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心
が
無
か
っ
た
と
は
云
は
な
い
Ｖ
と
い
う
、
「
山
月
記
」
の
主
人
公
の
独
白
に
見
ら
れ

る
ご
と
く
、
己
の
才
能
に
対
し
て
は
人
並
以
上
の
自
信
と
自
負
と
を
持
っ
て
い
た
と
言

中
島
敦
の
南
洋
行
（
上
）

う
べ
き
で
あ
ろ
う
・
そ
の
彼
が
二
十
六
歳
の
若
い
野
心
を
か
け
て
挑
戦
し
た
も
の
、
そ

れ
が
「
虎
狩
」
の
執
筆
と
中
央
公
論
社
の
懸
賞
応
募
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

小
澤
保
博
跳
鮭
迩
鯛
艫
鵠
纈
舗
瀦
皿
彼
の
長
い
不
本
意
な
教
員
生
活
は
こ

こ
の
時
の
人
選
作
は
、
年
譜
に
よ
れ
ば
丹
羽
文
雄
の
「
賢
作
」
と
島
木
健
作
の
「
盲

川
序
章
、
中
島
敦
の
文
学

中
島
敦
は
、
明
治
四
十
二
年
に
生
ま
れ
、
昭
和
十
七
年
に
三
十
四
歳
に
満
た
ず
し
て
目
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
「
虎
狩
」
が
前
二
作
か
ら
比
較
し
て
み
て
本
当

死
ん
だ
。
年
譜
的
考
察
を
行
な
え
ば
、
彼
は
昭
和
八
年
一
一
一
月
大
学
卒
業
と
同
時
に
私
立
に
劣
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な

高
等
女
学
校
の
教
師
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
死
ぬ
ま
で
こ
の
職
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
彼
い
。
私
自
身
の
趣
味
か
ら
一
一
二
口
え
ば
、
カ
フ
ヵ
的
要
素
を
多
分
に
持
っ
た
異
国
情
緒
の
感

は
明
ら
か
に
文
学
的
才
能
に
恵
ま
れ
な
が
ら
、
作
家
と
し
て
で
は
な
く
一
教
師
と
し
て
じ
ら
れ
る
こ
の
作
品
に
か
な
り
愛
着
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
生
涯
を
終
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
死
ん
だ
時
、
彼
の
父
親
は
八
長
か
り
し
雌
伏
十
い
が
、
客
観
的
に
判
断
す
れ
ば
、
前
一
一
作
に
到
底
及
ば
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
作
品

年
時
到
り
将
に
雄
飛
せ
ん
と
し
て
吾
が
児
は
逝
き
ぬ
Ｖ
と
い
う
痛
根
の
歌
を
作
っ
て
、
の
置
か
れ
た
状
況
も
、
前
一
一
作
は
新
人
と
し
て
の
処
女
作
で
は
な
く
、
い
う
な
れ
ば
す

で
に
作
品
を
持
っ
て
い
る
新
人
作
家
の
、
文
壇
に
お
け
る
地
位
獲
得
の
た
め
の
創
作
で

我
が
子
の
天
折
を
嘆
い
た
。

結
果
的
に
は
こ
の
よ
う
な
人
生
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
が
、
初
め
て
外
に
向
っ
あ
り
、
懸
賞
応
募
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
点
に
関
し
て
も
全
く
の
素
人
で
あ
っ
た
中

て
文
学
的
野
心
を
示
し
た
の
が
「
虎
狩
」
で
あ
る
。
一
一
十
六
歳
、
大
学
院
中
退
と
時
を
島
と
は
状
況
が
完
全
に
異
な
っ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
た

同
じ
く
し
て
中
央
公
論
社
の
懸
賞
に
応
募
し
て
、
選
外
佳
作
と
な
っ
た
の
が
こ
の
作
品
だ
、
彼
自
身
が
こ
の
自
作
に
つ
い
て
あ
る
友
人
に
述
懐
し
た
と
い
う
次
の
一
一
一
一
□
葉
、
八
や

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
彼
自
身
が
友
人
に
あ
て
た
書
間
の
中
に
、
次
の
よ
は
り
人
選
作
「
賛
肉
」
「
盲
目
」
に
は
到
底
及
び
つ
か
な
い
よ
Ｖ
を
想
い
出
し
て
お
き

う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
・
八
虎
狩
、
又
し
て
も
だ
め
な
り
。
但
し
何
と
か
佳
作
と
稀
た
い
。

す
る
と
こ
ろ
に
、
は
い
っ
て
ゐ
る
・
な
ま
じ
っ
か
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
出
な
い
方
が
よ
こ
う
し
て
本
人
が
自
覚
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
の
青
年
の
野
心
の
企
て

か
つ
た
の
に
。
す
こ
し
い
や
に
な
る
。
Ｖ
彼
は
書
簡
の
中
で
八
又
し
て
も
だ
め
な
り
Ｖ
は
失
敗
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
一
局
か
ら
東
大
へ
と
選
ば
れ
た
者
の
道
を
歩
み
、
さ
ら
に

と
一
一
一
一
ｐ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
他
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
は
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
よ
う
と
し
た
彼
の
社
会
的
野
心
の
道
は
、
す
で
に
一
年
前
に

る
・
こ
の
こ
と
は
彼
の
個
性
を
支
え
て
い
る
大
き
な
要
素
、
八
臆
病
な
自
尊
心
Ｖ
あ
る
閉
さ
れ
、
そ
し
て
今
か
っ
て
の
芥
川
龍
之
介
の
よ
う
に
文
壇
に
進
出
し
よ
う
と
意
図
し

い
は
、
八
尊
大
な
毒
恥
心
Ｖ
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
彼
た
彼
の
企
て
は
崩
れ
て
し
ま
い
、
彼
の
父
の
一
一
一
一
口
う
八
雌
伏
Ｖ
の
期
間
、
長
い
教
員
生
活

の
精
神
は
一
般
に
人
が
考
え
る
ほ
ど
に
己
の
才
能
を
未
完
成
な
る
も
の
と
し
て
み
て
い
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
か
ら
彼
が
後
の
傑
作
「
山
月
記
」
を
書
く
こ
と
は
、

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
八
曾
て
の
郷
黛
の
鬼
才
と
い
は
れ
た
自
分
に
、
自
尊
宿
命
づ
け
ら
れ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
「
虎
狩
」
の
人
選
に
よ
っ
て
新
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人
作
家
と
な
っ
た
中
島
が
、
「
李
陵
」
を
書
か
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
し

か
し
そ
の
場
合
、
今
日
残
っ
て
い
る
中
島
敦
像
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
変
っ
た
も
の
に
な
っ

て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
文
学
の
場
合
に
お
い
て
も
、
歴
史
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
仮

定
の
場
合
を
想
像
し
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
彼
は
二
十
六
歳
で
「
虎
狩
」
を
書
き
、

長
い
雌
伏
の
期
間
を
経
て
、
「
山
月
記
」
や
「
李
陵
」
を
書
い
た
、
生
前
は
無
名
の
不

遇
な
－
作
家
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
私
は
「
虎
狩
」
や
「
山
月
記
」

の
考
察
を
通
し
て
、
中
島
敦
と
い
う
一
人
の
作
家
の
精
神
と
個
性
の
上
に
降
り
か
か
っ

た
な
に
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

最
初
に
「
虎
狩
」
の
考
察
か
ら
は
じ
め
た
い
。
こ
の
作
品
は
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、

昭
和
九
年
四
月
の
中
央
公
論
の
原
稿
募
集
に
応
募
し
て
、
選
外
佳
作
と
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
作
者
の
事
実
上
の
処
女
作
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
作

者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
昭
和
十
七
年
七
月
刊
行
の
第
一
作
品
集
「
光
と
風
と
夢
」
の

中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
選
に
は
漏
れ
な
が
ら
作
者
に
と
っ
て
は
自

信
作
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
愛
着
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
捨

て
去
る
に
は
忍
び
難
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

こ
の
作
品
を
一
読
す
る
と
、
言
い
ふ
る
さ
れ
た
言
葉
だ
が
、
後
の
中
島
の
作
品
を
思

わ
せ
る
い
く
つ
か
の
要
素
、
才
能
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一

は
内
面
生
活
の
問
題
で
あ
る
。
「
虎
狩
」
の
中
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
作
者
自
身
の
内
面

的
な
も
の
に
ま
で
立
ち
入
る
た
め
に
は
、
「
虎
狩
」
の
構
成
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
中
島
が
こ
の
作
品
の
中
で
示
そ
う
と
し
た
主
題
は
、
少
年
時
代
の
八
虎
狩
Ｖ

の
挿
話
で
は
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
一
見
し
て
見
え
る
が
、
作
者
は
本
文
の
ほ
と
ん
ど

全
部
を
費
し
て
、
こ
の
少
年
時
代
の
八
虎
狩
Ｖ
の
記
憶
を
探
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ

の
少
年
時
代
の
八
虎
狩
Ｖ
の
体
験
を
す
べ
て
語
り
尽
し
た
と
こ
ろ
で
、
突
然
青
年
の
顔

を
し
た
作
者
自
身
が
顔
を
出
し
て
、
人
間
の
持
っ
て
い
る
記
憶
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

の
見
解
を
述
べ
て
こ
の
作
品
は
終
る
。
こ
の
作
品
の
主
題
が
、
す
べ
て
の
話
が
終
っ
た

後
、
一
種
の
落
語
の
八
落
ち
Ｖ
の
よ
う
な
形
で
付
け
加
え
ら
れ
た
作
者
の
見
解
の
中
に

存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
処
女
作
「
虎
狩
」
の
持
つ
根
本
的
な
作
品
と
し
て
の
弱
さ

が
あ
る
。
作
者
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
ず
っ
と
以
前
か
ら
一
個
の
人
間
の
存
在
と
い
う

も
の
の
不
確
か
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
彼
の
成
長
と
共
に
消
え
去
る
こ
と
も
な
く
長
く
そ
し
て
根
強
く
彼
の
精
神
の
中
に

巣
く
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
長
い
八
虎
狩
Ｖ
の
思
い
出
話
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
付
け

加
え
る
。
そ
れ
は
成
人
し
た
八
私
Ｖ
が
あ
る
日
、
友
人
の
頼
み
の
本
を
捜
し
て
や
る
た

め
に
本
郷
通
り
を
歩
い
て
い
る
時
の
経
験
で
あ
る
。
突
然
Ａ
私
Ｖ
の
前
に
私
自
身
と
深

い
関
係
を
待
っ
て
い
た
と
思
え
る
人
物
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
人
物
と
八
私
Ｖ
と
の
接
点

を
ど
う
し
て
も
捜
し
得
ず
、
結
局
ど
こ
の
誰
と
も
認
識
し
得
な
い
ま
ま
八
私
Ｖ
は
そ
の

男
と
一
一
一
塁
率
を
か
わ
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
あ
る
瞬
間
、
全
く
突
然
に
昔
の
記
憶
が
蘇
り
、

そ
の
人
物
が
少
年
時
代
の
親
友
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
あ
わ
て
て
彼
の
名
前
を
呼
ぼ

う
と
す
る
が
、
す
で
に
そ
の
時
彼
は
走
り
来
る
電
車
に
と
び
乗
っ
て
八
私
Ｖ
の
視
界
の

中
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
こ
め
ら
れ
た
彼
の
存
在
の
不

安
は
特
異
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
後
の
中
島
の
作
品
の
八
人

間
存
在
の
不
安
Ｖ
を
描
い
た
ど
の
箇
所
に
あ
っ
て
も
見
出
し
得
な
い
あ
る
も
の
、
す
な

わ
ち
杼
惰
性
の
よ
う
な
も
の
が
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
虎
狩
」
の
中
に
お
い
て
描
か
れ
た
八
人
間
存
在
の

不
安
Ｖ
が
、
後
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
八
暗
さ
Ｖ
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
ふ
う

に
言
う
こ
と
も
可
能
か
と
思
う
。
む
ろ
ん
彼
の
文
学
と
文
章
の
特
徴
で
あ
っ
た
理
知
的

な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
処
女
作
に
あ
っ
て
も
可
能
な
こ
と
で
あ
る
が
、
全
体

と
し
て
重
量
感
に
欠
け
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
同
時
に
、
後
の
作
品
に
見

ら
れ
な
い
明
る
さ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
、
文
学
的
な
質
に
お
い
て
は

一
歩
退
か
ざ
る
を
得
な
い
、
こ
の
作
品
を
好
む
人
は
意
外
と
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
こ
の
「
虎
狩
」
の
最
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
は
、

中
島
の
言
う
八
人
間
存
在
の
不
安
Ｖ
が
ど
の
種
の
も
の
で
あ
る
か
知
る
た
め
の
手
懸
り
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が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
が
長
い
八
虎
狩
Ｖ
の
話
の
後
に
か
ろ
う
じ
て
示
し
た
こ
の
主
題
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。
一
見
す
る
と
こ
の
話
は
、
人
間
の
記
憶
と
い
う
も
の
の
曜
味
さ
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
い
た
中
島
の
頭
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
人
間
の
存
在
、
一
人
の
人

間
を
他
者
と
区
別
す
る
と
と
ろ
の
も
の
が
、
ほ
か
で
も
な
い
そ
の
人
間
が
持
っ
て
い
る

固
有
の
記
憶
の
数
々
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
確
信
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
少
年
時
代
か
ら
自
己
と
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
純
粋
に
形
而
上
学
的
な
悩
み
の

た
め
に
神
経
を
す
り
へ
ら
し
て
い
た
彼
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
大
勢
の
群
集
の
中
の
一
人

で
あ
る
自
己
と
い
う
も
の
を
他
か
ら
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
者
だ
け
が
持
っ
て
い

