
、
読
ん
で
す
ぐ
、
あ
る
種
の
デ

タ
ラ
メ
と
わ
か
る
よ
う
な
人
物
像
を
、
小
田
や
竹
内
の
著
書
も
熟
読
し
た
は

ず
の
太
宰
が
描
い
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
問
題
は
、
太
宰
が
そ
れ
で
も
そ

の
よ
う
に
描
い
た
の
は
、
な
ぜ
か
、
と
い
う
形
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
言
わ
ば
皇
国
化
さ
れ
た
魯
迅
像
、
そ
れ
こ
そ

が
魯
迅
を
め
ぐ
る
大
日
本
帝
国
の
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
時
局
便
乗
と

な
る
こ
と
な
し
に
書
き
き
る
こ
と
が
可
能
だ
―
―
『
惜
別
』
に
お
け
る
太
宰

の
表
現
行
為
を
と
ら
え
な
お
す
た
め
の
、
そ
れ
が
私
の
立
脚
点
で
あ
る
（
注

８
）。

　
　
（
一
）

『
惜
別
』
は
仙
台
医
専
で
の
ち
の
魯
迅
で
あ
る
周
樹
人
と
親
交
の
あ
っ
た

「
一
老
医
師
の
手
記
」、
す
な
わ
ち
田
中
卓
な
る
人
物
の
回
想
手
記
の
体
裁
を

と
っ
て
い
る
。
冒
頭
の
一
行
は
、「
こ
れ
は
日
本
の
東
北
地
方
の
某
村
に
開

業
し
て
い
る
一
老
医
師
の
手
記
で
あ
る
」
と
あ
り
、
作
品
を
読
者
に
取
り
次

ぐ
作
者
の
語
り
と
な
っ
て
い
る
。「
日
本
の
東
北
地
方
」
と
い
う
表
現
は
、『
惜
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て
、「
悲
し
い
思
い
」
か
ら
は
っ
き
り
と
「
か
な
り
の
苦
痛
」
へ
と
変
わ
る
。

す
な
わ
ち
「
そ
こ
に
出
て
い
る
周
さ
ん
も
、
ま
た
藤
野
先
生
も
、
ま
た
私

も
、
ま
る
で
私
に
は
他
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
新
聞
連
載

さ
れ
た
記
事
は
「
東
洋
民
族
の
総
親
和
の
た
め
に
」
と
い
う
意
図
に
基
づ
く
、

「「
日
支
親
和
の
先
駆
」
と
い
う
題
」
で
あ
っ
た
が
、「
私
の
胸
底
の
画
像
と

ま
る
で
違
っ
て
書
か
れ
て
い
る
」
こ
と
は
、
田
中
医
師
を
「
藤
野
先
生
や
、

周
さ
ん
に
相
す
ま
な
い
気
持
で
一
ぱ
い
」に
さ
せ
る
。
そ
こ
で「
藤
野
先
生
や
、

周
さ
ん
」
に
つ
い
て
の
「
私
の
胸
底
の
画
像
を
、
正
し
く
書
い
て
残
し
て
置

く
」の
だ
と
い
う
手
記
執
筆
の
動
機
が
述
べ
ら
れ
る
。
新
聞
記
事
と
い
う「
社

会
的
政
治
的
な
意
図
」
を
持
っ
た
文
章
と
は
別
の
、「
恩
師
と
旧
友
の
面
影

を
正
す
」
べ
く
書
か
れ
る
「
田
舎
の
耄
碌
医
者
」
の
個
人
的
な
回
想
で
あ
る

こ
と
の
強
調
で
あ
る
。

こ
こ
で
、『
惜
別
』
の
執
筆
経
緯
を
お
さ
ら
い
し
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
筑
摩
書
房
『
太
宰
治
全
集
』
第
七
巻
の
解
題
（
関
井
光
男

執
筆
）
に
よ
れ
ば
、『
惜
別
』
は
「
著
者
の
第
五
の
書
下
し
長
編
小
説
」
で
「
内

閣
情
報
局
と
日
本
文
学
報
国
会
の
委
嘱
を
受
け
て
書
下
さ
れ
、
昭
和
二
十
年

九
月
五
日
、
朝
日
新
聞
社
（
大
阪
市
北
区
中
之
島
三
ノ
三
）
か
ら
刊
行
」
さ

れ
た
。「
表
紙
に
は
「
伝
記
小
説　

惜
別
」
と
あ
り
、背
お
よ
び
本
扉
に
は
「
医

学
徒
の
頃
の
魯
迅
」
の
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
」。
そ
の
執
筆
は
次
の
よ
う

な
経
緯
を
経
て
い
る
。

昭
和
十
八
年
十
一
月
、
日
本
文
学
報
国
会
は
、
大
東
亜
会
議
に
お
い

て
採
決
さ
れ
た
「
大
東
亜
共
同
宣
言
」
の
五
原
則
を
主
題
と
す
る
文
学

岩
波
文
庫
『
魯
迅
選
集
』
所
載
の
「
藤
野
先
生
」
末
尾
に
、
増
田
自
身
の
次

の
よ
う
な
「
附
記
」
が
あ
る
、「「
魯
迅
選
集
」
を
出
す
に
際
し
て
、
如
何
な

る
作
品
を
選
ぶ
が
よ
い
か
と
、
一
応
魯
迅
氏
の
意
見
を
き
ゝ
合
せ
た
る
と
こ

ろ
、
適
宜
に
選
ん
で
も
ら
つ
て
よ
い
、
だ
が
「
藤
野
先
生
」
だ
け
は
是
非
入

れ
て
も
ら
ひ
度
い
と
い
ふ
返
事
で
あ
つ
た
」
と
（
注
12
）。
そ
れ
が
紹
介
さ

れ
て
、
作
品
は
終
わ
る
。

「
一
老
医
師
の
手
記
」
は
、
こ
う
し
た
叙
述
の
枠
組
み
の
中
に
挟
ま
れ
て

置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
一
老
医
師
の
手
記
」
じ
た
い
が
ま
た
、〈
前
置
〉
と
で

も
呼
ぶ
べ
き
部
分
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
先
日
、
こ
の
地
方
の
新

聞
社
の
記
者
だ
と
称
す
る
不
精
鬚
を
は
や
し
た
顔
色
の
わ
る
い
中
年
男
」
が

来
訪
し
た
顚
末
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
い
き
な
り
「
今
の
東
北
帝
大
医
学
部
の

前
身
の
仙
台
医
専
」
で
「
周
樹
人
」
と
「
同
級
生
だ
っ
た
」
こ
と
を
問
い
あ

き
ら
め
て
く
る
こ
の
新
聞
記
者
に
対
し
て
、
田
中
医
師
は
「
終
始
あ
ま
り
愉

快
で
な
か
っ
た
」
し
、「
不
安
を
感
じ
」「
ひ
ど
く
憂
鬱
に
な
っ
て
」、「
な
ぜ

だ
か
気
が
重
か
っ
た
」
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
、
記
者
が
「
魯
迅
の
悪
口

を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
」
と
言
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
。「
な

ぜ
だ
か
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
理
由
は
本
人
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
れ
は
個
人
的
な
思
い
出
が
新
聞
と
い
う
公
器
に
よ
っ
て
社
会
化
さ
れ

る
こ
と
に
対
す
る
本
能
的
な
抵
抗
感
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
個
人
的
な
思
い
出
の
社
会
化
に
対
す
る
本
能
的
な
抵
抗
感
は
、
取
材
に
基

づ
い
て
、
記
者
が
「
こ
と
し
の
正
月
」
に
「
五
、六
日
間
連
載
」
し
た
「
私

の
回
顧
談
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
読
物
」
を
目
の
当
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
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書くこと／読まれること（上）　――太宰治『惜別』の場合

た
読
物
は
、
あ
の
よ
う
な
書
き
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
理

解
を
示
す
が
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
「
一
老
医
師
の
手
記
」
が
そ
の
「
読

物
」
に
対
す
る
違
和
感
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
た

「
恩
師
と
旧
友
の
面
影
を
正
す

4

4

」（
傍
点
引
用
者
―
注
）
た
め
に
書
き
起
こ
さ

れ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
新
聞
記
事
は
、
状
況
の
中
で
ま
さ
に
大
東
亜

秩
序
に
と
っ
て
の
理
想
実
現
の
方
向
で
整
理
さ
れ
た
翼
賛
的
な
文
章
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
へ
の
違
和
感
が
、
田
中
卓
な
る
人
物
に
こ

の
回
想
を
記
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
手
の
こ
ん
だ
韜
晦
の
仕
掛
け
を

こ
こ
に
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

す
な
わ
ち
、「『
大
東
亜
共
同
宣
言
五
原
則
』
作
品
化
」
の
一
翼
と
し
て
「『
独

立
親
和
』
の
原
則
」
の
「
文
学
作
品
化
」
を
「
委
嘱
」
さ
れ
た
太
宰
は
、
ま

さ
に
新
聞
記
者
の
連
載
読
物
に
仮
託
し
て
「
文
学
作
品
化
」
さ
れ
た
「『
独

立
親
和
』
の
原
則
」
と
い
う
方
向
を
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
の
作
品
の
埒
外
に

放
擲
す
る
こ
と
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
田
中
医
師
が
「
ま
る
で
私
に
は
他
人

の
よ
う
に
思
わ
れ
た
」
と
言
う
人
物
像
は
、「
大
東
亜
共
同
宣
言
五
原
則
」

の
光
線
で
人
物
を
染
め
上
げ
抽
象
化
し
て
ゆ
く
方
向
が
も
た
ら
し
た
結
果
と

し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
方
向
を
あ
ら
か
じ
め
封
じ
た
太
宰
が
「
一4

老
医
師
の
手
記
」（
傍
点
引
用
者
―
注
）
と
し
て
強
調
す
る
の
は
、「
私
の

4

4

胸

底
の
画
像
」（
傍
点
引
用
者
―
注
）
と
い
う
「
私
」
性
で
あ
る
。
社
会
化
さ

れ
る
こ
と
に
背
を
向
け
、
そ
れ
を
拒
ん
だ
個
人
的
な
思
い
出
に
徹
す
る
こ
と

は
、
こ
の
時
代
が
総
動
員
体
制
の
も
と
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
強
制
的
に
一
つ

の
大
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
組
み
込
み
、
変
成
す
る
こ
と
を
以
て
社
会
化
と
す

る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
真
実
に
至
る
、
い
や
少
な
く
と
も
真
実

作
品
化
を
図
り
、
翌
十
九
年
一
月
に
小
説
部
会
に
お
い
て
は
、
太
宰
治

を
含
む
執
筆
希
望
者
約
五
十
名
に
よ
る
協
議
会
が
開
か
れ
た
。（
中
略

引
用
者
―
注
）

し
か
し
、
委
嘱
作
家
の
決
定
は
昭
和
十
九
年
も
暮
の
こ
と
と
み
ら
れ
、

昭
和
二
十
年
一
月
十
日
発
行
の
『
文
学
報
国
』（
第
四
十
四
号
）
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

『
大
東
亜
共
同
宣
言
五
原
則
』
作
品
化
は
、
愈
々
急
速
に
そ
の
実
現

を
み
る
こ
と
と
な
り
、
既
に
第
一
部
（
小
説
）
第
二
部
（
戯
曲
）
共
に

委
嘱
作
家
も
決
定
執
筆
を
開
始
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）
な
ほ
委
嘱
作
家

は
左
記
の
諸
氏
で
あ
る
。

第
一
部
（
小
説
）

　
『
共
同
宣
言
』
全
般
に
亙
る
も
の　

大
江
賢
次

　
『
共
存
共
栄
』
の
原
則　
　

高
見　

順

　
『
独
立
親
和
』
の
原
則　
　

太
宰　

治

　
『
文
化
昂
揚
』
の
原
則　
　

豊
田
三
郎

　
『
経
済
繁
栄
』
の
原
則　
　

北
町
一
郎

　
『
世
界
進
運
貢
献
』
の
原
則　
　

大
下
宇
陀
兒

さ
き
に
示
し
た
よ
う
に
、
件
の
新
聞
記
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
読
物
記
事

が
「
東
洋
民
族
の
総
親
和
の
た
め
に
」
と
い
う
意
図
の
も
と
、「「
日
支
親
和

の
先
駆
」
と
い
う
題
」
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
し
た
が
っ
て
理
由
の
な
い
こ

と
で
は
な
い
。
田
中
医
師
は
、
そ
の
「
読
物
に
、
ケ
チ
を
付
け
る
つ
も
り
は

無
い
」
と
記
し
、「
あ
の
よ
う
な
社
会
的
な
、
ま
た
政
治
的
な
意
図
を
も
っ
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の
訂
正
も
無
く
通
過
し
た
。
朝
野
一
心
、
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う

か
、
こ
れ
は
、
私
だ
け
の
幸
福
で
は
あ
る
ま
い
。

夫
人
の
回
想（
注
14
）に
よ
れ
ば
、「『
惜
別
』二
百
三
十
七
枚
は
、こ
の
年（
昭

和
二
十
年
―
引
用
者
注
）
二
月
末
に
完
成
」
し
、「
三
月
末
に
」
夫
人
と
二

児
と
が
甲
府
の
夫
人
の
実
家
に
疎
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
太
宰
は
、
私
の

名
前
で
郵
便
貯
金
通
帳
を
作
り
、
千
円
と
い
う
私
が
か
つ
て
持
っ
た
こ
と
の

な
い
預
金
を
入
れ
て
持
た
せ
て
く
れ
た
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
こ
れ
が『
惜

別
』
の
印
税
で
あ
っ
た
」
と
い
う
か
ら
、
役
所
へ
の
原
稿
提
出
は
擱
筆
後
間

も
な
い
三
月
上
旬
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。

作
品
の
外
に
あ
っ
て
自
作
に
つ
い
て
言
う
作
者
の
言
葉
に
お
け
る
修
正
、

削
除
、
そ
の
他
一
切
の
干
渉
の
な
か
っ
た
こ
と
の
強
調
は
、
そ
う
い
う
こ
と

の
言
及
じ
た
い
憚
ら
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
ゆ
え
、
そ
れ
あ
る
こ
と
が
む
し
ろ

逆
の
意
味
を
に
じ
ま
せ
る
場
合
が
あ
る
。
が
、
し
か
し
検
閲
側
も
そ
れ
ぐ
ら

い
の
こ
と
は
承
知
の
前
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
文

字
通
り
に
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
言
辞
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
、
す
な
わ
ち
事
実
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
。

で
は
、
な
ぜ
こ
れ
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
が
書
か

れ
た
結
果
、
ど
ん
な
新
た
な
意
味
が
作
品
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

か
。
そ
れ
が
、
描
か
れ
た
魯
迅
像
の
デ
タ
ラ
メ
の
問
題
で
あ
る
。
太
宰
は
自

分
の
描
い
た
魯
迅
像
が
の
ち
に
竹
内
好
の
厳
し
い
指
弾
を
受
け
る
ま
で
も
な

く
、
実
像
を
歪
め
て
い
る
こ
と
、
い
や
時
に
は
ま
さ
に
正
反
対
の
思
想
を
話

し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
太
宰
が

を
失
わ
な
い
道
で
あ
ろ
う
。
さ
も
典
拠
が
あ
る
ら
し
い
口
ぶ
り
で
「
大
善
を

称
す
る
よ
り
は
小
善
を
積
め
」
の
語
を
記
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
抽
象
化
さ
れ
る
手
前
の
、
日
常
の
具
体
性
の
集
積
に
徹
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
、
公
的
な
言
論
は
す
で
に
も
は
や
虚
妄
で
な

け
れ
ば
大
日
本
帝
国
の
願
望
や
建
前
の
表
明
で
し
か
な
い
以
上
、
む
し
ろ
社

会
化
さ
れ
な
い
「
私
」
性
の
な
か
に
こ
そ
逆
説
的
に
大
日
本
帝
国
の
現
実
は

そ
の
真
姿
を
と
ど
め
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
公
式
・
形
式

的
な
翼
賛
で
は
な
い
分
、
日
常
を
映
し
た
真
姿
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
が
、
作
品
が
何
重
か
の
入
子
型
の
構
成
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味

で
あ
る
。
大
東
亜
共
同
宣
言
の
具
体
化
と
い
う
方
針
の
も
と
に
内
閣
情
報
局

と
文
学
報
国
会
の
「
委
嘱
」
す
な
わ
ち
指
示
、
監
督
と
い
う
制
約
の
な
か
で

の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
太
宰
は
太
宰
な
り
の
い
わ
ば
武
装
も
し
く
は
擬
装
を

施
し
た
の
で
あ
る
（
注
13
）。

作
品
そ
の
も
の
が
何
重
か
の
入
子
型
構
造
を
持
つ
こ
と
に
関
連
し
て
、
さ

ら
に
、
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
あ
と
が
き
」
の
い
ち
ば

ん
最
後
の
記
述
の
問
題
で
あ
る
。

な
お
、
最
後
に
、
ど
う
し
て
も
附
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の

は
、
こ
の
仕
事
は
あ
く
ま
で
も
太
宰
と
い
う
日
本
の
一
作
家
の
責
任
に

於
い
て
、
自
由
に
書
き
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
で
、
情
報
局
も
報
国
会

も
、
私
の
執
筆
を
拘
束
す
る
よ
う
な
や
や
こ
し
い
注
意
な
ど
一
言
も

お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
し
か
も
、
私
が
こ
れ
を

書
き
上
げ
て
、
お
役
所
に
提
出
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
一
字
半
句
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（
二
）

田
中
医
師
の
手
記
に
描
か
れ
る
の
は
、
時
間
的
に
言
え
ば
、
魯
迅
が
東
京

を
去
り
仙
台
医
学
専
門
学
校
に
入
学
し
た
「
明
治
三
十
七
年
の
初
秋
」
か
ら
、

「
あ
の
、所
謂
「
幻
燈
事
件
」」
が
起
こ
っ
た
「
二
学
年
の
終
わ
り
の
頃
」
ま
で
、

す
な
わ
ち
一
九
〇
四
年
秋
か
ら
一
九
〇
六
年
春
ま
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
に
日
露
戦
争
の
戦
時
下
の
時
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、そ
の
「
四
十

年
前
」
の
時
間
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
件
の
新
聞
記
者
の
存
在
に
よ
っ
て
、

手
記
を
執
筆
す
る
い
ま
現
在
の
戦
時
下
と
い
う
時
間
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い

る
。
伝
記
上
の
偶
然
を
意
識
的
な
重
ね
合
わ
せ
と
し
て
利
用
す
る
の
は
、
作

者
の
小
説
技
法
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
津
田
憲
治
と
い
う
同
級
生
が
い
る
。
外
交
官
の
叔
父
を
持
ち
、

東
京
の
府
立
一
中
か
ら
進
学
し
て
き
た
こ
の
人
物
は
、
事
情
通
ぶ
っ
た
小
心

な
自
尊
心
と
そ
れ
ゆ
え
の
驕
慢
に
よ
っ
て
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
竹
内
に
言