る
固
有
の
記
憶
が
暖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
あ
や
ふ
や
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
象

徴
的
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
人
の
人
間
を
他
者
と
区
別
し
、
そ
の
者

と
し
て
固
有
の
存
在
た
ら
し
め
る
も
の
が
、
個
人
が
有
し
て
い
る
個
人
的
な
体
験
か
ら

生
じ
た
と
こ
ろ
の
記
憶
に
他
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
Ａ
私
Ｖ
の
精
神
生
活
の
中
か
ら

そ
の
記
憶
そ
の
も
の
が
消
え
去
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
す
で
に
後
の
中
島
を
捉
え
て
離
さ
な
か
っ
た
あ
の
「
山
月
記
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
八
人
間
存
在
の
不
安
Ｖ
が
完
壁
な
ほ
ど
に
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
従
っ
て
作
品
「
虎
狩
」
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
少
年
時
代
の
八
虎
狩
Ｖ
の

描
写
に
尽
し
て
い
な
が
ら
、
絶
対
に
八
虎
狩
Ｖ
の
話
を
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
ご
と
く
そ
の
主
題
は
、
自
己
の
存
在
の
不

確
か
さ
に
通
じ
る
記
憶
と
い
う
も
の
の
暖
昧
さ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
あ
る
。

こ
の
主
題
は
、
「
虎
狩
」
執
筆
の
二
年
後
に
相
次
い
で
創
作
さ
れ
た
、
「
過
去
帳
」

一
一
編
、
す
な
わ
ち
「
狼
疾
記
」
と
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
の
中
に
お
い
て
描
か
れ
、
よ

り
根
源
的
な
も
の
と
し
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
一
見
よ
く
出

来
た
、
器
用
に
ま
と
め
ら
れ
た
比
較
的
明
る
い
作
品
「
虎
狩
」
の
中
に
お
い
て
、
作
者

中
島
が
、
何
を
め
ざ
し
、
何
を
書
こ
う
と
し
た
の
か
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
そ

の
意
図
を
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
と
「
狼
疾
記
」
の
一
一
編
の
中
に
お
い
て
探
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
中
村
光
夫
は
こ
れ
ら
の
一
連
の
作
品
群
を
中
島
敦
の
身

辺
小
説
と
し
て
他
の
彼
の
作
品
「
古
諏
」
や
「
光
と
風
と
夢
」
な
ど
と
比
較
し
て
、

物
語
作
家
の
書
い
た
私
小
説
と
し
て
軽
視
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
た
ら

な
い
。
作
品
の
形
熊
に
つ
い
て
の
み
の
分
類
で
あ
っ
た
ら
確
か
に
そ
う
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
作
品
の
中
に
描
か
れ
た
自
我
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
関
し
て
な
ら
、
「
狼

疾
記
」
の
中
に
描
か
れ
た
自
我
も
「
古
讃
」
の
中
の
例
え
ば
「
山
月
記
」
の
中
に
描
か

れ
た
自
我
も
同
一
線
上
に
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
中
島
の
作
品
群
を
明
瞭
に
分
類
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

八
人
間
存
在
の
不
安
Ｖ
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
作
者
中
島
敦
の
自
我
の
問

題
は
重
要
で
あ
る
。
身
辺
小
説
、
歴
史
小
説
の
種
類
の
別
な
く
、
彼
の
作
品
の
す
べ
て

の
中
に
根
強
く
息
づ
い
て
い
る
こ
の
作
者
の
自
我
は
ｌ
時
と
し
て
ハ
浪
疾
ｖ
と
い
う

よ
う
な
言
葉
で
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
－
－
常
に
変
わ
る
こ
と
な
く
彼
を
苦
し
め

続
け
、
激
し
い
思
惟
と
そ
れ
に
基
づ
く
創
作
へ
と
彼
を
駆
り
立
て
て
止
ま
ず
、
最
終
的

に
は
彼
を
し
て
近
代
文
学
に
お
い
て
類
の
な
い
作
家
に
推
し
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
中
島
の
自
我
に
つ
い
て
語
り
尽
す
こ
と
は
不
可
能
な
わ
け
な
の
だ
が
、
た

だ
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
「
虎
狩
」
の
末
尾
に
申
し
訳
の
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
た

人
間
の
記
憶
の
不
確
か
さ
の
舌
足
ら
ず
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
十
分
描
き
き
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
、
存
在
の
不
確
実
性
の
よ
う
な
も
の
が
、
具
体
的
に
は
一
体
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
調
べ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
年
後
に
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
時
を
同
じ
く
し
て
執
筆
さ
れ
た
二
つ
の
作
品
「
か
め

れ
お
ん
日
記
」
「
狼
疾
記
」
に
は
、
白
井
吉
見
か
ら
作
者
自
身
の
八
生
活
記
録
Ｖ
と
言

わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
中
島
に
よ
っ
て
八
浪
疾
Ｖ
と
よ
ば
れ
た
と
こ
ろ
の
自
我
の
問
題

が
よ
り
率
直
に
生
の
形
で
我
々
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
一
一
作
は

そ
れ
ぞ
れ
昭
和
十
一
年
に
時
を
同
じ
く
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
十
七
年

十
一
月
の
、
彼
に
と
っ
て
は
第
二
作
品
集
に
な
る
「
南
島
識
」
の
中
に
「
過
去
帳
」
の
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総
題
を
与
え
ら
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
狼
疾
記
」
の
執
筆
は
、
長
編
小
説
「
北
方
行
」
の
中
断
の
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
狼
疾
記
」
の
中
に
は
、
「
北
方
行
」
に
お
い
て

取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
が
い
く
つ
か
ほ
と
ん
ど
も
と
の
形
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
中
島
が
、
未
完
の
長
編
小
説
「
北
方
行
」
を
完
全
に
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
「
狼
疾
記
」
の
主
人
公
の
名
前
が
「
北
方
行
」
の
主
人
公
と
同
じ
八
三
造
Ｖ
と

い
う
名
前
で
あ
る
こ
と
や
「
北
方
行
」
で
使
わ
れ
た
登
場
人
物
の
原
体
験
と
も
い
う
べ

き
次
の
よ
う
な
話
、
ハ
如
何
に
し
て
地
球
が
冷
却
し
、
人
類
が
絶
滅
す
る
か
、
我
々
の

存
在
が
如
何
に
無
意
味
で
あ
る
か
Ｖ
が
そ
の
ま
ま
形
を
変
え
る
こ
と
な
く
「
狼
疾
記
」

の
中
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
狼
疾
記
」
全

体
を
栂
成
し
て
い
る
の
は
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
と
同
じ
作
者
の
内
面
の
独
白
に
よ
る

形
而
上
学
的
悩
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
執
筆
時
間
が
多
少
と
も
早
い
た

め
で
あ
ろ
う
か
、
主
人
公
の
内
面
的
葛
藤
は
、
よ
り
観
念
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
「
狼
疾
記
」
に
あ
っ
て
は
作
者
の
生
の
形
而
上
学
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
顔
を

出
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
狼
疾
記
」
は
小
説
と
い
う
よ
り
も
、
哲
学
的
エ
ッ
セ
イ
と
い
っ

た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
と
こ
ろ
で
作
中
長
々
と
続
く
主
人
公
八
三
造
Ｖ
の
独
白
が
、
Ｍ

氏
な
る
俗
物
ｌ
多
少
白
痴
的
要
素
を
持
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
に
至
る
の

で
あ
る
。
Ｍ
氏
は
俗
物
な
る
が
故
に
、
そ
の
俗
的
生
活
に
よ
っ
て
、
作
中
の
言
葉
を
使
っ

て
言
え
ば
八
遅
鈍
な
験
察
Ｖ
に
よ
っ
て
哲
学
的
思
索
を
続
け
て
い
る
八
三
造
Ｖ
よ
り
も

高
い
思
考
の
よ
う
な
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
八
三
造
Ｖ
を

驚
か
せ
か
つ
恐
怖
さ
え
も
与
え
る
。
彼
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
今
ま
で
の
人
生
を
反

省
し
て
も
っ
と
実
際
的
行
動
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
抽
象
的
思
考
に
基
づ
く
人

生
解
釈
で
は
な
く
て
、
実
践
的
行
動
に
基
づ
く
、
も
っ
と
確
固
と
し
た
人
生
観
を
持
て

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
狼
疾
記
」
は
こ
う
し
た
実
人
生
を
生
き
て
い
る
者
に
対
し
て
思
想
的
に
敗
北
し
た

主
人
公
八
三
造
Ｖ
の
自
己
苛
責
の
物
語
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
作
者
自
身
を
暗
示

し
て
い
る
ら
し
い
作
中
人
物
の
今
後
の
生
き
方
、
人
生
に
対
す
る
方
針
は
示
さ
れ
て
い

な
い
。
で
あ
る
か
ら
我
々
は
、
敗
北
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
横
浜
の
商
店
街
を
歩
き
続

け
る
主
人
公
の
姿
し
か
作
中
に
お
い
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
、
こ
の
奇
妙
な
題
名
を
持
っ
た
物
語
は
一
匹
の
カ
メ
レ
オ
ン

の
出
現
と
喪
失
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
た
作
者
自
身
の
自
我
追
求
の
物
語
で
あ
る
。
最

初
に
次
の
よ
う
な
「
韓
非
子
」
の
一
行
が
記
さ
れ
て
い
る
。
八
虫
有
批
者
。
一
身
両
ロ
、

争
相
戯
也
。
遂
相
食
、
因
自
殺
。
Ｖ
題
名
の
下
に
つ
け
ら
れ
た
警
句
は
、
こ
の
作
品
の

内
容
と
性
質
を
見
事
に
語
っ
て
い
る
。
我
と
我
が
身
を
食
い
尽
し
て
自
殺
す
る
虫
は
、

こ
の
作
品
の
中
に
現
わ
れ
た
こ
の
作
者
の
自
我
の
内
面
下
に
お
け
る
、
激
し
い
葛
藤
を

意
味
し
て
い
る
。
自
己
の
置
か
れ
た
環
境
や
背
景
に
よ
っ
て
変
化
を
生
じ
て
く
る
カ
メ

レ
オ
ン
、
そ
れ
は
確
固
と
し
た
信
念
の
も
と
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ｌ
い
や

行
動
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
思
い
も
よ
ら
な
い
で
、
自
己
観
察
と
自
己
分
析
ば
か
り

や
っ
て
い
る
内
攻
的
思
索
人
に
す
ぎ
な
い
作
者
自
身
を
端
的
に
象
徴
し
て
い
る
。

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
物
語
は
カ
メ
レ
オ
ン
の
描
写
と
自
己
観
察
が
交
互
に
行
な
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
、
冷
静
な
視
線
で
自
己
を
観
察
し
て
い
る
作
者
の
視
線
は
、
同
じ
冷
や

か
さ
で
自
己
の
分
身
で
あ
る
カ
メ
レ
オ
ン
を
も
観
察
し
続
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
場
合
カ
メ
レ
オ
ン
は
作
者
の
分
身
と
言
う
よ
り
も
、
作
者
自
身
の
姿
を
写
し
て
い
る

鏡
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
見
つ
め
ら
れ
る
カ
メ
レ
オ
ン
と

そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る
私
自
身
の
自
己
分
析
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
の
中
で
描
か
れ

て
い
る
と
の
二
つ
の
存
在
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
の
精
神
内
部
の
分
裂
し
て
い
る
二
つ
の

自
我
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。

作
中
の
こ
の
対
立
す
る
自
我
は
、
そ
の
ま
ま
冒
頭
に
お
い
て
「
韓
非
子
」
か
ら
引
用

さ
れ
た
警
句
と
首
尾
照
応
し
て
い
る
わ
け
で
「
韓
非
子
」
に
お
け
る
こ
の
句
の
引
用
が

極
め
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
の
中

で
互
い
に
闘
争
し
て
い
る
二
つ
の
自
我
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、

実
際
に
作
品
に
当
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
取
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り
扱
わ
れ
て
い
る
自
我
は
「
虎
狩
」
の
中
で
示
さ
れ
た
八
記
憶
の
あ
い
ま
い
さ
Ｖ
の
延

長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

冒
頭
、
突
然
の
カ
メ
レ
オ
ン
の
出
現
が
職
員
室
に
い
た
全
員
を
騰
か
せ
る
。
私
と
て

も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
い
。
だ
が
こ
の
八
小
爬
墨
類
の
出
現
Ｖ
に
動
揺
し
、
後
々
ま
で

興
味
を
持
っ
て
い
る
の
が
八
私
Ｖ
一
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
や
が
て
判
明
す
る
。
一
日

後
に
カ
メ
レ
オ
ン
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
八
私
Ｖ
に
む
か
っ
て
、
他
の
者
は
も
う
ほ
と

ん
ど
関
心
を
示
さ
な
い
。
Ａ
あ
あ
、
あ
の
昨
日
の
墨
で
す
か
Ｖ
と
い
う
の
が
彼
ら
の
返

事
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
八
私
Ｖ
の
独
白
の
形
を
と
っ
た
自
己
分
析
が
は
じ
ま
る
わ
け
で
、
こ
の
独

白
と
自
己
分
析
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
虎
狩
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
得
体
の
知
れ

な
い
自
己
と
い
う
も
の
の
存
在
、
そ
れ
が
一
体
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
解
明
を
な
し
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
解
明
さ
れ
て
い
る
か
、
内
攻
的
思
索
型
の

八
私
Ｖ
に
対
し
て
八
有
能
な
事
務
家
Ｖ
と
し
て
の
吉
田
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
く
る
。

こ
う
し
て
八
私
Ｖ
が
持
っ
て
い
る
普
通
人
と
い
さ
さ
か
異
な
る
性
癖
の
よ
う
な
も
の
は
、

い
や
が
う
え
に
も
対
照
的
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
冷
静
な
自
己
観
察
が
続
く