わ
せ
れ
ば
彼
へ
の
「
憎
し
み
が
は
っ
き
り
せ
ぬ
」
こ
と
が
作
品
を
低
調
に
し

た
と
目
さ
れ
て
い
る
。
津
田
が
田
中
に
、
言
っ
て
聞
か
せ
る
と
い
う
調
子
の

発
言
を
聞
い
て
み
よ
う
。

君
、
外
国
人
と
つ
き
合
う
に
は
、
よ
っ
ぽ
ど
気
を
つ
け
て
も
ら
わ
な
い

と
困
る
よ
。
い
ま
は
日
本
は
戦
争
中
な
ん
だ
か
ら
ね
。

ど
う
、
気
を
つ
け
ろ
と
言
う
の
か
。

時
局
柄
、
内
閣
情
報
局
に
も
文
学
報
国
会
に
も
修
正
、
削
除
、
そ
の
他
の
い
っ

さ
い
の
干
渉
を
さ
せ
な
い
人
物
像
の
ギ
リ
ギ
リ
の
外
延
を
探
り
探
り
、
注
意

深
く
刻
み
出
し
た
魯
迅
像
だ
か
ら
で
あ
る
。「
昭
和
十
七
年
、
昭
和
十
八
年
、

昭
和
十
九
年
、
昭
和
二
十
年
、
い
や
も
う
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ひ
ど
い
時

代
で
あ
っ
た
」（
注
15
）
と
回
想
す
る
太
宰
は
、
昭
和
十
八
年
の
「
右
大
臣

実
朝
」
を
「
ユ
ダ
ヤ
ジ
ン
実
朝
」
と
読
ん
で
「
た
だ
意
地
悪
く
私
を
非
国
民

あ
つ
か
い
に
し
て
弾
劾
し
よ
う
と
」
し
た
者
の
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
私
の

或
る
四
十
枚
の
小
説
」
が
「
発
表
直
後
、
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
全
文
削
除

を
命
じ
ら
れ
た
」
こ
と
、
さ
ら
に
「
或
る
二
百
枚
以
上
の
新
作
の
小
説
は
出

版
不
許
可
に
な
っ
た
」
こ
と
を
述
べ
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
言
論
・
出
版

統
制
の
被
害
を
実
感
的
に
記
し
て
い
る
。
そ
ん
な
被
害
の
辛
酸
を
嘗
め
た
太

宰
が
こ
こ
で
「
朝
野
一
心
」
の
語
を
書
き
つ
け
る
の
は
、「
注
意
な
ど
一
言
も
」

ま
た
「
一
字
半
句
の
訂
正
も
」
さ
せ
る
こ
と
な
く

4

4

4

4

4

4

4

出
版
に
こ
ぎ
つ
け
た
、
す

な
わ
ち
検
閲
側
に
一
矢
を
報
い
た
自
分
の
手
際
に
対
す
る
自
負
を
内
に
秘
め

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ど
う
だ
、
文
句
は
つ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
執
筆
者
を
指
名
す
る
文
学
報
国
会
の
審
査
委
員
会
に
提
出

し
た
「『
惜
別
』
の
意
図
」
と
題
す
る
文
章
に
、「
魯
迅
の
晩
年
の
文
学
論
に
は
、

作
者
は
興
味
を
持
て
ま
せ
ん
の
で
」
と
言
い
、「
た
だ
純
情
多
感
の
若
い
一

清
国
留
学
生
と
し
て
の
「
周
さ
ん
」
を
描
く
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ

る
の
は
、
そ
う
し
た
表
現
行
為
に
と
り
か
か
る
た
め
の
大
前
提
で
あ
る
。
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「
こ
の
事
件
が
、
周
さ
ん
の
心
に
ど
ん
な
衝
動
を
与
え
た
か
、
そ
れ
は
私
に

も
わ
か
ら
な
い
」
と
し
つ
つ
、「
そ
の
頃
の
周
さ
ん
の
態
度
」
に
「
な
に
か

近
づ
き
難
い
も
の
」
を
感
じ
た
と
記
す
。
こ
の
外
面
の
変
化
を
生
む
内
面
を
、

や
が
て
周
さ
ん
自
身
の
言
葉
と
し
て
、
田
中
は
聞
く
こ
と
に
な
る
。

僕
は
矢
島
さ
ん
な
ど
の
あ
ん
な
手
紙
が
、
か
え
っ
て
さ
っ
ぱ
り
し
て
い

て
い
い
と
思
う
の
で
す
。
支
那
人
は
劣
等
だ
か
ら
、
い
い
成
績
が
と
れ

る
わ
け
は
な
い
と
、
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
う
す

る
と
、
こ
ち
ら
の
気
持
ち
も
き
ま
っ
て
、
助
か
り
ま
す
。
温
情
は
、
ど

う
も
、
つ
ら
く
て
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
、
あ
な
た
も
、
ど
う
か
思
っ

た
と
お
り
の
こ
と
を
僕
に
い
っ
て
下
さ
い
よ
。

人
々
の
対
応
が
す
べ
て
「
思
っ
た
と
お
り
の
こ
と
」
を
「
温
情
」
で
く
る
ん

だ
タ
テ
マ
エ
な
の
で
は
な
い
か
と
見
る
こ
と
に
よ
る
周
囲
に
対
す
る
疑
心
暗

鬼
。ま

ず
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
矢
島
の
見
方
が
「
い
ま
」
の
日
本
人
一
般
の

そ
れ
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
い
ま
」
も
、

描
か
れ
て
い
る
日
露
戦
争
時
だ
け
で
な
く
、
昭
和
十
二
年
以
後
の
執
筆
し
て

い
る
現
在
に
重
な
り
あ
う
。
た
と
え
ば
、「
支
那
の
文
化
を
発
展
さ
せ
る
た

め
の
戦
争
」
と
言
う
佐
藤
春
夫
な
ど
。
し
た
が
っ
て
、
矢
島
も
ま
た
津
田
と

同
様
、
回
想
執
筆
の
現
時
点
に
お
い
て
大
手
を
ふ
っ
て
ま
か
り
通
っ
て
い
る

言
説
の
代
弁
者
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
試
験
問
題
漏
洩
と
い
う
嫌

が
ら
せ
事
件
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
太
宰
は
執
筆
準
備
の
現
地
調
査
で
そ

き
み
は
非
国
民
だ
。
戦
争
中
は
、
第
三
国
人
は
皆
、
ス
パ
イ
に
な
り
得

る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。（
中
略
引
用
者
―
注
）
監
視
の
必
要
が
あ
る

ん
だ
。
一
面
親
切
、
一
面
監
視
だ
。

そ
し
て
「
中
立
諸
国
の
者
た
ち
に
は
、
実
に
複
雑
微
妙
な
外
交
的
術
策
を
用

い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
殊
に
、
清
国
留
学
生
は
難
物
だ
」
と
日
露
戦
争
時

に
お
け
る
状
況
を
語
り
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
を

た
だ
の
親
切
だ
け
で
は
駄
目
だ
。
一
面
親
切
、
一
面
指
導
と
い
う
優
先

者
の
態
度
を
以
て
臨
む
の
が
、
い
ま
の
外
交
官
の
妙
訣
で
は
な
い
か

と
敷
衍
す
る
と
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
日
本
の
現
政
府
の
外
交
方
針
」
だ
と

述
べ
る
と
き
、
そ
の
「
日
本
の
現
政
府

4

4

4

の
外
交
方
針
」（
傍
点
引
用
者
―
注
）

が
四
十
年
後
の
現
在
の
大
東
亜
秩
序
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
も

な
ん
の
齟
齬
も
き
た
さ
な
い
。
ま
た
、
津
田
に
代
わ
っ
て
新
幹
事
と
な
っ
た

矢
島
が
、
例
の
「
汝
悔
い
改
め
よ
」
で
始
ま
る
、「
試
験
問
題
の
「
漏
洩
」」

を
め
ぐ
る
嫌
が
ら
せ
の
手
紙
を
送
っ
た
と
き
、
周
さ
ん
か
ら
「
そ
の
手
紙
を

取
り
上
げ
て
」
田
中
に
知
ら
せ
に
来
た
津
田
は
、「
あ
い
つ
ら
の
排
他
的
な

思
想
を
膺
懲
し
て
や
ろ
う
」
と
息
巻
く
の
だ
が
、
そ
の
言
葉
づ
か
い
は
昭
和

十
二
年
以
後
の
対
中
ス
ロ
ー
ガ
ン「
暴
支
膺
懲
」を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

津
田
こ
そ
は
昭
和
二
十
年
の
執
筆
時
へ
と
至
る
戦
時
下
の
公
式
言
辞
を
仮
託

さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
矢
島
の
嫌
が
ら
せ
の
手
紙
に
つ
い
て
、
田
中
は
い
っ
た
ん
は
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た
が
、
幹
事
の
方
で
は
又
そ
の
匿
名
の
手
紙
を
取
返
す
べ
く
極
力
運
動

し
た
。と
ど
僕
は
こ
の
ト
ル
ス
ト
イ
式
の
手
紙
を
彼
等
に
返
し
た
。（『
大

魯
迅
全
集
』
第
二
巻
）

そ
れ
に
対
し
て
、『
惜
別
』
で
は
周
さ
ん
は
匿
名
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た

と
こ
ろ
を
津
田
に
見
ら
れ
、
津
田
に
促
さ
れ
て
開
封
、「
内
容
を
ほ
ん
の

ち
ょ
っ
と
読
ん
で
、
破
ろ
う
と
し
た
」
と
こ
ろ
を
津
田
に
「
取
り
上
げ
」
ら

れ
た
あ
と
は
、
当
事
者
と
し
て
の
な
ん
の
行
動
も
と
ら
な
い
。
津
田
は
田
中

の
と
こ
ろ
に
来
て
、
差
出
人
が
矢
島
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
「
国
際
問
題
だ
」

と
ま
で
言
っ
て
騒
ぐ
が
、
そ
れ
は
「
矢
島
に
ク
ラ
ス
会
幹
事
の
名
誉
職
を
奪

わ
れ
た
」
津
田
が
そ
の
地
位
奪
還
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
「
可
憐
な
た
く
ら

み
」
と
し
て
、「
馬
鹿
ら
し
い
政
争
」
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
。
津
田
の
真

意
に
気
づ
い
た
田
中
が
、
藤
野
先
生
に
は
「
津
田
氏
の
心
懐
を
美
し
く
語
り

伝
え
、も
ち
ろ
ん
矢
島
の
名
前
な
ど
も
い
っ
さ
い
出
さ
ず
」
に
弥
縫
的
に
「
事

情
を
か
い
つ
ま
ん
で
報
告
」
す
る
。
す
る
と
藤
野
先
生
は
「
発
し
て
皆
、
節

に
中
る
、
之
を
和
と
謂
う
」
と
『
中
庸
』
の
一
節
を
引
用
し
て
田
中
を
諭
し
、

一
方
、
幹
事
の
矢
島
に
手
紙
の
筆
者
を
捜
し
「
周
君
と
和
解
す
る
よ
う
」
さ

せ
よ
と
い
う
指
示
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
矢
島
が
周
さ
ん
の
下

宿
を
訪
れ
「
こ
の
た
び
の
愚
か
な
誤
解
を
深
謝
」
し
て
、
つ
い
で
に
「
幹
事

の
辞
職
」
も
申
し
出
、「
後
任
に
は
津
田
氏
を
推
し
た
」
が
、
さ
す
が
に
津

田
も
受
け
が
た
く
、
両
名
が
幹
事
と
い
う
こ
と
で
、「
四
方
八
方
ま
る
く
収

ま
っ
た
様
子
」
と
、
田
中
は
記
す
。

確
か
に
こ
れ
で
は
「
藤
野
先
生
」
に
記
さ
れ
た
「
支
那
は
弱
国
で
あ
る
、

れ
な
り
の
詳
細
を
聞
き
合
せ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
藤
野
先
生
」
に
は
事

の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、「
幹
事
」
と
記
す
以
外
、
具
体
的
な
人

間
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
二
人
は
、
太
宰
が
小
説
的
に
作

り
上
げ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
田
中
の
み
な
ら
ず
周
さ
ん
ま
で
が
、
津
田
や
矢
島
を

実
際
に
は
嫌
悪
し
迷
惑
が
り
な
が
ら
も
「
要
す
る
に
、
ま
じ
め
な
人
な
の
で

あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
悪
意
や
敵
意
を
、
善
意
の
屈
折
し
た
表
現
で
あ
る
か

の
よ
う
に
理
解
し
て
受
け
入
れ
て
、
竹
内
に
言
わ
せ
れ
ば
「
学
生
幹
事
へ
の

憎
し
み
が
は
っ
き
り
せ
ぬ
」
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
内
閣
情

報
局
等
の
検
閲
を
意
識
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
津
田
や
矢
島
の
言
説
を
批
判

し
否
定
す
る
こ
と
は
、
執
筆
当
時
の
公
的
言
辞
の
否
定
に
つ
な
が
る
の
だ
か

ら
。
あ
れ
か
ら
四
十
年
後
の
執
筆
当
時
に
お
い
て
、
仙
台
医
専
の
関
係
当
事

者
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
へ
の
配
慮
な
ど
と
い
う
以
上
に
、
彼
ら
に
対
す
る

「
憎
し
み
」
を
表
現
す
る
こ
と
の
危
険
を
、
太
宰
が
察
知
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、「
藤
野
先
生
」
を
参
照
、
引
用
し
な
が
ら
こ
の
事
件
を
記
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
の
顛
末
に
太
宰
は
自
分
流
の
小
説
的
粉
飾
を
施
し

た
。
匿
名
の
手
紙
が
来
た
あ
と
の
こ
と
を
、「
藤
野
先
生
」
は
簡
潔
に
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

僕
は
す
ぐ
に
こ
の
事
を
藤
野
先
生
に
知
ら
せ
た
。
僕
と
仲
の
よ
か
つ

た
幾
人
か
の
学
友
も
ひ
ど
く
憤
慨
し
て
、
一
緒
に
幹
事
の
處
へ
行
つ
て
、

口
実
を
設
け
て
ノ
ー
ト
を
検
査
し
た
無
礼
を
詰
責
し
、
更
に
彼
等
に
検

査
の
結
果
を
発
表
す
る
や
う
に
要
求
し
た
。
終
に
こ
の
流
言
は
消
滅
し
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さ
き
に
引
用
し
た
「
温
情
は
、
ど
う
も
、
つ
ら
く
て
い
け
ま
せ
ん
」
と
い

う
周
さ
ん
の
言
葉
は
、
嫌
が
ら
せ
の
手
紙
事
件
の
あ
と
「
一
週
間
ほ
ど
経
っ
」

た
「
雪
の
ひ
ど
く
降
っ
て
い
る
夜
」
に
田
中
の
下
宿
を
訪
ね
て
き
た
と
き
の

も
の
で
あ
る
が
、
田
中
は
そ
の
周
さ
ん
に
「
つ
い
ぞ
い
ま
ま
で
見
せ
た
こ
と

も
な
い
よ
う
な
お
ど
お
ど
し
た
遠
慮
の
態
度
」
を
見
出
す
。
の
み
な
ら
ず
、

面
上
に
「
醜
い
卑
屈
の
笑
い
」
を
認
め
「
こ
ん
な
に
い
や
ら
し
く
遠
慮
す
る

お
客
な
ら
ば
」
と
、
そ
の
一
変
し
た
応
対
ぶ
り
に
驚
く
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ま

で
の
ふ
た
り
の
交
友
を
田
中
の
「
思
っ
た
と
お
り
の
こ
と
」
の
表
明
だ
と
受

け
取
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
周
さ
ん
の
、
自
尊
心
の
屈
折
と
し
て
の
自

己
卑
下
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
温
情
」
を
か
け
る
者
と
受
け
る
者
、「
温
情
」

の
向
き
が
関
係
に
も
た
ら
す
優
劣
と
い
う
序
列
化
に
対
し
て
自
尊
心
は
激
し

く
抗
う
。
入
学
式
に
「
制
帽
を
か
ぶ
っ
て
来
な
い
新
入
生
が
二
人
」
い
た
と

い
う
ふ
た
り
の
共
通
性
の
設
定
に
端
的
な
よ
う
に
、
松
島
の
夜
以
来
、
津
田

や
矢
島
と
は
は
っ
き
り
位
相
を
異
に
す
る
親
昵
を
示
し
て
き
た
田
中
に
対
し

て
ま
で
、
周
さ
ん
の
心
は
閉
ざ
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
嫌
が
ら
せ
の
手
紙
事
件
は
、
津
田
や
矢
島
の
「
正
直
」
や
「
潔
癖
性
」
と

い
う
よ
う
な
語
に
よ
っ
て
決
着
し
て
い
る
か
に
見
え
よ
う
と
も
、
ま
た
「
日

本
の
忠
義
の
一
元
論
」
へ
の
言
及
が
あ
ろ
う
と
も
、
周
さ
ん
に
お
い
て
「
日

支
親
和
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
親
和
に
対
す
る
「
絶
望
」
の
確
認
、

そ
れ
に
よ
る
外
界
の
遮
断
が
自
己
へ
の
沈
潜
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
大
雪
の
夜
」
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
太
宰
は
一
流
の
小
説

的
粉
飾
を
施
し
た
。
す
な
わ
ち
、
思
わ
ぬ
長
居
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
周
さ
ん

が
帰
る
と
い
う
と
き
、
田
中
は
「
玄
関
の
外
で
、
一
分
間
だ
け
立
っ
て
い
て

だ
か
ら
支
那
人
は
当
然
低
能
児
で
、
六
十
点
以
上
の
点
数
を
取
る
の
は
、
自

分
の
能
力
で
は
な
い
筈
だ
、
と
彼
等
が
疑
る
の
は
無
理
も
な
い
こ
と
だ
つ
た
」

と
い
う
、
竹
内
に
よ
れ
ば
「
屈
辱
を
嚙
む
よ
う
に
し
て
」（
注
16
）
書
き
つ

け
ら
れ
た
魯
迅
の
言
葉
の
そ
の
切
実
さ
は
何
も
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
先
の『
惜

別
』
引
用
部
分
の
「
劣
等
」
云
々
が
こ
の
魯
迅
自
身
の
文
章
を
下
敷
き
に
し

て
い
る
の
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
だ
け
に
、
原
作
品
と
の
距
離
、
そ
の
心
懐
の

表
現
と
し
て
の
薄
弱
希
薄
さ
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
事

者
の
周
さ
ん
が
な
に
も
行
動
せ
ず
、
受
け
身
一
辺
倒
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
わ

り
の
日
本
人
、と
く
に
津
田
、矢
島
の
ふ
た
り
に
焦
点
が
向
か
う
こ
と
に
な
っ

て
、
し
か
も
そ
れ
が
「
正
直
」
や
「
潔
癖
性
」
を
彼
ら
の
本
質
と
し
て
印
象

づ
け
て
し
ま
っ
て
さ
え
い
る
。

し
か
し
、
と
は
い
え
、
そ
の
「
正
直
」
と
い
い
「
潔
癖
性
」
と
い
う
も
の

は
、
あ
る
過
誤
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
現
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
し
て
そ
の
過
誤
こ
そ
が
当
時
に
お
け
る
認
識
と
言
説
の
水
準
を
形
作
っ
て

い
た
と
い
う
構
造
は
、
そ
の
水
準
に
対
す
る
婉
曲
な
批
判
に
も
な
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
何
重
か
の
入
子
型
の
語
り
の
構
造
は
、
つ
ま
り
、
作
品
執
筆

当
時
に
お
け
る
公
式
的
一
般
的
な
言
説
の
代
表
者
と
し
て
一
方
に
件
の
新
聞

記
者
を
持
ち
、
一
方
に
津
田
や
矢
島
と
い
う
人
物
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