間
に
も
、
い
わ
ゆ
る
八
普
通
人
Ｖ
の
代
表
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
吉
田
の
行
動
が
、

遺
憾
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
八
私
の
Ｖ
観
察
に
よ
れ
ば
、
彼
は
八
精
力
絶
倫
で
、
恩
ひ

●
●
●

切
り
実
用
向
き
で
、
恥
も
外
聞
も
な
く
物
質
的
で
、
懐
疑
、
蓋
恥
、
「
て
れ
る
」
な
ど

と
い
ふ
気
持
と
縁
の
遠
い
人
間
Ｖ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
を
冷
静
に
、
率
直

に
観
察
す
る
彼
は
、
実
行
力
の
あ
る
彼
ら
に
対
し
て
謙
虚
な
驚
き
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

八
私
Ｖ
が
こ
れ
ら
の
人
物
を
愚
劣
な
浅
ま
し
い
人
間
で
あ
る
と
考
え
て
い
な
い
と
こ

ろ
は
重
要
で
あ
る
。
八
私
Ｖ
に
と
っ
て
彼
ら
の
世
俗
的
な
実
行
力
は
、
あ
る
意
味
に
お

い
て
は
模
範
な
の
で
あ
る
。
中
島
は
彼
ら
を
描
き
な
が
ら
、
彼
ら
を
劣
っ
た
人
間
と
し

て
自
己
の
下
に
お
い
た
り
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
の
間
に
一
線
を
画
し
た
り
は
し
て
い
な

い
。
常
に
変
わ
ら
ず
彼
ら
と
の
接
触
を
続
け
、
た
だ
変
に
不
快
な
苛
立
た
し
い
気
持
を

味
わ
っ
て
い
る
。
Ａ
私
Ｖ
は
八
｜
時
間
ば
か
り
彼
の
話
を
聞
い
て
か
ら
、
餘
り
愉
快
で

は
な
い
氣
持
に
な
っ
て
Ｖ
家
に
帰
る
わ
け
で
、
絶
対
に
彼
ら
を
見
下
し
た
り
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
冷
静
な
観
察
者
で
あ
る
八
私
Ｖ
は
、
彼
ら
と
の
接
触
に
よ
っ
て

Ａ
私
Ｖ
の
精
神
惜
更
に
生
じ
る
あ
る
種
の
不
愉
快
さ
、
腹
だ
た
し
さ
の
よ
う
な
も
の
を

率
直
な
気
持
で
受
け
入
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
思
索
型
の
人

間
と
し
て
の
自
己
が
固
定
し
、
そ
う
し
た
自
分
の
生
き
方
に
対
し
て
、
少
し
で
も
自
信

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
自
分
と
ど
れ
位
対
照
的
な
人
間
が
現
わ
れ
よ
う
と
、
精

神
的
に
ぐ
ら
つ
く
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
八
私
Ｖ
の
心
は
い
つ
も
ゆ
ら
ゆ
ら
揺

れ
動
い
て
い
て
、
一
定
の
と
こ
ろ
に
固
定
す
る
こ
と
が
な
い
。

「
過
去
帳
」
と
題
し
た
二
編
の
中
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
後
の
作
品
の
中
に

お
い
て
は
決
し
て
見
か
け
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
、
作
者
自
身
の
こ
の
よ
う

な
う
じ
う
じ
し
た
内
省
的
態
度
で
あ
る
。
「
古
諏
」
や
「
古
俗
」
を
書
い
た
作
者
の
精

神
は
「
史
記
」
を
書
い
た
司
馬
遷
の
態
度
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん

そ
う
し
た
選
巡
や
た
め
ら
い
の
内
省
的
傾
向
は
「
古
諏
」
執
筆
後
も
中
島
敦
の
内
面
か

ら
は
離
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
そ
の
後
の
彼
は
そ
う
し
た
自
分
の
内

面
の
非
男
性
的
要
素
を
他
人
に
見
せ
よ
う
と
は
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
生
き
方
は
、
直
接
こ
の
「
過
去
帳
」
と
題
し
た
二
編
の
創
作
の
後
に
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
「
過
去
帳
」
な
る
総
題
に
も
、
こ
の
作
品
以
後
に
は
自
分

の
そ
う
し
た
内
面
は
書
く
ま
い
と
い
う
中
島
の
舂
奨
心
が
隠
さ
れ
て
い
た
、
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
「
過
去
帳
」
以
後
の
作
品
に
あ
っ
て
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た

中
島
の
ど
こ
か
い
じ
け
た
内
面
の
生
活
が
、
こ
の
二
編
に
は
執
勘
に
書
き
込
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

主
人
公
八
私
Ｖ
の
内
面
的
独
白
の
部
分
が
続
く
間
に
も
、
普
通
人
の
代
表
者
で
あ
る

吉
田
の
描
写
も
行
な
わ
れ
、
八
私
Ｖ
の
部
屋
で
飼
わ
れ
て
い
た
カ
メ
レ
オ
ン
が
姿
を
消

す
と
同
時
に
、
八
私
Ｖ
の
自
己
追
求
的
な
も
の
も
止
む
こ
と
に
な
る
。
「
か
め
れ
お
ん

日
記
」
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
内
的
独
白
は
、
い
う
な
れ
ば
「
虎
狩
」
の
最
後
の
ェ

4５



琉球大学教育学部紀要第27集
ピ
ソ
ー
ド
の
後
日
認
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
八
私
Ｖ
と
は
誰
な
の
か
、
自
己

観
察
と
自
己
分
析
の
果
て
に
自
分
で
も
そ
の
存
在
を
確
実
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
カ
メ
レ
オ
ン
が
そ
の
背
景
の
色
に
よ
り
体
色
を
変

え
る
よ
う
に
、
八
私
Ｖ
に
は
も
と
も
と
固
有
の
色
な
ど
と
い
う
も
の
は
無
い
の
か
も
し

れ
な
い
の
だ
。
と
い
う
痛
切
な
作
者
自
身
の
精
神
的
動
揺
を
も
示
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。こ
の
作
品
の
最
後
は
、
考
え
疲
れ
た
八
私
Ｖ
が
横
浜
の
外
人
墓
地
を
散
歩
す
る
場
面

で
あ
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
の
中
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
若
し
人
間
の

こ
の
生
活
よ
り
も
っ
と
快
い
も
の
が
假
り
に
あ
る
と
し
て
も
、
闇
が
そ
れ
を
取
園
み
、

我
々
の
眼
か
ら
隠
し
て
了
っ
て
ゐ
ま
す
Ｖ
、
作
中
の
主
人
公
八
私
Ｖ
を
も
含
め
て
我
々

人
間
の
生
活
と
い
う
も
の
は
苦
難
に
満
ち
て
い
る
が
、
し
か
し
他
の
生
活
と
い
う
も
の

を
実
際
に
体
験
し
て
い
な
い
限
り
、
今
の
生
活
と
比
較
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
八
隣
人
の
家
埴
だ
か
ら
美
し
く
見
え
る
の
だ
Ｖ
と
い
う
認
識
に
連

ね
畝
い
の
ぞ
み

し
な
が
ら
も
、
八
私
Ｖ
は
八
願
望
あ
れ
ど
希
望
な
き
Ｖ
八
死
者
達
の
哀
し
い
執
着
Ｖ
を

感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
墓
地
か
ら
歩
み
去
ろ
う
と
し
て
い
る
Ａ
私
Ｖ
の
胸
に
去

来
し
て
い
る
も
の
が
、
生
活
に
対
す
る
執
着
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
人
生
そ
の
も
の
に

対
す
る
諦
念
の
境
地
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
の
内
容
は
以

上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
過
去
帳
」
と
題
し
た
二
編
の
作
品
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
と
「
狼
疾
記
」
の
執
筆
か

ら
、
次
の
作
品
「
悟
浄
歎
異
」
の
執
筆
の
間
に
は
、
二
年
間
の
空
白
期
間
が
あ
る
。
最

初
の
一
年
間
は
瞬
時
の
間
、
そ
の
精
神
流
動
を
止
め
て
現
実
生
活
の
た
め
に
力
を
注
い

だ
よ
う
で
あ
る
。
創
作
活
動
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

の
一
生
の
間
に
あ
っ
て
比
較
的
幸
福
感
に
満
ち
た
時
期
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
昭

和
十
四
年
に
入
る
と
彼
は
肉
体
的
に
も
衰
弱
し
て
き
て
今
ま
で
の
生
活
に
変
化
を
き
た

し
た
よ
う
で
あ
る
。
年
譜
に
は
八
こ
の
年
よ
り
喘
息
の
發
作
が
劇
し
く
な
り
、
相
撲
や

音
樂
や
天
文
学
に
好
奇
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
Ｖ
と
あ
る
。
結
局
実
際
に
肉
体
を
使
っ

て
や
る
よ
う
な
趣
味
八
野
球
、
草
花
つ
く
り
、
山
歩
き
Ｖ
な
ど
は
退
け
ら
れ
て
、
体
を

動
か
さ
ず
に
楽
し
む
も
の
へ
と
そ
の
趣
向
が
変
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
趣
味
の
変
化
が
生
じ
る
と
同
時
に
、
彼
の
人
生
の
後
半
の
創
作
活
動
が
は

じ
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の
が
、
「
悟
浄
歎
異
」
の
創
作
で
あ
り
、
こ

の
実
生
活
の
上
に
生
じ
た
変
化
が
、
彼
に
あ
っ
て
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
創
作
に
お
い

て
も
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
文
学
の
魅
力
の
一

つ
の
大
誉
恋
襄
と
な
っ
て
い
た
西
洋
の
近
代
精
補
ｌ
そ
の
感
覚
や
鬘
更
に

懐
疑
を
形
造
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
西
洋
遍
歴
が
、
表
面
上
終
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

「
悟
浄
歎
異
」
に
到
っ
て
そ
の
素
材
は
「
西
遊
記
」
の
中
に
お
い
て
求
め
ら
れ
、
彼
の

西
洋
志
向
は
深
く
沈
潜
し
、
作
品
構
成
上
に
お
け
る
感
覚
や
論
理
を
立
て
る
過
程
で
の

思
考
に
お
い
て
、
か
ろ
う
じ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
彼
は
自
ら
の
肉
体
上
の

理
由
に
よ
り
よ
う
や
く
本
来
あ
る
べ
き
彼
自
身
の
姿
に
戻
っ
た
と
い
え
よ
う
。
彼
自
身

の
言
葉
を
使
っ
て
言
え
ば
、
八
父
祗
傅
來
の
儒
家
に
育
っ
た
Ｖ
人
間
が
当
然
あ
る
べ
き

状
態
に
立
ち
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

八
沙
門
悟
淨
の
手
記
Ｖ
と
い
う
副
題
を
付
け
て
発
表
さ
れ
た
「
悟
浄
歎
異
」
は
現
在

「
悟
浄
出
世
」
と
共
に
「
わ
が
西
遊
記
」
の
総
題
の
も
と
に
統
一
さ
れ
て
全
集
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
更
に
最
後
に
は
八
「
わ
が
西
遊
記
」
の
中
Ｖ
と
い
う
注
ま
で
つ
い
て
い

る
。
こ
の
物
語
の
終
り
に
付
け
ら
れ
た
注
に
よ
っ
て
、
佐
々
木
充
は
八
「
わ
が
西
遊
記
」

な
る
連
作
の
企
図
は
、
こ
の
「
出
世
」
「
歎
異
」
の
二
作
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
か
っ

た
Ｖ
と
中
島
の
意
思
を
推
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
、
不
明
で

あ
る
。
二
作
の
う
ち
「
悟
浄
出
世
」
の
ほ
う
は
創
作
の
時
期
が
ず
っ
と
遅
れ
て
、
い
わ

ば
最
晩
年
で
あ
り
、
二
作
の
間
に
は
「
古
諏
」
「
古
俗
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
一
連
の
作

品
が
存
在
し
て
い
る
。

「
悟
浄
歎
異
」
は
、
「
過
去
帳
」
二
編
の
延
長
上
に
あ
り
、
こ
の
二
編
の
間
に
素
材

の
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
、
創
作
し
た
中
島
の
精
神
に
は
大
き
な
断
絶
は
な
い
、
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
編
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
作
者
の
精
神
の
落
差
は
、
彼
の
持
つ
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て
い
る
八
存
在
の
不
確
か
さ
Ｖ
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
ち
が
い
に
す
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
悟
空
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そのことは「悟浄歎異」を実際に考察することによって明らかになるはず彼の一一一一口葉を聞いてゐる中に、自然に此方も彼の信ずる通りに信じないで
は
ゐ
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
る
。
彼
の
側
に
ゐ
る
だ
け
で
、
此
方
ま
で
が
何
か
豊
か
な

で
あ
る
。

「
悟
浄
歎
異
」
の
冒
頭
は
、
変
身
の
術
を
教
授
す
る
悟
空
と
、
そ
の
教
え
を
受
け
る
自
信
に
充
ち
て
来
る
。
彼
は
火
種
。

八
戒
、
そ
れ
に
こ
の
一
一
人
を
観
察
す
る
語
り
手
で
あ
る
悟
浄
の
登
場
に
よ
っ
て
は
じ
ま
つ
悟
空
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
八
狼
疾
Ｖ
と
名
付
け
た
自
己
の
精
神
の
存
在
に
悩
み
続
け

て
い
る
。
こ
の
最
初
に
登
場
す
る
八
変
身
Ｖ
と
い
う
課
題
は
、
後
の
「
山
月
記
」
を
考
た
、
中
島
敦
そ
の
人
の
か
く
あ
り
た
か
っ
た
姿
そ
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
彼
は