片
や
翼
賛
的
に
美
化
さ
れ
た
言
説
、
片
や
現
実
の
な
か
で
は
実
態
を
裏
切
る

硬
直
し
た
言
説
で
あ
る
。
田
中
医
師
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
例
の
新
聞
記
者

と
の
応
接
に
違
和
感
を
記
し
て
い
た
が
、
津
田
や
矢
島
に
対
し
て
も
「
嘲
笑

す
る
よ
う
な
筆
致
を
弄
し
た
」こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、そ
れ
は「
後

悔
」
と
い
う
体
裁
の
も
と
に
で
は
あ
る
が
。
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書くこと／読まれること（上）　――太宰治『惜別』の場合

思
う
と
、「
自
国
の
民
衆
の
救
済
に
就
い
て
、非
常
な
不
安
を
感
じ
る
よ
う
に
」

な
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、「
僕
自
身
が
い
っ
た
い
、
ど
ん
な

男
な
の
か
」、
つ
ま
り
「
同
胞
の
留
学
生
か
ら
」
は
「
な
ぜ
そ
ん
な
に
僕
が
、

皆
の
気
に
い
ら
ぬ
」
の
か
と
、「
革
命
運
動
」
に
沸
き
立
つ
留
学
生
仲
間
で

の
孤
立
を
訴
え
る
。
第
三
に
、「
僕
は
支
那
人
の
く
せ
に
、
孔
孟
の
言
を
口

に
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
、
自
分
が
「
ひ
ど
い
儒
教
ぎ
ら
い
の
男
」
と
し
て
自

己
形
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
第
四
に
、
そ
れ
に
関
連
し

て
、「
あ
の
魏
の
頃
の
竹
林
の
名
士
」
た
ち
の
振
舞
い
の
意
義
を
弁
じ
て
、「
僕

は
儒
者
先
生
た
ち
の
見
え
す
い
た
偽
善
の
身
振
り
に
あ
い
そ
が
つ
き
た
の
で

す
」
と
説
明
す
る
。

こ
う
い
う
部
分
の
弁
舌
に
、
小
田
な
ら
ば
「
大
魯
迅
全
集
や
（
中
略
引
用

者
―
注
）
中
国
関
係
の
い
ろ
い
ろ
の
書
物
を
非
常
に
熱
心
に
読
ん
だ
ら
し
い
」

と
太
宰
の
「
非
常
な
努
力
」
を
買
う
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
き
に
第
二
と
し
て
示

し
た
部
分
は
、
ま
さ
に
小
田
の
『
魯
迅
傳
』
の
関
係
個
所
の
文
章
を
襲
っ
た

も
の
で
も
あ
る
し
（
注
17
）、
第
三
の
部
分
は
魯
迅
の
文
章
を
読
ん
で
「
魯

迅
が
診
当
て
た
」「
そ
の
病
患
」
を
「
私
流
に
解
釈
す
れ
ば
」
と
し
て
小
田

自
身
「
そ
れ
は
孔
教
と
、
そ
れ
に
対
す
る
支
那
民
衆
の
盲
従
と
、
そ
こ
か
ら

来
る
支
那
民
心
の
停
滞
」
と
記
す
通
り
で
あ
り
、
第
四
の
部
分
は
岩
波
文
庫

『
魯
迅
選
集
』
に
も
収
載
の
講
演
記
録
「
魏
晋
の
時
代
相
と
文
学
」
に
基
づ

い
て
い
る
。

で
は
、
第
一
の
部
分
は
何
に
よ
る
の
か
。「
民
衆
を
救
う
こ
と
に
対
す
る

懐
疑
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
第
一
小
説
集
『
吶

喊
』自
序
に
お
け
る「
鉄
部
屋
」の
比
喩
で
あ
ろ
う
。
小
説
執
筆
を
勧
め
る「
古

下
さ
い
」
と
頼
み
、「
小
母
さ
ん
、
周
さ
ん
は
帰
っ
た
よ
」「
あ
ら
、
傘
を
お

持
ち
に
な
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
た
だ
「
そ
れ
だ
け
の
」「
私
た
ち

の
会
話
を
聞
い
て
」
も
ら
う
よ
う
計
ら
う
場
面
が
あ
る
。
外
に
出
て
み
る
と
、

も
う
周
さ
ん
の
姿
は
な
く
、
周
さ
ん
が
実
際
に
耳
に
し
た
も
の
や
ら
聞
か
な

か
っ
た
も
の
や
ら
定
か
で
は
な
い
。「
大
善
を
称
す
る
よ
り
は
小
善
を
積
め
」

と
い
う
言
葉
を
田
中
は
記
し
て
い
た
が
、
い
わ
ば
「
大
善
」
の
前
に
心
を
閉

ざ
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
周
さ
ん
に
、「
酒
飲
み
大
工
」
の
奥
さ
ん
と
い

う
市
井
の
生
活
人
の
飾
る
必
要
の
な
い
率
直
な
真
情
が
示
さ
れ
て
、
ひ
と
つ

の
「
小
善
」
が
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
作
者
の
意
図
と
し
て
は
、

「
温
情
」
な
ど
で
は
な
い
真
率
な
人
間
的
交
流
の
一
端
を
描
く
た
め
の
設
定

で
あ
っ
た
。

　
　
（
三
）

こ
の
「
大
雪
の
夜
」、
周
さ
ん
は
そ
の
卑
屈
と
も
見
え
る
態
度
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
き
ょ
う
は
ひ
と
つ
ま
た
、
僕
の
長
広
舌
を
聞
い
て
も
ら
い
ま
す
」

と
言
っ
て
、
じ
つ
に
長
い
「
告
白
」
を
始
め
る
。
そ
の
「
告
白
」
の
検
討
を

通
じ
て
、
第
二
の
重
ね
合
わ
せ
を
論
じ
よ
う
。

周
さ
ん
の
「
告
白
」
で
は
、
第
一
に
ま
ず
、「
旧
約
の
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』

の
箇
所
」
を
例
に
と
っ
て
「
民
衆
を
救
う
こ
と
に
対
す
る
懐
疑
」
が
語
ら
れ

る
。
モ
ー
ゼ
が
率
い
た
、
奴
隷
生
活
を
お
く
る
民
衆
の
こ
の
エ
ジ
プ
ト
脱
出

は
、
そ
の
後
「
四
十
年
間
の
歳
月
、
飲
ま
ず
食
わ
ず
の
辛
苦
」
を
「
不
平
の

同
胞
に
こ
ら
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
だ
と
い
う
こ
と
を
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し
か
し
、
こ
の
「
告
白
」
の
他
の
部
分
が
魯
迅
の
文
章
や
事
跡
に
依
拠
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、『
吶
喊
』
自
序
の
「
鉄
部
屋
」
の
比
喩
を
用
い
る
代

わ
り
に
、
ど
う
し
て
、
こ
の
モ
ー
ゼ
の
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
が
こ
こ
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
竹
内
が
「
お
そ
ろ
し
く
魯
迅
の
文
章
を
無

視
し
て
」
と
指
摘
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
こ
う
い
う
部
分
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
ち
な
み
に
記
せ
ば
、岩
波
文
庫
『
魯
迅
選
集
』
は
『
吶
喊
』
か
ら
は
「
孔

乙
己
」「
風
波
」「
故
郷
」「
阿
Ｑ
正
伝
」「
家
鴨
の
喜
劇
」
を
採
っ
て
お
り
、「
自

序
」
も
「
狂
人
日
記
」
も
収
録
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
巻
末
に
置
か
れ
た
増

田
渉
執
筆
「
附
魯
迅
傳
」
は
、
伝
記
資
料
と
し
て
「
自
序
」
を
利
用
し
て
い

る
が
、
小
説
執
筆
の
契
機
と
し
て
の
「
鉄
部
屋
」
を
め
ぐ
る
問
答
に
は
い
っ

さ
い
触
れ
て
い
な
い
。
魯
迅
は
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
も
、
た
と
え
ば
「
私
は

如
何
に
小
説
を
つ
く
り
始
め
た
か
？
」（
注
18
）
と
い
う
文
章
で
も
、「
こ
の

由
来
は
、
す
で
に
『
吶
喊
』
の
序
文
で
、
大
体
述
べ
て
お
い
た
」
と
述
べ
て

い
る
く
ら
い
な
の
だ
が
。

太
宰
は
、
嫌
が
ら
せ
の
手
紙
が
「
汝
、
悔
い
改
め
よ
」
と
い
う
ト
ル
ス
ト

イ
に
よ
っ
て
流
行
し
た
旧
訳
聖
書
の
言
葉
で
始
ま
る
の
を
受
け
て
、
こ
こ
に

キ
リ
ス
ト
教
つ
な
が
り
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
構
成
し
て
み
せ
た
。
矢
島
を
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
に
設
定
し
、
周
さ
ん
が
「
美
以
教
会
」
へ
足
を
向
け
る
導
入
部

と
し
、
そ
こ
で
モ
ー
ゼ
の
『
脱
エ
ジ
プ
ト
記
』
を
聞
く
と
い
う
運
び
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
積
極
的
な
選
択
と
い
う
よ
り
は
、
苦
肉
の
対
処

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、『
吶
喊
』
自
序
の
「
鉄
部
屋
」

す
な
わ
ち
窓
も
出
口
も
な
い
閉
塞
、
拘
禁
状
況
の
比
喩
で
は
、
言
論
統
制
の

事
態
と
結
び
つ
け
ら
れ
か
ね
な
い
と
い
う
危
惧
を
太
宰
は
持
っ
た
の
で
は
な

い
友
人
金
心
異
」
に
対
し
て
、
魯
迅
は
語
る
。

た
と
へ
ば
一
間
の
鐡
部
屋
、
そ
れ
は
ど
こ
に
も
窓
が
な
く
、
而
も
ほ
と

ん
ど
壊
す
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
、
そ
の
内
部
に
大
勢
熟
睡
す
る
人

が
ゐ
た
と
し
た
ら
、
久
し
か
ら
ず
し
て
皆
悶
死
す
る
だ
ら
う
。
然
し
彼

等
は
昏
睡
か
ら
死
滅
に
入
る
の
だ
か
ら
、
決
し
て
死
の
悲
哀
を
感
じ
な

い
。
そ
れ
を
今
、
君
が
大
聲
あ
げ
て
や
ゝ
目
の
覚
め
か
ゝ
つ
た
幾
人
か

を
驚
き
醒
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
不
幸
な
る
少
数
者
を
し
て
救
ひ
戻
し
や

う
の
な
い
臨
終
の
苦
し
み
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
君
は
そ
れ
で

も
彼
等
に
気
の
毒
と
は
思
は
な
い
の
か
？
（
改
造
社
版
『
大
魯
迅
全
集
』

第
一
巻
）

こ
の
比
喩
は
、
救
済
の
た
め
の
行
為
が
人
々
を
さ
ら
な
る
苦
境
へ
い
ざ
な
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
モ
ー
ゼ
の
出
エ
ジ
プ
ト
記
と
共
通
す

る
。
ま
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
、
魯
迅
も
こ
う
い
う
懐
疑
を
抱
え
つ
つ
、

「
し
か
し
幾
人
は
已
に
起
き
上
つ
た
と
し
た
ら
、
此
鐡
部
屋
を
打
ち
壊
す
希

望
は
有
り
得
な
い
も
の
と
言
ふ
事
は
出
来
な
い
」
と
い
う
反
論
に
対
し
て
、

「
希
望
は
将
来
に
あ
る
も
の
で
、
決
し
て
わ
た
し
の
『
必
ず
無
い
』
と
い
ふ

証
明
を
以
て
、彼
の
所
謂『
あ
る
べ
し
』を
征
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」

と
考
え
て
、「
そ
こ
で
わ
た
し
は
終
に
彼
の
す
ゝ
め
に
応
じ
て
文
章
を
作
つ

た
」
と
い
う
点
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
が
長
い
歳
月
の
の
ち
に
は
意
図
の
実
現

が
見
ら
れ
た
と
す
る
の
と
共
通
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
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こ
れ
は
じ
つ
は
、
魯
迅
「
摩
羅
詩
力
説
」
の
う
ち
三
の
第
一
段
落
前
半

と
、
途
中
を
省
略
し
た
後
半
部
分
か
ら
の
引
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
省
略
は

「
幾
し
」
と
「
厳
冬
」
の
間
に
あ
っ
て
、「
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
ウ
デ
ン
」
に
よ
る

例
示
部
分
に
あ
た
る
。
い
ま
岩
波
書
店
『
魯
迅
選
集
』
第
五
巻
（
松
枝
茂
夫

訳
）
に
よ
っ
て
説
明
す
れ
ば
、「
こ
の
「
摩
羅
」
と
い
う
語
は
、
イ
ン
ド
か

ら
借
用
し
た
」
も
の
で
、「
中
国
で
は
「
天
魔
」」
と
言
い
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
は
こ
れ
を
サ
タ
ン
と
称
し
、
元
来
、
バ
イ
ロ
ン
（G

,B
yron

）
に
対
し
て

名
づ
け
た
語
」
と
い
う
か
ら
、「
摩
羅
詩
力
説
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
詩
人
の
う
ち
、

反
抗
と
行
動
に
根
本
意
義
を
求
め
、
世
間
か
ら
あ
ま
り
喜
ば
れ
な
か
っ
た
人

た
ち
」
の
「
そ
の
言
行
、
思
想
、
及
び
派
閥
、
影
響
に
つ
い
て
」
の
論
述
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
彼
ら
が
声
を
あ
げ
て
呼
ぶ
と
、
聞
く
者
は
た
ち
ま
ち
奮

い
起
ち
、
天
と
争
い
、
世
俗
と
戦
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
精
神
は
後
世
の
人
の

心
を
深
く
感
動
さ
せ
て
、
綿
々
と
し
て
無
窮
に
至
る
」
と
す
る
「
精
神
界
の

戦
士
」
の
文
筆
活
動
は
、
む
ろ
ん
、
あ
の
「
此
鐡
部
屋
を
打
ち
壊
す
希
望
」

へ
と
続
い
て
い
る
。

こ
の
「
摩
羅
詩
力
説
」
は
『
墳
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
魯
迅
は
「
題

記
」
に
「
二
十
年
前
に
書
い
た
い
わ
ゆ
る
文
章
を
偶
然
幾
つ
か
見
つ
け
た
」

と
記
し
た
。
そ
の
「
題
記
」
の
日
付
が
「
一
九
二
六
年
十
月
三
十
日
大
風
の

夜
」
な
の
で
、
太
宰
は
「
明
治
三
十
九
年
」
す
な
わ
ち
一
九
〇
六
年
と
い
う

設
定
に
し
た
の
で
あ
る
（
注
20
）。
そ
し
て
、
一
九
五
六
年
五
月
刊
行
の
岩

波
書
店
『
魯
迅
選
集
』
第
五
巻
解
説
が
、「
今
ま
で
我
国
に
紹
介
さ
れ
る
機

会
を
持
た
な
か
っ
た
「
摩
羅
詩
力
説
」」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
太
宰
が

大
い
に
参
照
し
た
改
造
社
版
『
大
魯
迅
全
集
』
に
は
「
摩
羅
詩
力
説
」
は
訳

い
か
。
実
際
、同
じ
こ
と
を
魯
迅
は「
缶
詰
よ
り
も
厳
重
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
」

（
注
19
）
と
表
現
し
て
も
い
る
。
太
宰
は
、
こ
の
部
分
だ
け
魯
迅
の
文
章
に

基
づ
か
な
い
と
い
う
選
択
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

代
わ
り
に
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
「
脱
エ
ジ
プ
ト
記
」
だ
が
、
魯
迅
の
「
鉄

部
屋
」
の
比
喩
に
は
「
民
衆
を
救
う
こ
と
に
対
す
る
懐
疑
」
だ
け
で
は
な
く
、

「
民
衆
を
救
う
こ
と
」
の
た
め
に
「
文
章
」
を
書
く
こ
と
の
意
義
ま
で
が
表

明
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
脱
エ
ジ
プ
ト
記
」
の
話
題
で
は
射
程
が
そ
こ
に
届

か
な
い
。
太
宰
は
、そ
こ
で
そ
の「
大
雪
の
夜
」か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
た
っ
た「
明

治
三
十
九
年
の
お
正
月
頃
」、
今
度
は
周
さ
ん
の
下
宿
を
訪
ね
た
田
中
を
相

手
に
、
周
さ
ん
に
「
無
用
の
用
」
を
主
旨
と
す
る
文
学
論
を
語
ら
せ
る
。
周

さ
ん
は
書
き
た
め
た
ノ
ー
ト
の
中
か
ら
一
部
分
を
「
日
本
文
に
直
し
て
」
記

し
た
紙
片
を
田
中
に
渡
し
、
田
中
は
「
当
時
、
私
の
反
復
愛
誦
し
た
も
の
」

と
し
て
、
そ
の
「
文
章
の
本
質
」
と
題
す
る
周
さ
ん
の
文
学
論
を
書
き
記
す
。

文
章
の
本
質
は
、
個
人
お
よ
び
邦
国
の
存
立
と
は
係
属
す
る
と
こ

ろ
な
く
、
実
利
は
あ
ら
ず
、
窮
理
ま
た
存
せ
ず
。
故
に
そ
の
効
た
る

や
、
知
を
増
す
こ
と
は
史
乗
に
如
か
ず
、
人
を
誡
む
る
は
格
言
に
如
か

ず
、
富
を
致
す
は
工
商
に
如
か
ず
、
功
名
を
得
る
は
卒
業
の
券
に
如
か

ざ
る
な
り
。
た
だ
世
に
文
章
あ
り
て
人
す
な
わ
ち
以
て
具
足
す
る
に
幾

し
。
厳
冬
永
く
留
ま
り
、
春
気
至
ら
ず
、
躯
殻
生
く
る
も
精
魂
は
死
す

る
が
如
き
は
、
生
く
る
と
雖
も
人
の
生
く
べ
き
道
は
失
わ
れ
た
る
な
り
。

文
章
無
用
の
用
は
其
れ
斯
に
在
ら
ん
乎
。
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の
執
筆
と
述
べ
て
い
る
。「
政
治
に
対
し
て
文
学
を
無
力
と
見
る
」
魯
迅
の

「
自
覚
的
態
度
」
が
「
国
民
革
命
に
際
し
て
は
じ
め
て
現
れ
た
の
で
は
な
」
く
、

そ
れ
は
「
彼
の
回
心
を
決
定
づ
け
た
暗
黒
の
中
の
自
己
形
成
作
用
の
反
復
」

で
あ
り
、「
彼
が
生
涯
を
通
じ
て
絶
え
ざ
る
脱
皮
の
度
に
回
帰
す
る
軸
の
よ

う
な
も
の
」
な
の
で
、「
梁
啓
超
の
場
合
、
幻
燈
事
件
の
場
合
、「
三
一
八
」

の
場
合
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
、
環
境
に
即
し
て
彼
は
文
学
者
と
し

て
の
態
度
を
固
め
て
い
っ
た
」
と
い
う
、
竹
内
自
身
の
「
理
論
の
た
ど
た
ど

し
さ
を
補
う
た
め
に
二
、三
の
傍
証
」
と
し
て
、
す
で
に
は
や
く
「
こ
れ
だ

け
純
粋
の
文
学
観
を
把
持
し
え
た
」
こ
と
を
示
す
べ
く
竹
内
は
「
摩
羅
詩
力

説
」
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「「
文
章
無
用
の
用
」
と
い
う
言
葉
」