え
る
に
あ
た
っ
て
興
味
深
い
問
題
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
山
月
記
」
の
箇
所
た
ん
な
る
行
為
者
で
は
な
く
、
八
変
身
Ｖ
と
い
う
行
為
を
も
含
め
て
静
止
し
た
者
に
さ

え
行
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
て
、
行
為
へ
と
走
ら
せ
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

で
考
え
て
み
た
い
。

三
蔵
を
護
衛
す
る
三
人
の
騎
士
達
の
間
に
あ
っ
て
、
悟
空
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
後
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
種
の
中
島
の
理
想
主
義
が
見
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
人
の
模
範
と
な
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
ｌ
特
に
行
為
の
面
に
お
い
て
・
臺
晶
に
お
い
て
菫
自
身
は
自
分
の
八
変
身
ｖ
の
行
為
に
対
し
て
次
の
よ
う
癒
解
説

八
戒
は
悟
空
の
行
動
を
熱
心
に
模
倣
す
る
者
で
あ
り
、
悟
浄
は
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
Ａ
或
る
も
の
に
成
り
度
い
と
い
う
気
持
が
、

つ
ひ

の
な
い
完
全
な
傍
観
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
す
で
に
「
過
去
帳
」
一
一
此
の
上
無
く
純
粋
に
、
此
の
上
無
く
強
烈
で
あ
れ
ば
、
寛
に
は
其
の
も
の
に
成
れ
る
Ｖ

作
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
我
々
は
、
容
易
に
「
悟
浄
歎
異
」
の
構
造
を
つ
か
む
こ
と
が
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悟
空
を
創
造
す
る
に
あ
た
っ
て
中
島
は
、
こ
の
行

で
き
る
。
即
ち
悟
浄
は
、
今
だ
に
中
島
の
精
神
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
く
す
ぶ
っ
て
い
為
者
を
八
忘
れ
る
こ
と
の
出
來
ぬ
恐
ろ
し
い
髄
験
Ｖ
の
所
有
者
と
し
て
、
い
う
な
れ
ば

る
内
省
的
な
要
素
を
具
現
し
た
者
で
あ
り
、
そ
う
し
た
自
分
の
生
き
方
に
批
判
の
言
葉
挫
折
の
体
験
者
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
釈
迦
如
来
の
掌
か
ら
と
び

を
加
え
、
反
省
を
与
え
た
も
う
一
人
の
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
中
島
の
精
神
を
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
五
百
年
に
わ
た
っ
て
岩
窟
の
中
に
閉
じ

具
現
す
る
者
、
そ
れ
が
悟
空
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
八
戒
の
存
在
は
、
こ
の
極
端
込
め
ら
れ
た
こ
と
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
挫
折
の
経
験
に
よ
っ
て
悟
空
は
一
段
と

な
二
つ
の
精
神
の
中
で
揺
れ
動
い
て
い
る
優
柔
不
断
な
中
島
の
あ
る
一
面
を
示
し
て
い
成
長
し
た
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
人
間
（
猿
）
的
成
長
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
指
摘
し
た
如
く
、
「
悟
浄
歎
異
」
は
題
う
。
作
者
は
こ
の
種
の
意
味
の
こ
と
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
八
そ
れ

名
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
悟
浄
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
物
語
で
あ
り
、
こ
の
中
で
彼
は
自
迄
の
悟
空
の
、
途
方
も
無
く
大
き
な
（
善
悪
以
前
の
）
存
在
に
、
一
つ
の
地
上
的
制
限

分
以
外
の
他
の
一
一
一
人
、
（
悟
空
、
八
戒
、
釈
迦
如
来
）
に
対
し
て
変
わ
ら
ぬ
尊
敬
の
念
を
輿
へ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
Ｖ
と
。
こ
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
行
動
を
繰
り
返
す
悟

を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
他
者
へ
の
賛
美
の
語
り
の
裏
に
は
当
然
の
空
の
才
能
は
、
す
べ
て
体
験
か
ら
得
た
も
の
で
あ
り
彼
は
文
字
を
読
む
こ
と
も
で
き
な

こ
と
と
し
て
、
自
分
に
対
す
る
深
い
反
省
と
悔
恨
が
巣
く
っ
て
い
る
・
こ
の
辺
に
も
中
い
の
で
あ
る
。
文
字
に
よ
る
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
悟
浄
は
、
全
く
行
動
が
と
れ
な

い
と
い
う
の
に
・
文
字
の
読
め
な
い
悟
空
の
八
知
恵
と
判
断
の
高
さ
Ｖ
、
こ
れ
に
比
べ

島
の
自
己
存
在
性
へ
の
不
安
の
根
強
い
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

悟
浄
が
自
分
以
外
の
三
人
と
自
分
と
を
比
較
し
て
内
省
し
て
い
る
箇
所
を
具
体
的
に
ら
れ
る
知
識
人
で
あ
る
悟
浄
の
八
教
養
の
哀
れ
さ
Ｖ
、
こ
の
二
者
の
対
比
に
よ
っ
て
中

見
て
み
よ
う
・
股
初
に
悟
浄
に
よ
っ
て
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
は
悟
空
で
あ
る
・
悟
浄
に
島
が
意
図
し
た
も
の
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
っ
て
友
人
か
ら
八
遠
交
近
攻
の
策
Ｖ

4７



琉球大学教育学部紀要第２７集
と
い
う
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
た
彼
自
身
の
性
癖
へ
の
限
り
な
い
軽
蔑
の
態
度
で
あ
る
。

二
番
目
に
悟
浄
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
師
父
と
呼
ば
れ
て
い
る
三

蔵
法
師
で
あ
る
。
こ
の
三
蔵
法
師
の
存
在
は
、
悟
浄
に
と
っ
て
は
複
雑
な
も
の
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
性
格
的
に
は
悟
浄
は
三
蔵
と
同
じ
思
索
型
の
知
識
人
で
あ
る
か
ら
、
三
人

の
兵
士
達
の
中
に
お
い
て
誰
よ
り
も
深
く
三
蔵
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
目

的
、
そ
の
行
為
そ
の
精
神
の
す
べ
て
を
１
．
し
か
し
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
は
三
蔵
に

対
し
て
精
神
的
に
近
付
こ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
悟
浄
の
三
蔵
に
対
す
る
態

度
は
、
作
者
中
島
の
処
生
術
と
そ
れ
に
伴
う
と
こ
ろ
の
社
会
に
お
け
る
生
き
方
と
い
う

も
の
を
想
像
さ
せ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
三
蔵
と
悟
浄
と
の
間
に
は
、
よ
そ
よ
そ
し

さ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
｜
枚
の
幕
の
よ
う
な
も
の
が
い
つ
も
垂
れ
下
っ

て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三
蔵
と
悟
浄
と
の
関
係
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
窺
え
る
。

で
あ
る
か
ら
、
悟
浄
に
と
っ
て
三
蔵
は
悟
空
と
同
じ
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
存

在
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
二
人
は
同
じ
高
き
に
あ
り
な
が
ら
悟
空
は
そ
の

行
動
、
そ
の
精
神
を
模
倣
す
べ
き
相
手
で
あ
り
、
三
蔵
は
師
父
と
仰
ぐ
人
で
あ
り
精
神

的
に
は
近
親
者
で
あ
る
。
悟
浄
は
知
識
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
蔵
が
実
際
行
動
に

あ
っ
て
は
弱
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
精
神
の
世
界
に
あ
っ
て
高
み
に
達
し
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
中
の
次
の
よ
う
な
悟
浄
の
語
り
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

あ
の
弱
い
師
父
の
中
に
あ
る
。
こ
の
貴
い
強
さ
に
は
、
全
く
驚
嘆
の
外
は
無
い
。
内

な
る
貴
さ
が
雄
か
弱
さ
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
所
に
、
師
父
の
魅
力
が
あ
る
の
だ
と
、
俺

は
考
へ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
蔵
に
対
す
る
解
釈
を
下
す
の
は
、
三
人
の
中
に
あ
っ
て
悟
浄
一
人
で
あ

る
。
こ
の
事
実
が
悟
浄
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、

「
悟
浄
歎
異
」
の
最
後
に
お
け
る
悟
浄
の
独
白
の
中
に
は
、
師
で
あ
る
三
蔵
へ
の
思
い

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
独
白
に
よ
っ
て
、
彼
が
真
に
め
ざ
し
て
い
る
も
の

が
三
蔵
（
精
神
的
高
み
に
達
す
る
こ
と
）
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

悟
浄
（
中
島
敦
）
は
結
局
最
終
的
に
三
蔵
の
精
神
世
界
に
達
す
る
た
め
に
、
そ
の
手
段

と
し
て
い
う
な
れ
ば
最
も
身
近
な
到
達
す
べ
き
目
標
と
し
て
悟
浄
を
選
ん
で
い
る
。

彼
は
遠
い
目
標
を
三
蔵
に
据
え
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
肉
体
的
鍛
練
を
も
兼
ね
て

八
変
身
Ｖ
を
観
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
残
念
な
が
ら
彼
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
す

べ
て
内
心
で
希
望
し
て
い
る
だ
け
で
、
八
変
身
Ｖ
は
た
だ
彼
の
願
望
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
に
す
ぎ
救
い
の
だ
Ｉ
、
こ
の
辺
の
彼
の
置
か
れ
た
立
場
を
作
品
に
お
い
て
見
る
と
・

師
父
は
何
時
も
永
遠
を
見
て
ゐ
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
永
遠
と
對
比
さ
れ
た
地

・
・
ざ
超
め

上
の
な
く
て
の
も
の
の
運
命
を
も
は
っ
き
り
と
見
て
を
ら
れ
る
。

二
年
の
空
白
の
後
に
「
過
去
帳
」
の
地
点
か
ら
中
島
の
精
神
が
歩
ん
で
き
て
到
達
し
た

場
所
は
こ
こ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
「
過
去
帳
」
二
編
は
、
終
始
悟
浄
の
独

白
に
終
っ
て
い
た
と
も
、
今
に
な
っ
て
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
中
島
の
精

神
は
今
、
三
蔵
と
い
う
一
つ
の
精
神
の
高
み
を
創
造
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
永
遠
の
前
に
可
憐
に
滅
ん
で
い
く
人
間
、
歴
史
の
中
に
力
の
限
り
生
き
て
き
た

人
間
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
悟
浄
歎
異
」
以
後
の
中
島
の
主
要
な
文
学
テ
ー

マ
と
な
り
得
る
。
そ
し
て
こ
の
企
て
は
彼
の
最
後
の
作
品
「
李
陵
」
に
よ
っ
て
花
開
く

の
で
あ
る
。
「
山
月
記
」
に
至
る
ま
で
の
中
島
の
精
神
の
変
遷
を
探
る
に
あ
た
り
、
私

が
「
悟
浄
歎
異
」
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
「
過
去
帳
」
二
編
に
よ
っ
て
自
己
の
精
神

の
行
き
止
ま
り
状
態
を
認
識
し
た
彼
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
二
人
の
興
味
あ
る
人
物
、

悟
空
と
三
蔵
と
を
登
場
さ
せ
て
悟
浄
（
自
己
）
の
行
く
べ
き
道
を
示
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
悟
空
は
、
肉
体
上
の
理
想
の
姿
を
、
そ
し
て
三
蔵
は
精
神
上

の
理
想
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
行
為
と
思
索
の
両
方
に
お
い
て
、
悟
浄
の
今
後
の
行
く
べ

き
道
を
端
的
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
八
戒
に
つ
い
て
も
一
言
述
べ
て
お
こ
う
。
悟
空
も
一
一
一
蔵
も
あ
ま

り
に
か
け
離
れ
た
高
み
に
い
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
極
端
に
あ
る
者
の
位
置
に
、

一
度
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
種
の
行
為
は
い
つ
も
危
険
を
伴
う
。
悟
空
と
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悟
浄
の
間
に
介
在
し
て
い
る
八
戒
の
存
在
に
よ
っ
て
、
我
々
は
作
者
中
島
の
精
神
の
、

良
い
意
味
で
の
安
定
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

芸
術
的
最
高
の
境
地
に
達
す
る
ま
で
に
八
戒
と
い
う
存
在
を
設
定
し
た
中
島
は
、
そ

の
意
味
で
直
線
的
に
三
蔵
の
境
地
に
ま
で
達
し
よ
う
と
し
た
芥
川
ほ
ど
、
そ
の
芸
術
的

精
神
に
お
い
て
過
激
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
彼
自
身
の
肉

体
的
衰
弱
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
の
肉
体
は
、
彼
の
精
神
が
過
激
化
し

先
鋭
化
す
る
こ
と
に
、
い
つ
も
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
の

よ
う
な
肉
体
を
持
っ
た
者
の
悲
劇
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
の
文
学
を
温
和
な
も
の
、
落

ち
着
き
を
持
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
。
芥
川
の
極
端
な
考
え
に
対
し
て
神
経
的
に
つ
い

て
い
け
な
い
者
も
、
中
島
の
示
し
た
精
神
の
安
定
性
に
対
し
て
は
誰
で
も
賞
賛
の
気
持

を
抱
く
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
そ
の
意
味
で
中
島
は
芥
川
よ
り
も
よ
り
広
範
囲
な
読
者

を
持
つ
べ
き
理
由
を
持
っ
て
い
る
。

中
島
の
独
創
性
を
如
何
な
く
発
揮
し
て
い
る
八
戒
は
、
具
体
的
に
は
ハ
此
の
豚
は
恐

き
腎
印

ろ
し
く
此
の
生
を
、
こ
の
世
を
愛
し
て
を
る
。
嗅
覺
、
味
覺
、
鯛
覺
の
凡
て
を
曇
げ
て
、

し
ふ

此
の
世
に
執
し
て
を
る
。
Ｖ
あ
る
い
は
、
八
最
近
妙
な
事
に
菊
が
付
い
て
來
た
。
そ
れ

●
●
●

は
、
八
戒
の
享
楽
主
義
の
底
に
、
時
々
、
妙
に
不
氣
味
な
も
の
の
影
が
ち
ら
り
と
覗
く

こ
と
だ
。
Ｖ
と
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
戒
の
二
つ
の
面
、
す