は
、
一
見
「
老
荘
的
に
見
え
る
」
が
、「
こ
の
後
に
続
く
「
精
神
界
の
戦
士
」

を
自
国
に
待
望
す
る
条
を
併
せ
読
め
ば
」、
魯
迅
が
「
老
荘
に
安
住
し
た
の

で
な
く
」「
つ
ま
り
私
の
云
う
政
治
と
文
学
の
対
決
の
場
所
に
い
た
こ
と
は

疑
え
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。

田
中
は
こ
れ
を
「
実
際
の
政
治
運
動
の
如
く
民
衆
に
対
し
て
強
力
な
指
導

性
を
持
た
ず
、
徐
々
に
人
の
心
に
浸
潤
し
、
之
を
充
足
せ
し
む
る
用
を
為
す

も
の
だ
」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
、
周
さ
ん
が
「
か
ね
て
言
っ
て
い
る
よ
う

な
「
同
胞
の
政
治
運
動
に
お
手
伝
い
す
る
た
め
の
」
文
芸
、と
は
多
少
ち
が
っ

た
方
向
」
を
感
じ
る
。
あ
の
「
大
雪
の
夜
」、
周
さ
ん
は
「
三
民
主
義
」
を

呼
号
す
る
人
た
ち
が
自
分
を
「
民
族
の
裏
切
者
」
と
か
「
日
本
カ
ブ
レ
」
と

か
非
難
す
る
の
に
対
し
て
、「
僕
に
は
、
党
員
の
増
減
や
、
幹
部
の
顔
ぶ
れ

よ
り
も
、ひ
と
り
の
人
間
の
心
の
間
隙
の
ほ
う
が
気
に
な
る
の
で
す
」
と
、「
政

治
よ
り
も
教
育
」
そ
れ
も
「
民
衆
の
初
歩
教
育
」
に
「
関
心
を
持
っ
て
い
る
」

出
さ
れ
て
い
な
い
。『
大
魯
迅
全
集
』
は
『
墳
』
に
つ
い
て
は
第
三
巻
に
「
題

記
」
以
下
十
五
の
雑
文
を
収
録
し
て
お
り
、
太
宰
が
そ
れ
を
参
照
し
た
こ
と

は
、
う
ち
「「
他
媽
的
！
」
を
論
ず
る
」
を
作
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
点
に

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、「
摩
羅
詩
力
説
」
を
太
宰
は
い
か
に
し
て
引
用

し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

は
た
し
て
、
ほ
か
で
も
な
い
竹
内
『
魯
迅
』
に
訳
出
さ
れ
た
部
分
を
、
太

宰
は
引
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
小
田
『
魯
迅
伝
』
に
も
言
及
、
一
部
訳
出
は

あ
る
が
、
執
筆
が
「
文
学
革
命
の
起
ら
な
い
以
前
の
こ
と
な
の
で
」「
堅
苦

し
い
古
文
体
で
書
か
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

竹
内
が
「
政
治
と
文
学
」
と
し
て
論
じ
る
部
分
に
は
、
そ
の
文
体
を
意
識
し

て
文
語
的
に
訳
し
た

純
文
学
上
よ
り
し
て
之
を
云
え
ば
、
一
切
美
術
（
芸
術
の
意
）
の
本
質

は
、
観
聴
す
る
人
を
し
て
之
が
為
に
興
感
怡
悦
せ
し
む
る
に
あ
り
と
な

す
。
文
章
は
美
術
の
一
な
れ
ば
、
そ
の
質
も
ま
た
正
に
然
り
。
個
人
お

よ
び
邦
国
の
存
立
と
は
係
属
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
実
利
は
あ
ら
ず

と
始
ま
り
、
以
下
「
以
て
具
足
す
る
に
幾
し
。
…
…
厳
冬
永
く
留
り
」
を
経

て
、「
文
章
無
用
の
用
は
其
れ
斯
に
在
ら
ん
乎
」
で
終
わ
る
「
摩
羅
詩
力
説
」

の
訳
出
が
あ
る
。
一
読
明
ら
か
な
よ
う
に
、冒
頭
の
二
文
を「
文
章
の
本
質
は
」

に
置
き
換
え
、
途
中
省
略
の
記
号
を
除
い
た
以
外
、
太
宰
は
竹
内
訳
の
忠
実

な
引
用
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
竹
内
は
、「
光
緒
三
十
三
年
、
二
十
七

歳
で
彼
が
『
新
生
』
雑
誌
の
発
刊
に
失
敗
し
た
年
」
す
な
わ
ち
一
九
〇
七
年
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生
の
片
隅
に
於
い
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
に
こ
そ
、
高
貴
な
宝
玉
が

光
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
を
天
賦
の
不
思
議
な
触
覚
で

捜
し
出
す
の
が
文
芸
で
す
。
文
芸
の
創
造
は
、
だ
か
ら
、
世
の
中
に
表

彰
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
よ
り
も
、
さ
ら
に
真
実
に
近
い
の
で
す
。
文
芸

が
無
け
れ
ば
、
こ
の
世
の
中
は
、
す
き
ま
だ
ら
け
で
す
。
文
芸
は
、
そ

の
不
公
平
な
空
洞
を
、
水
が
低
き
に
流
れ
る
よ
う
に
自
然
に
充
溢
さ
せ

て
行
く
の
で
す
。」

い
か
に
も
太
宰
ら
し
い
語
り
口
の
、
よ
く
こ
な
れ
た
譬
話
で
あ
る
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
、
た
と
え
ば
高
田
知
波
に
よ
っ
て
か
り
に
「
燈
台
美
談
」
と

も
呼
ば
れ
る
（
注
21
）
こ
の
「
誰
に
も
知
ら
れ
ず
死
ん
だ
」「
内
気
な
遭
難

者
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
と
り
わ
け
こ
の
時
期
に
、
太
宰
が
く
り
返
し
語
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。「
雪
の
夜
の
話
」、「
一
つ
の
約
束
」、
そ
し
て
こ
の
『
惜
別
』、

い
ず
れ
も
昭
和
一
九
年
の
執
筆
に
か
か
る
も
の
で
（
注
22
）、「
一
九
四
四
年

と
い
う
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
の
言
論
統
制
の
極
限
状
況
の
中
で
三
度

も
紹
介
し
て
い
た
話
」（
注
23
）
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
魯
迅
の
文

学
観
で
あ
る
よ
り
、
周
さ
ん
に
仮
託
し
て
、
太
宰
が
、
何
の
た
め
に
書
く

か
、
と
り
わ
け
思
想
・
言
論
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
状
況
の
中
で
作
家
と
し
て

の
使
命
の
自
覚
を
、
自
分
の
問
題
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
と

え
ば
「
一
つ
の
約
束
」
は
、夫
人
の
回
想
で
は
「
随
筆
」
と
さ
れ
る
が
、い
っ

た
い
誰
に
む
か
っ
て
何
を
「
約
束
」
す
る
の
か
。
先
の
引
用
と
ほ
ぼ
同
内
容

を
述
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
誰
も
見
て
い
な
い
事
実
」
に
こ
そ
「
高
貴
な
宝

玉
が
光
っ
て
い
る
場
合
が
多
」
く
、「
そ
れ
を
こ
そ
書
き
た
い
と
い
う
の
が
、

と
語
っ
て
い
た
、
そ
の
た
め
に
「
著
述
」
す
る
の
だ
と
。

さ
ら
に
、周
さ
ん
の
文
学
観
を
説
明
す
る
た
め
に
、田
中
に
周
さ
ん
の
「
こ

ん
な
即
興
の
譬
話
」
を
紹
介
さ
せ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、全
体
を
引
用
す
る
。

「
難
破
し
て
、
自
分
の
身
が
怒
涛
に
巻
き
込
ま
れ
、
海
岸
に
た
た
き
つ

け
ら
れ
、
必
死
に
し
が
み
つ
い
た
所
は
、
灯
台
の
窓
縁
。
や
れ
、
嬉
し
や
、

と
助
け
を
求
め
て
叫
ぼ
う
と
し
て
、
窓
の
内
を
見
る
と
、
今
し
も
燈
台

守
の
夫
婦
と
そ
の
幼
い
女
児
と
が
、
つ
つ
ま
し
く
も
仕
合
せ
な
夕
食
の

最
中
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
あ
あ
、
い
け
な
い
、
と
男
は
一
瞬
戸
惑
っ
た
。

遠
慮
し
ち
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。
た
ち
ま
ち
、
ど
ぶ
ん
と
大
波
が
押
し
寄

せ
、
そ
の
内
気
な
遭
難
者
の
か
ら
だ
を
一
呑
み
に
し
て
、
沖
遠
く
拉
し

去
っ
た
、

「
と
ま
あ
、
こ
ん
な
話
が
あ
る
と
し
ま
す
ね
」
と
、
周
さ
ん
は
さ
ら
に
続
け
る
。

遭
難
者
は
、
も
は
や
助
か
る
筈
は
な
い
。
怒
涛
に
も
ま
れ
て
、
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
吹
雪
の
夜
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
ひ
と
り
で
、
誰
に
も

知
ら
れ
ず
死
ん
だ
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
燈
台
守
は
何
も
知
ら
ず
に
、

一
家
団
欒
の
食
事
を
続
け
て
い
た
に
違
い
な
い
し
、
も
し
吹
雪
の
夜
だ

と
し
た
ら
、
月
も
星
も
、
そ
れ
を
見
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
結
局
、

誰
も
知
ら
な
い
。
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
、
な
ん
て
言
う
人
も
あ
る

よ
う
で
す
が
、
誰
も
知
ら
な
い
事
実
だ
っ
て
、
こ
の
世
の
中
に
は
あ
る

の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
、
誰
に
も
目
撃
せ
ら
れ
て
い
な
い
人
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永　吉　雅　夫