な
わ
ち
享
楽
主
義
者
と
し
て
の
側
面
と
懐
疑
主
義
者
と
し
て
の
側
面
を
描
い
た
箇
所
で

あ
り
、
前
の
文
章
の
現
実
肯
定
の
八
戒
の
生
き
方
が
悟
浄
に
驚
嘆
を
与
え
、
後
者
の
懐

疑
主
義
者
と
し
て
の
心
情
は
悟
浄
に
同
感
の
思
い
を
与
え
て
い
る
。

す
で
に
私
は
悟
浄
こ
そ
が
作
者
中
島
敦
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
出
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
悟
浄
は
「
過
去
帳
」
執
蕊
時
に
お
け
る
中
島
敦
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
中
島
の
本
質
は
八
戒
の
中
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
と
い
う
思
い
も
す
る
。
懐
疑
主
義
者
、
悲
観
論
者
、
中
島
の
本
質
の
中
に
は
い
つ

も
現
状
脱
出
の
気
持
が
ひ
そ
ん
で
い
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
れ
は
現
実
生
活
を
豊
か
に

し
よ
う
と
働
い
て
い
た
。
享
楽
生
活
は
彼
の
最
も
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
そ
れ
が
彼
の
肉
体
的
理
由
と
時
代
的
事
情
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
実
的
に
豊
か
な
生
活
を
望
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
許
さ
れ
な
か
っ

た
彼
は
、
い
つ
も
必
要
以
上
に
自
分
の
思
い
通
り
に
い
か
な
い
人
生
を
嘆
か
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
悟
浄
は
過
去
の
中
島
の
姿
で
あ
り
、
「
悟
浄
歎
異
」
を
書
い
て
い
た
頃
の

中
島
の
精
神
は
、
八
戒
の
ほ
う
に
近
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
む
ろ
ん
現
実
の
中

島
は
享
楽
主
義
に
対
し
て
、
激
し
く
憧
れ
な
が
ら
そ
れ
を
実
行
に
移
す
だ
け
の
経
済
力

に
も
恵
ま
れ
ず
、
機
会
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
一
見
平
凡
な
高
校
教
師
で
終
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
１
．

以
上
で
「
悟
浄
歎
異
」
の
考
察
を
終
る
わ
け
だ
が
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
過

去
帳
」
と
「
悟
浄
歎
異
」
と
の
間
に
は
、
作
者
の
精
神
の
位
置
、
創
作
者
と
し
て
の
意

識
に
お
い
て
大
き
な
断
絶
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
二
作
の
間
に
横
た
わ
る

溝
に
比
べ
れ
ば
、
「
山
月
記
」
に
代
表
さ
れ
る
「
古
諏
」
の
作
品
群
と
「
悟
浄
歎
異
」

と
の
間
に
断
絶
は
な
い
、
む
し
ろ
「
古
謹
」
は
「
悟
浄
歎
異
」
の
線
上
に
並
ん
で
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
島
は
「
悟
浄
歎
異
」
の
執
筆
に
よ
り
、
「
過
去
帳
」
の
作
品
を

実
際
に
過
去
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
文
学
上
の
新
し
い
展
開
を
成
し
た
と
言

え
る
。
そ
の
具
体
的
な
成
果
が
「
山
月
記
」
や
「
李
陵
」
に
代
表
さ
れ
る
「
古
諏
」
と

「
古
俗
」
の
作
品
群
で
あ
る
。

「
悟
浄
歎
異
」
の
執
筆
よ
り
中
島
の
本
当
の
意
味
で
の
創
作
期
が
は
じ
ま
る
。
彼
の

創
作
の
時
期
は
彼
の
晩
年
と
一
致
し
て
お
り
、
「
悟
浄
歎
異
」
が
そ
の
口
火
を
切
っ
た

作
品
と
す
れ
ば
、
そ
の
最
後
を
飾
っ
た
作
品
が
「
李
陵
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
作
品

を
仕
上
げ
た
作
者
中
島
敦
の
視
点
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
そ
れ
は
簡
単
に
い
え
ば
、

歴
史
の
中
の
個
人
と
い
っ
た
テ
ー
マ
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
永
遠
と
い
う
巨
大
な

時
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
一
時
だ
け
わ
ず
か
な
位
置
を
占
め
る
人
間
と
い
う
も
の
の
運

命
の
悲
し
さ
で
あ
る
。
現
在
「
山
月
記
」
や
「
李
陵
」
を
読
ん
だ
者
は
、
読
後
深
い
嘆

息
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
事
実
は
中
島
の
選
ん
だ
テ
ー
マ
が
作
品

の
中
に
お
い
て
生
か
さ
れ
、
見
事
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

4９
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と
こ
ろ
で
彼
の
年
譜
は
、
「
古
讃
」
あ
る
い
は
「
古
俗
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
多
く

の
作
品
が
、
「
悟
浄
歎
異
」
執
筆
と
同
じ
年
か
あ
る
い
は
次
の
年
に
創
作
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
如
く
、
中
島
の
創
作
者
と
し
て
の
精
神
は
「
悟
浄

歎
異
」
か
ら
最
後
の
遺
稿
で
も
あ
っ
た
「
李
陵
」
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
は
な

い
。
む
ろ
ん
個
々
の
作
品
を
書
き
続
け
る
作
者
の
視
点
に
は
、
多
少
の
変
化
を
見
出
す

こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
作
者
の
創
作
家
意
識
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
。

「
山
月
記
」
は
中
島
敦
の
代
表
作
で
あ
り
、
今
ま
で
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
大
部
分
は
素
材
と
な
っ
た
「
人
虎
伝
」
と
い
う
原
典
と
の
比
較

考
察
で
あ
り
、
作
者
が
素
材
か
ら
何
を
吸
収
し
何
を
捨
て
去
っ
た
か
、
と
い
う
よ
う
な

作
品
の
構
成
の
要
素
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

現
在
全
集
に
あ
っ
て
は
「
山
月
記
」
は
他
の
三
つ
の
短
編
「
文
字
禍
」
「
狐
恩
」

「
木
乃
伊
」
と
共
に
、
「
古
諏
」
の
総
題
の
も
と
に
統
一
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
現
在
の
我
々
は
作
者
で
あ
る
中
島
の
あ
る
明
確
な
意
志
を
感
じ
る
。
創
作
時
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
短
編
に
抱
い
た
と
こ
ろ
の
彼
の
意
識
は
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
者
の
精
神
は
現
在
に
お
い
て
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
殊
さ
ら
に
こ
の
四
作
の
中
に
あ
っ
て
「
山
月
記
」
の
み
が
脚
光
を
浴
び
た
の

は
、
特
に
こ
の
作
だ
け
が
短
編
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
他
の
三
作
に
み
ら
れ
な
い
完
壁

さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
、
主
題
と
そ
れ
に
付
髄
し
て
い
る
作
者
の
意
図
が
明
ら
か
に

我
々
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
独
立
し
た
作
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
「
山
月
記
」
は
、

そ
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
主
題
の
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
多
少

の
曲
解
を
受
け
る
こ
と
に
戦
っ
た
。
「
山
月
記
」
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
近
代
人
ｌ

と
り
わ
け
知
識
人
特
有
の
悲
し
み
は
む
ろ
ん
こ
の
作
品
の
根
底
を
支
え
て
い
る
テ
ー
マ

で
あ
る
が
、
そ
の
悲
劇
性
を
全
面
に
お
し
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
山
月
記
」
一
編
は
、

一
詩
人
の
絶
望
的
な
怒
り
と
悲
し
み
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
解
釈
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
執
筆
し
て
い
た
頃
の
作
者
中
島
敦
の
余

裕
の
な
い
精
神
状
態
も
手
伝
っ
て
近
代
知
識
人
の
悲
劇
性
の
物
語
と
し
て
の
解
釈
は
定

着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
山
月
記
」
の
本
文
の
行
間
に
漂
っ
て
い
る
作
者
自
身
の
緊
張

し
た
激
し
い
息
づ
か
い
は
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
強
力
な
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。私
は
「
山
月
記
」
に
与
え
ら
れ
定
着
し
た
こ
の
種
の
解
釈
は
誤
り
で
な
い
に
し
て
も
、

あ
る
種
の
訂
正
を
必
要
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
て
い
る
。
す
で
に
私
は
中

島
の
事
実
上
の
処
女
作
か
ら
、
中
島
自
身
の
創
作
家
と
し
て
の
精
神
の
あ
る
一
面
を
追

求
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
過
去
帳
」
に
お
い
て
書
き
尽
し
た
自
己
反
省
、
自
己
批
判
の

後
に
彼
が
示
し
た
の
は
、
精
神
の
積
極
性
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
箇
所
に
立
ち

止
ま
り
、
沈
潜
し
て
考
え
込
む
姿
勢
を
、
彼
は
事
実
上
過
去
の
も
の
に
し
た
は
ず
で
あ

る
。
従
っ
て
「
山
月
記
」
の
中
に
お
い
て
い
く
ら
主
人
公
李
徴
の
告
白
に
次
の
よ
う
な

箇
所
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
作
者
の
自
己
批
判
の
言
葉
と
し
て
つ
な
が
ら
な

い
よ
う
に
思
え
る
。

人
生
は
何
事
を
も
為
さ
ぬ
に
は
餘
り
に
長
い
が
、
何
事
か
を
為
す
に
は
餘
り
に
短
い

な
ど
と
、
口
先
ば
か
り
の
警
句
を
弄
し
な
が
ら
、
事
実
は
、
才
能
の
不
足
を
暴
露
す

る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑
怯
な
危
倶
と
、
刻
苦
を
厭
ふ
怠
惰
と
が
、
己
の
凡
て
だ
っ

た
の
だ
。

む
し
ろ
彼
の
内
省
的
態
度
と
そ
の
結
果
生
じ
た
激
し
い
自
己
批
判
の
言
葉
が
、
こ
の
よ

う
な
形
に
変
形
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
や
か
な
形
象
性
を
帯
び
て
き
た
と
い

う
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
山
月
記
」
の
ど
こ
を
捜
し
て
も
我
々
は
も
は
や
「
過
去
帳
」
に
お
い
て
み
ら
れ
た

よ
う
な
作
者
自
身
の
停
滞
し
た
言
葉
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
在
に
対
す
る
不

安
か
ら
生
じ
た
懐
疑
的
な
言
葉
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
「
過
去
帳
」
に
あ
る
よ
う
な
生
の

形
で
は
存
在
し
得
ず
、
あ
る
種
の
象
徴
性
を
帯
び
て
「
山
月
記
」
全
体
の
中
に
拡
散
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
更
に
繰
り
返
せ
ば
、
「
過
去
帳
」
の
中
に
力
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小鐸：中島敦の南洋行（上）

なく漂っていた絶望は「山月記」という変身諏の中で主人公の行動とあいり深い失望と最悪の状況であったことは事実だが、この場合問題となるの
まって強い流動感を持つようになるに至ったと言えるだろう。このことははそうした結果ではなくて、むしろ喘息と懐疑主義のいうなれば、肉体と
絶望そのものの変形であり、絶望からの突破をも暗示していると言える。精神の両方の病をふり切って一つの行動へと移っていった中島敦の精神で
「
過
去
帳
」
に
あ
る
行
き
場
の
な
い
失
意
と
、
続
く
失
望
の
心
理
に
回
復
の
道
は
な
く
、
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
思
う
。

この種の心理的一ナカダンスの行く着く果てはきまっている。そしてそのここのように絶望というものに流動感を与えることに成功した「山月記」
とを誰よりも鋭く予感したのは作者である中島敦その人であり、それ故にはすでにその時点にあって、絶望そのものをふり切っているかも知れず、
こそ彼は一つの極限状況を設定し、激しい行動の中に自己の絶望の出口を少くともそこに見られるのは我々が普通覚えるところの行く道のふさがれ

た
絶
望
と
は
種
類
が
ち
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
主
題
を

見
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「山月記」の最後の場面に、悪しき時代と不条理な状況に対する作者自適格に生かす上において、彼が素材として用いた八変身認Ｖは実に有効で
身
の
失
意
と
絶
望
、
そ
れ
に
続
く
敗
北
感
を
見
る
人
は
多
い
よ
う
だ
が
、
私
自
身
に
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。

最悪の状況からの、つまり現状からの作者自身の脱却を意味しているようこのような虚構の設定によって登場人物の存在そのものが、強い真実味
を
帯
び
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来
の
怪
異
性
と
は
ほ
ど
遠
い
、
極
限
状
況
と
い
う
も
の
が

に
思
え
て
な
ら
な
い
。

一行が丘の上に着いた時、彼等は、言はれた通りに振返って、先程の林自然に生まれることになるのである。存在するものの不安定感を如実に表
間の草地を眺めた。忽ち、一匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たの現することになる、怪奇ではない八変身認Ｖについていずれ考えてみたい。
を彼等は見た。虎は、既に白く光を失った月を仰いで、一一聲三聾炮峰しすでに「古諏」の題が与えられて掲載された作品が、「山月記」だけに
た
か
と
恩
ふ
と
、
又
、
元
の
叢
に
躍
り
入
っ
て
、
再
び
其
の
姿
を
見
な
か
っ
た
。
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
書
い
た
が
、
こ
の
付
髄
物
の
よ
う
に
し
て
「
山
月
記
」

八二聲三聲泡噂しＶ再び八元の叢に躍り入Ｖる虎の心にあったのは、果してにつけられた小品について考えてみると、「山月記」のもう一つの側面が
本当に絶望であったろうか、「過去帳」の考察を終って中島の真の絶望が明Ｐかになる。それはこれらの作品がどれも、中島の性格の一部分を形造っ
何
で
あ
っ
た
か
知
っ
た
私
と
し
て
は
、
虎
の
心
に
服
っ
て
い
た
の
は
、
本
当
は
歓
喜
で
て
い
る
異
国
趣
味
、
あ
る
い
は
エ
ク
ゾ
チ
ズ
ム
の
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

はなかったかと思っている。Ａ変身認Ｖを素材として使うことによって、とである。「山月記」における緊迫感、言いかえればそこに見られる作者
中
島
の
意
図
し
た
も
の
は
追
い
つ
め
ら
れ
た
自
己
の
状
況
か
ら
の
解
放
と
思
わ
れ
る
し
、
の
精
神
の
安
定
を
欠
い
た
様
子
は
、
「
古
諏
」
の
中
に
収
め
ら
れ
た
他
の
一
二
作
と
合
わ

作
品
中
虎
の
姿
が
消
え
去
る
の
は
、
今
ま
で
彼
を
取
り
巻
い
て
い
た
す
べ
て
の
社
会
的
、
せ
読
む
時
、
だ
い
ぶ
薄
ら
い
で
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

人
為
的
状
況
か
ら
の
離
脱
、
虎
の
立
場
か
ら
言
え
ば
脱
却
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
恩
「
古
讃
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
古
い
昔
の
話
の
意
で
あ
る
。
こ
の
種
の
総
題
を
っ

え
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
状
況
か
ら
離
れ
去
っ
た
虎
の
行
く
手
に
待
っ
て
い
た
も
の
け
た
中
島
の
心
の
中
に
は
、
李
徴
の
悲
し
み
を
遠
い
昔
の
一
詩
人
の
悲
し
み
と
し
て
処

理
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
意
志
が
働
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
ち
ょ
う
ど
数
年

が
、
よ
り
一
層
の
絶
望
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
他
の
問
題
で
あ
る
。

職
を
放
棄
し
て
南
洋
諸
島
ま
で
出
か
け
て
い
っ
た
中
島
を
待
っ
て
い
た
も
の
が
、
よ
－
別
に
自
分
の
精
神
の
奥
深
く
巣
く
っ
て
い
る
醜
悪
な
自
己
批
判
の
姿
を
「
過
去
帳
」
の
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名
の
も
と
に
過
去
の
も
の
と
し
て
打
ち
捨
て
よ
う
と
し
た
彼
の
意
志
が
、
こ
こ
に
も
働

い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
現
在
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
注

目
さ
れ
、
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
「
山
月
記
」
の
李
徴
の
悲
し
み
、
彼
の
性
格

の
中
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
絶
望
は
、
作
者
中
島
に
と
っ
て
忌
む
べ
き
も
の
、
当

然
の
こ
と
と
し
て
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
、
我
々
が
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
は
、
彼
が
絶
対
に
こ
の
精
神
の
内
部
に
存
在
す
る
悲
劇
性
を
売

り
物
に
し
て
人
々
に
証
価
さ
れ
よ
う
と
は
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
精
神
、

作
家
と
し
て
の
彼
の
心
は
、
処
女
作
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
こ
の
自
分
の
精
神
の
宿
命

的
と
も
言
え
る
醜
悪
な
面
か
ら
の
脱
却
を
意
図
し
て
い
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な

側
面
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
、
中
島
の
意
志
を
無
視
す
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。

仮
り
に
こ
の
作
者
の
内
部
葛
藤
が
ど
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い
て
も
で
あ
る
。
す
で
に
何
度

も
指
摘
し
た
如
く
、
彼
の
理
性
的
な
心
の
中
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
種
の
問
題
は
、
「
過

去
帳
」
の
名
に
お
い
て
す
で
に
も
う
済
ん
で
し
ま
っ
た
問
題
な
の
だ
か
ら
１
．

「
山
月
記
」
は
、
過
去
か
ら
の
脱
却
の
意
味
と
、
今
後
の
将
来
へ
の
可
能
性
を
同
時

に
内
包
し
て
い
る
。
位
置
的
に
も
「
山
月
記
」
は
中
島
の
作
品
の
中
に
お
い
て
従
来
の

立
場
と
新
し
い
今
後
の
作
品
と
の
中
間
地
帯
に
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
私
の

こ
の
考
え
は
、
仮
り
に
中
島
が
数
年
の
創
作
生
活
を
送
っ
た
な
ら
そ
の
作
品
に
よ
っ
て

実
証
さ
れ
た
と
思
う
の
だ
が
、
彼
の
こ
の
種
の
意
味
で
の
仕
事
は
、
遺
稿
で
あ
る
「
李

陵
」
一
編
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
残
さ
れ
た
作
品
「
李

陵
」
に
よ
っ
て
中
島
の
進
む
べ
き
道
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
端
的
に
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
李
陵
」
こ
そ
は
、
彼
が
自
分
の
精
神
の
内
部
に
お
け
る

優
柔
不
断
に
打
ち
勝
っ
て
端
々
と
歴
史
の
中
の
人
間
、
い
う
な
れ
ば
永
遠
の
中
の
一
個

人
を
描
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
山
月
記
」
は
「
李
陵
」
に
至
る
直
前
の
、
中
島
の
断
ち
切
れ
な
い
過
去
へ
の
思
い

と
、
未
来
へ
の
展
望
が
見
事
に
交
錯
し
た
注
目
す
べ
き
作
品
な
の
で
あ
る
。
私
が
主
張

し
た
い
の
は
、
「
山
月
記
」
の
作
品
論
に
あ
っ
て
従
来
高
く
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の

作
品
の
「
李
陵
」
的
要
素
に
つ
い
て
注
目
せ
よ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

李
徴
は
友
人
に
自
分
の
妻
子
の
こ
と
を
頼
ん
だ
後
で
次
の
よ
う
な
告
白
を
し
て
い
る
。

本
吉
周
便
先
づ
、
此
の
事
の
方
を
先
に
お
願
ひ
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
、
己
が
人
間
だ
っ

た
な
ら
・
飢
ゑ
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
型
か
乏
し
い
詩
業
の
方
を

熟
に
か
け
て
ゐ
る
様
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に
身
を
野
ず
の
だ
。

こ
こ
に
は
、
作
者
の
心
を
捉
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
八
あ
れ
か
こ
れ
か
Ｖ
式
の
精
神
内
部

の
二
元
論
が
、
一
人
の
詩
人
の
天
職
と
妻
子
へ
の
愛
と
い
う
極
め
て
具
体
的
な
事
柄
に

置
き
か
え
ら
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

李
徴
の
詩
を
聞
い
た
彼
の
友
人
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。
八
作
者
の
素
質
が
第

一
流
に
風
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
儘
で
は
、
第
一
流
の

作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
虚
か
（
非
常
に
微
妙
な
黙
に
於
て
）
欲
け
る
所
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
Ｖ
こ
こ
で
は
詩
に
必
要
な
人
間
的
愛
の
欠
如
に
よ
っ
て
、
一
流
の
詩
人
に
な

る
こ
と
を
阻
ま
れ
た
詩
人
の
悲
劇
と
い
う
い
さ
さ
か
俗
な
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
も
し
李
徴
が
妻
子
へ
の
愛
に
溺
れ
た
な
ら
ば
、
到
底
詩
人
に
な
る
こ

と
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、
芸
術
へ
の
精
進
が
そ
の
ま
ま
虎
へ
の
変
身
の
直
接
原
因
で
あ

る
な
ら
、
詩
人
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
家
庭
的
幸
福
と
は
相
入
れ
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
れ
な
ら
ば
芸
術
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
悲
劇
性
を
持
っ
て
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
、
李
徴
の
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
で
あ
る
中
島
敦
の
心
情
で
あ

り
、
彼
の
発
し
た
こ
の
問
い
は
今
日
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
山
月
記
」
に
お
い
て
描
か
れ
た
人
間
の
不
条
理
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
そ
う

し
た
方
面
の
み
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
私
は
、
「
古
諏
」
の
他
の
三
作
の
考
察
を
行

な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
山
月
記
」
に
お
け
る
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
側
面
に
光

を
あ
て
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
物
語
が
持
っ
て
い
る
そ
の
ロ
マ
ン
的
要

素
に
。

文
治
堂
書
店
の
中
島
敦
全
集
に
お
い
て
は
、
「
古
諏
」
の
総
題
の
元
に
「
山
月
記
」

「
文
字
禍
」
「
狐
懇
」
「
木
乃
伊
」
の
順
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
私
も
こ
の
順

5２
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序
に
作
品
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
「
文
字
禍
」
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
人
類
が
初
め
て
文
字
な
る
も
の
を
使
い
だ
し
た
頃
の
話
で
「
古
謹
」
は
支
那
及
び
近
東
の
古
い
話
を
題
材
に
し
た
六
つ
の
短
編
か
ら
成
っ
て
ぃ

ア
ッ
シ
リ
ア
の
模
形
文
字
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
。
ア
シ
ュ
ル
、
パ
ニ
ア
パ
ル
大
王
の
た
・
私
は
す
ぐ
こ
の
傑
作
を
自
信
を
も
っ
て
「
文
学
界
」
に
推
薦
し
た
。
も
し
六
篇

治
世
の
宮
廷
に
お
い
て
、
模
形
文
字
の
き
ざ
み
込
ま
れ
た
粘
土
板
の
書
籍
の
積
み
上
げ
と
も
掲
載
不
可
能
な
ら
、
そ
の
う
ち
の
機
篇
で
も
採
用
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
當
時

ら
れ
た
図
書
館
か
ら
、
文
字
の
精
霊
の
声
が
聞
え
る
と
い
う
う
わ
さ
が
広
ま
っ
た
・
こ
編
集
の
任
に
あ
っ
た
河
上
徹
太
郎
君
に
依
頼
し
た
。
そ
し
て
参
考
ま
で
に
、
私
は
そ

の
文
字
の
精
霊
の
研
究
を
命
じ
ら
れ
た
ナ
ブ
、
ア
ヘ
、
エ
リ
バ
な
る
人
物
が
探
究
し
た
の
六
篇
に
順
位
を
つ
け
た
。
た
し
か
「
文
字
禍
」
を
そ
の
第
一
席
に
置
い
た
よ
う
に

結
果
判
明
し
た
こ
と
は
、
文
字
の
発
明
に
よ
っ
て
人
間
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
不
利
お
ぼ
え
て
い
る
。
河
上
君
も
「
古
諏
」
の
価
値
を
認
め
て
、
六
篇
の
う
ち
一
一
つ
を
選

益
を
蒙
む
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
字
、
つ
ま
り
文
明
そ
の
も
ん
で
誌
上
に
掲
載
し
た
。
「
山
月
記
」
と
「
文
字
禍
」
で
あ
っ
た
。

の
に
対
す
る
反
逆
が
許
さ
れ
る
わ
け
は
な
く
、
彼
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
悲
惨
な
死
を
深
田
久
弥
、
河
上
徹
太
郎
が
認
め
た
「
文
字
禍
」
の
良
さ
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
素
材
の

遂
げ
る
．
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
者
の
注
意
を
ひ
く
の
は
ｌ
他
の
二
編
に
つ
い
て
も
一
一
一
一
・
新
し
さ
と
着
想
の
す
ば
ら
し
さ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
．
「
蟇
」

え
る
こ
と
だ
が
ｌ
な
ん
と
い
・
て
も
そ
の
扱
っ
た
素
材
の
斬
新
さ
で
あ
る
．
こ
の
作
「
古
俗
」
の
一
連
の
作
品
が
鑿
さ
れ
た
頃
の
事
情
に
つ
い
て
、
篝
は
次
の
よ
う
に

品
は
神
話
時
代
に
お
け
る
人
間
の
文
字
と
い
う
も
の
へ
の
率
直
な
驚
き
を
示
し
て
い
て
語
っ
て
い
る
。
ハ
プ
ラ
ト
ン
を
さ
か
ん
に
読
ん
で
い
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
り
、
後
年

興
味
深
い
。
古
代
人
の
文
明
の
持
つ
抽
象
性
に
対
す
る
恐
怖
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
伴
う
「
国
家
」
を
基
に
し
て
小
説
を
書
い
て
み
た
い
と
、
雑
誌
の
編
集
者
に
語
っ
て
い
た
と

不
安
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
て
、
文
字
と
か
言
葉
と
い
っ
た
も
の
を
当
然
存
在
い
う
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ッ
シ
リ
ア
に
関
す
る
文
献
を
も
同
時
に
読
み
だ
し
て
い
た

す
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
疑
問
を
抱
か
な
い
我
々
現
代
人
の
意
表
を
つ
い
て
い
る
と
い
う
。
Ｖ
（
群
司
勝
義
編
年
譜
、
昭
和
十
五
年
）

と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
少
年
時
代
か
ら
形
而
上
学
的
悩
み
を
抱
い
て
生
き
こ
の
年
譜
の
語
る
事
実
の
証
明
が
、
「
古
謹
」
の
作
品
群
で
あ
り
、
「
文
字
禍
」
は
そ

て
き
た
中
島
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
生
ま
れ
出
た
作
品
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
文
字
の
中
で
も
確
か
に
す
ぐ
れ
た
小
品
と
思
わ
れ
る
。

を
凝
視
し
続
け
る
と
、
つ
い
に
は
そ
れ
ら
が
意
識
の
中
で
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
て
き
て
一
一
番
目
に
「
狐
懸
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ギ
リ
シ
ア
文
明
以
前
に
存
在
し
て