ノ
ー
ト
添
削
を
知
ら
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
、
田
中
は
や
は
り
「
こ
の
よ
う
に

誰
に
も
知
ら
れ
ず
人
生
の
片
隅
に
お
い
て
ひ
そ
か
に
不
言
実
行
せ
ら
れ
て
い

る
小
善
こ
そ
、
こ
の
世
の
ま
こ
と
の
宝
玉
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
た
」
と

記
し
て
い
る
。「
鉄
部
屋
」
の
比
喩
で
は
、
こ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。

 

（（
下
）
に
つ
づ
く
）

注注
１　

創
元
文
庫
版
あ
と
が
き

注
２　

太
宰
「『
惜
別
』
あ
と
が
き
」

注
３　

竹
内
好
「
花
鳥
風
月
」
一
九
五
六
年
十
月
号
『
新
日
本
文
学
』
第
百
十
一
号
、

引
用
は
『
竹
内
好
全
集
』
第
二
巻
に
よ
る
。

注
４　

一
九
四
七
年
二
・
三
月
合
併
号
『
近
代
文
学
』
第
九
号
、「
初
出
で
は
標
題
に

「
」
が
な
か
っ
た
」（
竹
内
好
全
集
第
一
巻
解
題
）
と
い
う
が
、「
」
を
付
け
る

こ
と
で
、
以
下
、
魯
迅
「
藤
野
先
生
」
と
区
別
す
る
。
引
用
は
「
竹
内
好
全
集
」

第
一
巻
に
よ
る
。

注
５　

竹
内
好
年
譜
に
よ
る

注
６　

小
田
嶽
夫
「『
惜
別
』
準
備
の
頃
」
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
月
報
七
、

昭
和
三
十
一
年
四
月

注
７　

神
谷
忠
孝
『
惜
別
』（『
作
品
論　

太
宰
治
』
東
郷
克
己
・
渡
部
芳
紀
編
（
双

文
社
出
版
、
昭
和
五
十
一
年
）
所
収

注
８　

い
ち
い
ち
論
及
し
な
い
が
、
立
論
す
る
に
際
し
、
以
下
の
論
文
を
肯
定
的
あ

る
い
は
否
定
的
に
参
照
し
て
い
る
。
尾
崎
秀
樹
「「
惜
別
」
前
後　

―
太
宰
治

と
魯
迅
―
」（
一
九
六
九
年
『
魯
迅
と
の
対
話
（
増
補
版
）』
勁
草
書
房
）。
山

崎
正
純
「
太
宰
治
と
中
国　

―
「
惜
別
」
を
中
心
に
」「
国
文
学　

解
釈
と
教

材
の
研
究
」（
学
燈
社
）
一
九
九
六
年
六
月
号　

川
村
湊
「「
惜
別
」
論　

―

「
大
東
亜
の
親
和
」
の
幻
」「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」（
学
燈
社
）

一
九
九
一
年
四
月
号

注
９　

神
谷
論
文
に
引
用
の
、
昭
和
二
十
年
六
月
二
十
六
日
菊
田
義
孝
宛
書
簡

作
者
の
生
甲
斐
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
あ
と
、
太
宰
は
、
い
き
な
り
呼

び
か
け
る
、「
第
一
線
に
於
い
て
、
戦
っ
て
居
ら
れ
る
諸
君
」
と
。
こ
の
時
期
、

こ
の
呼
び
か
け
ほ
ど
切
実
な
も
の
は
少
な
か
ろ
う
。「
誰
に
も
知
ら
れ
ぬ
或

る
日
、
或
る
一
隅
に
於
け
る
諸
君
の
美
し
い
行
為
は
、
か
な
ら
ず
一
群
の
作

者
た
ち
に
依
っ
て
、
あ
や
ま
た
ず
、
の
こ
り
く
ま
な
く
、
子
々
孫
々
に
語
り

伝
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
し
、
そ
れ
が
「
三
千
年
来
」
の
「
日
本
の
文
学
の

歴
史
」
で
あ
り
、「
今
後
も
ま
た
、
変
る
事
な
く
、
そ
の
伝
統
を
継
承
す
る
」

こ
と
を
「
作
者
の
生
甲
斐
」
を
か
け
て
「
約
束
」
す
る
の
で
あ
る
。

文
学
に
対
す
る
魯
迅
の
動
機
で
あ
る
な
ら
、
本
人
も
繰
り
返
し
言
及
し
て

い
る
『
吶
喊
』
自
序
に
お
け
る
「
鉄
部
屋
」
の
比
喩
が
、
当
然
、
語
ら
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
検
閲
を
顧
慮
し
て
、
太
宰
は
そ
れ
を

回
避
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
代
替
と
し
て
作
品
に
記
さ
れ
た
の
は
、
け
っ
し

て
安
直
な
話
柄
で
は
な
か
っ
た
。
魯
迅
に
お
け
る
切
実
さ
と
、
切
実
さ
に
於

い
て
見
合
う
だ
け
の
自
身
の
、
作
家
と
し
て
の
使
命
の
自
覚
を
物
語
る
比
喩

を
以
て
太
宰
は
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
は
『
惜
別
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の

中
心
を
構
成
す
る
あ
る
行
為
を
そ
の
「
誰
も
見
て
い
な
い
事
実
」
に
重
ね
合

わ
せ
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
行
為
を
意
義
づ
け
説
明
し
や
す
く

な
る
と
い
う
こ
と
も
、
太
宰
が
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
藤
野
先
生
に
よ
る
周
さ
ん
の
ノ
ー
ト
の
添
削
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用

し
た
「
燈
台
守
と
遭
難
者
の
話
」（
注
24
）
に
は
「
誰
に
も
目
撃
せ
ら
れ
て

い
な
い
人
生
の
片
隅
に
於
い
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
に
こ
そ
、
高
貴
な
宝
玉

が
光
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
」
と
あ
っ
た
が
、
周
さ
ん
か
ら
は
じ
め
て
こ
の
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書くこと／読まれること（上）　――太宰治『惜別』の場合

（
追
記
）

　

論
稿
は
完
成
し
て
い
る
が
、
本
誌
の
規
程
上
、
全
文
一
括
掲
載
と
は
な
ら
ず
分
載

の
扱
い
と
な
っ
た
。

注
10　

原
文
参
照
は『
魯
迅
全
集
』（
人
民
文
学
出
版
社
、二
〇
〇
五
年
）に
よ
る
。
以
下
、

魯
迅
作
品
の
原
文
に
つ
い
て
は
同
様
。

注
11　

魯
迅
作
品
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
太
宰
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

意
味
で
、
以
下
、
基
本
的
に
改
造
社
版
『
大
魯
迅
全
集
』
所
収
の
本
文
を
用

い
る
こ
と
と
す
る
。

注
12　

増
田
渉
宛　

一
九
三
四
年
十
二
月
二
日
付
書
簡
、
岩
波
書
店
『
魯
迅
選
集
』
全

十
三
巻
の
う
ち
第
十
三
巻
（
一
九
五
六
年
刊
）
所
収

注
13　

因
み
に
、
文
学
報
国
会
の
事
業
と
し
て
の
「「
大
東
亜
共
同
宣
言
」
の
五
原
則

を
主
題
と
す
る
文
学
作
品
化
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
の
大
東
亜
宣

言
の
失
効
ま
で
に
実
際
に
作
品
化
さ
れ
た
も
の
は
、
第
一
部
（
小
説
）
で
は
太

宰
の
『
惜
別
』
だ
け
で
あ
り
、第
二
部
の
戯
曲
部
門
で
の
森
本
薫
『
女
の
一
生
』

と
あ
わ
せ
て
、
結
局
、
二
作
品
に
と
ど
ま
っ
た
。

注
14　

津
島
美
知
子
『
回
想
の
太
宰
治
』
人
文
書
院
、
昭
和
五
十
三
年

注
15　
「
十
五
年
間
」、「
文
化
展
望
」
第
一
巻
第
一
号
（
昭
和
二
十
一
年
四
月
）、『
太

宰
治
全
集
八
』
所
収

注
16　
『
魯
迅
』
思
想
の
形
成
、『
竹
内
好
全
集
』
第
一
巻
所
収

注
17　

小
田
嶽
夫
『
魯
迅
傳
』p69

な
ど

注
18　

一
九
三
三
年
三
月
、『
南
腔
北
調
集
』
所
収
、『
大
魯
迅
全
集
』
第
四
巻

注
19　

一
九
三
三
年
二
月
、「
忘
却
の
た
め
の
記
念
」『
南
腔
北
調
集
』
所
収
、『
大
魯

迅
全
集
』
第
四
巻

注
20　
『
魯
迅
選
集
』
第
五
巻
解
説
は
魯
迅
が
「
一
九
〇
七
年
」
と
し
て
い
る
こ
と
、

し
か
し
実
際
は
「
一
九
〇
八
年
」
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

注
21　

高
田
知
波
「
反
美
談
小
説
と
し
て
の
『
走
れ
メ
ロ
ス
』」、「
駒
澤
国
文
」
五
〇

（
二
〇
一
三
年
二
月
）

注
22　
「
雪
の
夜
の
話
」（『
太
宰
治
全
集
六
』
所
収
）
は
昭
和
十
九
年
五
月
「
少
女
の
友
」

第
三
十
七
巻
第
五
号
掲
載
、「
一
つ
の
約
束
」（『
太
宰
治
全
集
十
』
所
収
）
は

「
初
出
誌
未
詳
」
だ
が
「
昭
和
十
九
年
頃
、
青
森
県
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
に
発

表
さ
れ
た
も
の
と
推
定
」
さ
れ
て
い
る
。

注
23　

注
21
に
同
じ

注
24　

注
14
に
同
じ
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