文
字
と
し
て
の
機
能
を
失
う
に
至
る
な
ど
、
「
狼
疾
記
」
で
描
か
れ
た
主
人
公
の
文
字
い
た
未
開
人
部
落
に
一
人
の
平
凡
な
男
が
い
た
。
彼
は
あ
る
日
葱
き
物
が
葱
い
た
よ
う

に
対
す
る
素
朴
な
疑
問
が
明
ら
か
な
必
然
性
を
持
つ
よ
う
な
状
況
に
設
定
さ
れ
応
用
さ
に
な
っ
て
、
自
分
が
体
験
し
た
の
で
は
な
い
よ
う
な
話
を
巧
み
に
物
語
る
よ
う
に
な
っ

た
。
彼
の
特
殊
才
能
ｌ
後
代
に
あ
っ
て
芸
術
の
名
を
与
え
ら
れ
た
も
の
ｌ
は
世
入

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
箇
所
は
、
漱
石
の
「
門
」
の
主
人
公
宗
助
の
作
品
冒
頭
に
お
け
る
体
験
に
類
似
の
理
解
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
と
う
と
う
彼
は
Ａ
組
先
傅
来
の
し
き
た
り

し
て
お
り
、
精
神
医
学
で
い
う
離
人
症
の
症
状
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
に
従
っ
て
虚
分
さ
れ
る
Ｖ
、
す
な
わ
ち
殺
さ
れ
て
屍
体
は
食
用
に
供
せ
ら
れ
て
し
ま
う

種
の
錯
覚
は
あ
る
い
は
中
島
敦
の
い
う
よ
う
に
、
我
々
が
忘
れ
去
っ
て
い
る
文
明
そ
の
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
決
し
て
そ
の
あ
ら
筋
ほ
ど
に
暗
い
悲
劇
な
物
語
で
は
な
い
。

も
の
に
対
す
る
我
々
の
内
な
る
古
代
人
の
率
直
な
る
驚
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
む
し
ろ
滑
稽
な
、
あ
る
種
の
お
か
し
み
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
「
狐
葱
」

あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
中
島
の
作
品
を
は
じ
め
て
認
め
た
人
で
あ
る
深
田
久
弥
は
と
い
う
小
品
に
お
い
て
作
者
中
島
が
描
い
た
も
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
類
の

５３
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最
初
に
出
現
し
た
詩
人
な
る
も
の
の
悲
劇
的
最
期
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
奇

妙
な
ロ
マ
ン
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
自
然
主
義
の
作
家
達
が
考
え

も
つ
か
な
か
っ
た
奇
妙
な
思
い
つ
き
を
骨
組
み
と
し
て
、
更
に
そ
の
上
に
中
島
固
有
の

語
り
に
よ
っ
て
肉
づ
け
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
異
常
な
作
品
の
元
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
奇
妙
な
発
想
が
作
者
の
形
而
上
学
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
字
と
か
言
葉
と
か
、
人
間
が

存
在
し
て
い
る
限
り
待
ち
続
け
て
き
た
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
が
信
じ
、
神
秘
性

な
ど
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
こ
れ
ら
の
も
の
を
素
材
に
し
て
、
一
編
の
作
品
を
仕
上
げ

る
こ
と
に
成
功
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
中
島
の
才
能
で
あ
り
独
創
性
で
あ
る
。
彼
を
し

て
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
素
材
を
思
い
つ
か
せ
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
お
そ
ら
く

喘
息
の
た
め
に
呼
吸
す
る
こ
と
も
眠
る
こ
と
も
自
由
に
な
ら
な
く
な
っ
た
彼
が
、
冬
の

夜
空
を
見
上
げ
て
我
が
身
の
存
在
と
宇
宙
の
広
大
さ
と
を
比
較
し
て
不
幸
な
肉
体
を
持
っ

た
自
分
を
慰
め
た
体
験
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
虚
弱
な
肉

体
を
一
日
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
彼
は
、
悲
惨
こ
の
上
な
い
話
に
も
あ

る
種
の
お
か
し
み
を
与
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
不
健
康

な
肉
体
を
持
っ
た
作
者
の
精
神
だ
け
は
健
康
な
も
の
を
持
ち
た
い
と
願
っ
た
意
図
が
隠

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
で
に
私
は
「
過
去
帳
」
と
題
す
る
作
品
の
考
察
を
通
じ
て
、
彼
の
精
神
の
世
界
の

不
健
康
さ
を
認
識
し
た
。
賢
明
な
中
島
は
、
自
分
の
暗
い
精
神
世
界
を
過
去
の
も
の
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
望
的
な
状
況
か
ら
の
脱
出
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
◎

「
古
諏
」
の
作
品
群
が
実
際
に
彼
の
目
ざ
し
た
も
の
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

で
あ
る
か
ら
「
古
讓
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
が
、
ど
れ
も
悲
劇
的
な
内
容
を
持
ち

な
が
ら
、
全
体
と
し
て
妙
に
明
る
い
の
は
、
精
神
の
世
界
だ
け
は
健
康
で
あ
り
た
い
と

思
っ
た
彼
の
意
志
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
自
己
反
省
と
自
己
批
判
、

「
過
去
帳
」
の
主
題
と
な
っ
た
も
の
を
過
去
の
も
の
と
せ
ず
に
更
に
深
く
追
求
し
て
い
っ

た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
明
ら
か
で
、
彼
の
肉
体
が
彼
を
殺
す
以
前
に
、
彼
の
精
神
の

ほ
う
が
先
に
彼
を
殺
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
残
っ
た
作
品
は
「
木
乃
伊
」
で
、
全
集
の
収
録
に
お
い
て
も
「
古
諏
」
の
中

で
一
番
最
後
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
扱
わ
れ
て
い
る
内
容
も
中
島
な
ら
で

の
も
の
で
、
普
通
の
健
康
人
が
あ
ま
り
考
え
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

ペ
ル
シ
ア
軍
が
エ
ジ
プ
ト
に
侵
入
し
た
時
、
一
兵
士
と
し
て
従
軍
し
た
あ
る
男
は
、

墓
の
中
で
一
体
の
八
木
乃
伊
Ｖ
の
霊
（
つ
ま
り
か
っ
て
エ
ジ
プ
ト
人
と
し
て
生
き
て
い

た
頃
の
自
分
の
精
神
）
が
彼
の
肉
体
の
中
に
蘇
り
、
彼
は
ペ
ル
シ
ア
軍
の
兵
士
と
し
て

の
自
己
を
喪
失
し
、
代
わ
り
に
エ
ジ
プ
ト
文
字
を
読
み
話
す
よ
う
に
な
る
。

当
然
の
こ
と
と
し
て
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
者
は
、
誰
で
も
自
分
が
か
っ
て
一
時
期
抱

い
た
こ
と
の
あ
る
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
、
今
一
度
思
い
出
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

自
分
の
こ
の
記
憶
は
果
し
て
自
分
一
人
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
自
分
が
滅
び
る
と
同
時

に
自
分
が
保
持
し
て
き
た
無
数
の
記
憶
も
消
滅
す
る
、
一
人
の
人
間
に
降
り
か
か
る

死
は
、
そ
の
者
に
と
っ
て
肉
体
の
死
ば
か
り
で
は
な
く
、
精
神
の
死
で
も
あ
る
の
だ

と
－
１
。
こ
の
厳
然
た
る
事
実
は
、
誰
し
も
納
得
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
有
限
性
に
あ

る
一
個
人
の
記
憶
は
、
本
当
に
そ
の
一
個
人
の
も
の
だ
け
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
、
我
々
の
記
憶
と
い
う
精
神
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
時
と
し
て
我
々
の
肉
体

が
経
験
し
た
も
の
で
は
な
い
遠
い
過
去
の
記
憶
が
蘇
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
八
祖
先
は
し
ば
し
ば
、
ふ
し
ぎ
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
と
避
追
す
る
。
ひ
と
は

そ
れ
を
疑
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
真
実
な
の
だ
Ｖ
（
「
花
ざ
か
り
の
森
」
）

と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
者
の
言
葉
は
、
こ
の
種
の
人
間
が
抱
く
根
源
的
な
疑
問
に
対
し
て

の
率
直
な
意
見
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
特
別
な
例
を
持
ち
出
し
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
健
康
な
普
通
人
で

あ
る
我
々
も
、
自
分
が
今
ま
で
一
度
も
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
古
い
町
並
を
歩
い
て
い
る

時
な
ど
、
突
然
そ
れ
ら
の
町
並
が
昔
自
分
が
よ
く
馴
染
ん
だ
も
の
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥

る
こ
と
が
あ
る
。
夢
の
中
で
自
分
は
こ
の
町
に
足
を
ふ
み
入
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
遠
い
祖
先
が
こ
の
町
に
親
し
ん
だ
経
験
が
あ
る
の
で
は
あ
る
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ま
い
か
１
．
こ
う
い
っ
た
疑
問
を
真
剣
な
態
度
で
他
人
に
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
「
木
乃
伊
」
は
こ
の
種
の
疑
問
に
、
小
説
と
い
う
形
式
を
借
り
て
形
態
を
与
え
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
種
の
主
題
を
不
自
然
な
く
一
個
の
お
話
と
し
て
展
開

す
る
た
め
に
、
エ
ジ
プ
ト
に
舞
台
を
設
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
「
古
諏
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
作
品
の
考
察
の
結
果
と
し
て
言
え

る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
ど
れ
も
文
字
と
か
言
葉
と
か
い
っ
た
も
の
を
素
材
と
し

て
展
開
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
四
つ
の
作
品
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
素
材
の
特
異
さ
と
そ
れ
に
よ
っ
て
成
っ
た
ロ
マ
ン
と
し
て
の
非
現
実
性
で

あ
る
。

中
島
敦
が
四
つ
の
作
品
に
八
古
諏
Ⅱ
古
い
昔
の
物
語
Ｖ
と
い
っ
た
総
題
を
つ
け
た
こ

と
に
一
つ
の
大
き
な
意
志
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
と
し

て
の
面
白
さ
を
も
ね
ら
っ
た
と
思
わ
れ
、
物
語
の
中
で
展
開
さ
れ
る
異
常
性
を
ね
ら
っ

た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
現
在
読
ま
れ
て
い
る
八
存
在
の
不
条
理
性
Ｖ

と
い
っ
た
扱
い
方
が
果
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
。
少
く
と
も
作
者
の
真
に
書
き
た
か
っ

た
の
は
、
八
変
身
識
Ｖ
と
し
て
の
怪
奇
性
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
「
山
月
記
」

の
中
に
あ
っ
て
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
言
葉
、
八
理
由

も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大
人
し
く
受
取
っ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て

●
●
●

行
く
の
が
、
我
々
生
き
物
の
さ
だ
め
だ
Ｖ
は
、
中
島
の
奥
深
く
根
ざ
し
て
い
る
形
而
上

学
的
不
安
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
い
う
な
れ
ば
「
山
月
記
」
全
体
の
中
に

あ
っ
て
は
装
飾
的
役
割
し
か
果
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
考
察

し
た
如
く
中
島
の
精
神
の
内
部
に
あ
っ
て
は
、
八
自
己
批
判
Ｖ
的
態
度
は
、
過
去
の
も

の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
「
山
月
記
」
は
独
立
し
た
一
つ
の
完
壁
な
小
編
と
し
て

国
語
の
教
科
書
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
あ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
作
品
の
中
か
ら
八
変
身
蕊
Ｖ

と
し
て
の
面
白
さ
で
は
な
く
、
八
人
間
存
在
の
不
条
理
性
Ｖ
と
い
っ
た
も
の
だ
け
を
感

じ
て
し
ま
う
。
今
ま
で
の
考
察
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
通
り
、
こ
れ
は
作
者
中
島
の

一
穏
志
を
あ
る
一
面
に
お
い
て
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
附
記
）
今
ま
で
に
刊
行
き
れ
た
中
島
敦
全
染
に
は
、

①
中
島
敦
三
巻
全
集
（
筑
摩
書
房
昭
和
二
十
三
年
十
月
）

②
中
島
敦
四
巻
全
集
（
文
治
堂
書
店
昭
和
三
十
四
年
六
月
）

③
中
島
敦
四
巻
全
集
（
筑
摩
⑪
房
昭
和
五
十
一
年
三
月
）

等
が
あ
り
回
を
重
ね
る
ご
と
に
資
料
は
整
理
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
個
々
の
作
品

論
の
段
階
で
あ
る
が
、
「
⑪
序
章
、
中
島
敦
の
文
学
」
て
は
南
洋
行
以
前
の
中
島

敦
の
文
学
に
つ
い
て
概
論
的
展
望
を
こ
こ
ろ
み
た
。
な
お
本
論
の
引
用
は
③
の
中

島
敦
四
巻
全
集
に
拠
る
。

②
南
洋
の
中
島
敦

群
司
勝
義
編
の
年
譜
に
よ
れ
ば
昭
和
十
六
年
、
八
二
月
、
韓
地
療
養
を
真
剣
に
考
え

は
じ
め
る
。
三
月
末
、
横
濱
高
等
女
学
校
を
休
職
。
一
ヶ
年
の
復
帰
猶
予
が
認
め
ら
れ

（
緋
ｌ
｝

て
い
た
が
、
結
局
は
こ
れ
が
事
賓
上
の
退
職
と
な
っ
た
Ｖ
と
あ
る
。
休
職
の
理
由
は
喘

息
の
発
作
の
た
め
勤
務
が
辛
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
転
地
療
養
を
同
時
に
真
剣
に
考

一
肱
２
）

え
て
い
た
こ
と
が
書
簡
か
ら
伺
え
る
。
転
地
先
と
し
て
は
満
州
や
南
洋
を
考
え
た
こ
と

は
確
か
で
、
こ
の
頃
の
書
簡
か
ら
そ
う
し
た
中
島
敦
の
心
の
動
揺
を
見
る
こ
と
が
で
き

｛
肱
３
）

る
。
八
冬
は
南
洋
に
、
夏
は
満
州
に
転
地
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な

（
肱
４
）

る
Ｖ
と
い
う
年
譜
の
記
述
は
こ
の
間
の
事
情
を
語
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る

（
誰
５
）

の
は
中
島
田
人
宛
書
簡
で
、
彼
が
は
っ
き
り
と
文
学
の
仕
事
の
た
め
に
勤
め
を
や
め
る

と
明
瞭
に
発
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
父
へ
の
書
簡
で
は
八
自
分
の
仕

事
を
や
っ
て
行
き
ま
せ
う
、
そ
の
中
に
或
ひ
は
、
書
溜
め
た
も
の
が
、
何
と
か
、
も
の

（
雌
６
）

に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
Ｖ
と
自
信
の
ほ
ど
を
示
し
て
お
り
、
友
人
宛
書
簡
で
は
八
世

界
が
ス
ピ
ノ
ザ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
世
界
の
不
幸
で
あ
っ
て
、
ス
ピ

一
雄
７
）

ノ
ザ
の
不
幸
で
は
な
い
Ｖ
と
も
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
感
情
の
起
伏
を
見
せ
な
が
ら
休
職
二
ケ
月
に
し
て
す
で
に
南
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洋
行
を
現
実
に
考
え
る
よ
う
に
な
ｚ
》
・
出
発
直
前
の
父
宛
書
簡
で
は
自
ら
の
決
断
で
あ

る
南
洋
行
に
つ
い
て
自
分
の
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。

全
く
考
へ
れ
ば
考
へ
る
程
、
僕
は
愚
か
な
男
で
す
、
折
角
輿
へ
ら
れ
た
一
年
間
を
思

ふ
様
に
使
ひ
も
せ
ず
、
気
も
進
ま
ぬ
無
理
な
仕
事
に
身
を
任
せ
る
の
だ
か
ら
、
全
く

氣
邇
沙
汰
で
す
。

中
島
敦
の
人
生
に
あ
っ
て
は
お
そ
ら
く
最
大
の
決
断
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
の
南
洋
行
に
つ

い
て
彼
は
、
最
初
か
ら
消
極
的
意
思
を
示
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
南
洋
に
あ
っ

て
Ｊ
冥
曰
己
の
行
為
が
個
人
の
存
在
を
越
え
た
何
者
か
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ

（
肱
加
）

て
い
る
。
八
こ
ん
な
風
に
な
っ
た
の
は
僕
の
意
志
ぢ
ゃ
な
い
。
決
し
て
Ｖ

結
局
九
ケ
月
に
及
ぶ
南
洋
行
が
彼
の
肉
体
を
衰
弱
さ
せ
死
期
を
早
め
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
中
島
敦
の
こ
の
決
断
に
つ
い
て
幾
分
か
の
者
察
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
で

に
引
用
し
た
書
簡
や
夫
人
の
回
想
等
に
よ
っ
て
窺
え
る
よ
う
に
こ
の
時
期
の
中
島
敦
は

何
か
し
ら
思
い
つ
め
て
い
た
。
作
家
と
し
て
立
つ
べ
く
決
意
を
固
め
自
己
の
才
能
に
対

し
て
多
大
の
自
負
を
示
し
、
｜
年
間
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
を
創
作
の
た
め
に
使
う
こ

と
を
半
ば
公
言
し
て
い
た
彼
が
、
突
然
す
べ
て
を
捨
て
単
身
南
洋
の
地
に
新
た
な
至
福

を
求
め
て
旅
立
っ
て
い
っ
た
秘
密
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
が
執
着
を
示
し
た
創
作

世
界
の
内
部
に
あ
る
だ
ろ
う
。
芸
術
家
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
完
全
な
芸
術
作

品
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
中
島
敦
の
南
洋
行
は
こ
の
時
期
す
で
に

完
成
し
て
い
た
彼
自
身
の
作
品
に
導
か
れ
て
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
の
が
私

の
考
え
で
あ
る
。
中
島
敦
が
芸
術
的
達
成
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
か
、
「
山
月
記
」
か
ら
「
名
人
伝
」
の
主
題
の
推
移
に
比
較
的
鮮
明
に
映
し
だ

さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
。

「
山
月
記
」
の
李
徴
は
友
人
の
衰
惨
か
ら
そ
の
詩
作
に
つ
い
て
八
成
程
、
作
者
の
素

質
が
第
一
流
に
風
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
儘
で
は
、
第

一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
慮
か
（
非
常
に
微
妙
な
鮎
に
於
て
）
欲
け
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
Ｖ
と
批
評
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
芸
術
的
達
成
は
人
間
的
達
成
を

伴
っ
て
完
全
な
も
の
に
成
り
得
る
と
す
る
作
者
で
あ
る
中
島
敦
の
意
識
の
反
映
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
李
徴
は
自
己
の
内
な
る
衝
動
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
虎
に
変
身
す
る
の
で

あ
る
が
、
芸
術
的
衝
動
を
精
神
内
部
で
制
御
し
得
な
く
な
っ
た
時
、
李
徴
は
自
己
の
内

な
る
呼
び
声
に
誘
わ
れ
て
外
に
飛
び
出
す
の
で
あ
る
。

ふ
と
眼
を
畳
ま
す
と
、
戸
外
で
誰
か
が
我
が
名
を
呼
ん
で
ゐ
る
。
聾
に
應
じ
て
外
へ

出
て
見
る
と
、
聾
は
闇
の
中
か
ら
頻
り
に
自
分
を
招
く
。
覺
え
ず
、
自
分
は
聾
を
迫

う
て
走
り
出
し
た
。

結
局
李
徴
を
戸
外
に
呼
び
出
し
た
も
の
は
、
彼
自
身
の
内
部
の
声
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
李
徴
は
こ
の
内
部
の
声
が
何
で
あ
る
か
正
確
に
認
識
し
得
な
い
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
中
島
敦
自
身
は
八
俺
達
の
意
志
で
な
い
或
る
何
か
課
の
分
ら
ぬ
も
の
Ｖ
（
「
狼

疾
記
」
）
と
言
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
こ
の
運
命
の
声
が
彼
を
遠
く
南
洋
の
地
ま
で

導
い
て
い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
最
初
に
中
島
敦
の
南
洋
で
の
足
跡
を
日
記
と
書
簡

か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

昭
和
十
六
・
六
・
二
十
八
横
浜
出
航

昭
和
十
六
・
七
・
二
サ
イ
パ
ン
島
上
陸

昭
和
十
六
・
七
・
三
テ
ニ
ァ
ン
島
上
陸

昭
和
十
六
・
七
・
五
ヤ
ッ
プ
島
上
陸

昭
和
十
六
・
七
・
六
パ
ラ
オ
島
コ
ロ
ー
ル
町
到
着

昭
和
十
六
・
九
・
十
五
パ
ラ
オ
島
出
発
（
第
一
回
視
察
旅
行
）

昭
和
十
六
・
九
・
十
九
ト
ラ
ッ
ク
島
夏
島
着

昭
和
十
六
・
九
・
二
十
ト
ラ
ッ
ク
島
夏
島
発

昭
和
十
六
・
九
・
二
十
二
ポ
ナ
ペ
島
着

昭
和
十
六
・
九
・
二
十
四
ポ
ナ
ペ
発

昭
和
十
六
・
九
・
二
十
五
ク
サ
イ
島
着

昭
和
十
六
・
九
・
二
十
五
ク
サ
イ
島
発

昭
和
十
六
・
九
・
二
十
七
ヤ
ル
ー
ト
島
着
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自
我
の
追
求
を
な
し
た
彼
は
以
後
こ
の
種
の
思
索
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

昭
和
十
六
・
九
・
一
一
一
十
ヤ
ル
ー
ト
島
発

は
「
過
去
帳
」
や
「
山
月
記
」
「
悟
浄
出
世
」
と
南
洋
以
後
の
作
品
「
名
人
伝
」
「
李

昭
和
十
六
・
十
・
一
一
ク
サ
イ
着
。
発

陵
」
と
の
間
に
明
瞭
な
一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

昭
和
十
六
・
十
・
一
一
一
ポ
ナ
ペ
着

中
島
敦
の
「
遍
歴
」
と
題
す
る
和
歌
の
な
か
に
は
八
あ
る
時
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
が

昭
和
十
六
・
十
・
五
ポ
ナ
ペ
発

夕
Ｉ
卜
江

教
へ
け
る
「
行
為
に
よ
ら
で
汝
は
救
は
れ
じ
」
Ｖ
と
い
う
一
首
が
あ
る
。
南
洋
行
を
実
行

昭
和
十
六
・
十
・
六
ト
ラ
ッ
ク
入
港
（
夏
島
）

し
た
中
島
敦
の
胸
中
に
は
無
意
識
裡
に
も
こ
の
ゲ
ー
テ
の
思
考
が
反
映
し
て
い
た
で
あ

昭
和
十
六
・
十
・
八
（
冬
島
）

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
「
過
去
帳
」
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
思
索
を
中
島
敦
自
身
が
閉
鎖
的

昭
和
十
六
・
十
・
十
（
秋
島
）

な
思
考
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
な
ず
け
る
。

昭
和
十
六
・
十
・
十
一
（
夏
島
）

現
実
に
は
虚
弱
な
肉
体
を
衰
弱
さ
せ
死
期
を
早
め
る
こ
と
し
か
意
味
を
侍
た
な
か
つ

昭
和
十
六
・
十
・
一
一
十
六
（
水
曜
島
）

た
南
洋
行
も
文
学
的
に
は
豊
饒
な
実
り
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
第
一

昭
和
十
六
・
十
・
一
一
十
七
（
月
曜
島
）

は
彼
が
生
釆
の
観
念
的
な
思
考
を
脱
却
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
物
に
ょ
っ

昭
和
十
六
・
十
・
一
一
十
九
（
夏
島
）

て
思
考
す
る
者
の
例
に
も
れ
ず
、
南
洋
行
以
前
の
中
島
敦
の
思
考
は
ど
こ
か
抽
象
的
、

昭
和
十
六
・
十
一
・
五
パ
ラ
オ
島
帰
還

観
念
的
な
臭
み
が
あ
っ
た
が
、
南
洋
行
以
後
そ
う
し
た
理
屈
で
縛
ば
ら
れ
た
閉
鎖
的
な

昭
和
十
六
・
十
一
・
十
七
パ
ラ
オ
島
出
発
（
第
二
回
視
察
旅
行
）

思
考
が
消
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

昭
和
十
六
・
十
一
・
十
九
ヤ
ッ
プ
島
入
港

例
え
ば
「
風
物
抄
」
に
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
南
洋
の
風
物

昭
和
十
六
・
十
一
・
一
一
十
一
一
口
夕
島
入
港

を
昔
の
支
那
の
詩
人
の
視
線
で
自
然
に
捉
え
て
い
る
。

昭
和
十
六
・
十
一
・
二
十
五
サ
イ
パ
ン
島
着

レ
イ
シ

宿
舎
と
し
て
あ
て
が
は
れ
た
家
の
入
口
に
、
珍
し
く
蕩
枝
の
蔓
が
か
ら
み
賞
が
熟
し

昭
和
十
六
・
十
二
・
十
サ
イ
パ
ン
島
発

て
は
ぜ
て
ゐ
る
・
裏
に
は
レ
モ
ン
の
花
が
勾
ふ
。
門
外
橘
花
猶
的
礫
、
綴
頭
蓋
子
己
棚

●
Ｄ
Ｃ

昭
和
十
六
・
十
一
一
・
十
四
パ
ラ
オ
島
帰
還

斑
、
と
い
う
の
は
蘇
東
波
（
彼
は
南
方
へ
流
さ
れ
た
）
だ
が
、
丁
度
そ
っ
く
り
其
の

昭
和
十
七
・
一
・
十
七
’
一
一
一
十
一
パ
ラ
オ
本
島
巡
り

儘
の
情
景
で
あ
る
。
但
し
、
昔
の
支
那
人
の
い
ふ
蒻
枝
と
我
々
の
呼
ぶ
蕩
枝
と
、
同

昭
和
十
七
・
一
一
・
五
’
一
一
・
七
ペ
リ
リ
ュ
ウ
島
訪
問

じ
も
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
知
ら
な
い
。
さ
う
い
え
ば
、
南
洋
到
る
所
に
あ
る
・
赤

昭
和
十
七
・
二
・
二
十
’
一
一
・
二
十
一
ア
ン
ガ
ウ
ル
島
訪
間

ぶ
つ
さ
う
げ

や
黄
の
鮮
や
か
な
ヒ
ビ
ス
カ
ス
は
、
一
般
に
佛
桑
華
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
王
漁
洋

昭
和
十
七
・
一
一
一
・
四
サ
イ
パ
ン
島
コ
ロ
ー
ル
出
航

の
「
廣
州
竹
枝
」
に
、
佛
桑
華
下
小
廻
廊
云
々
と
あ
る
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
か
ど
う

昭
和
十
七
・
一
一
一
・
十
七
東
京
帰
還

九
ケ
月
に
及
ぶ
中
島
敦
の
南
洋
行
に
つ
い
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
簡
単
に
述
べ
る
か
。
廣
東
あ
た
り
な
ら
、
此
の
派
手
な
花
も
大
い
に
ふ
さ
は
し
そ
う
な
氣
が
す
る
が
。

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
言
い
得
る
こ
と
は
こ
の
一
つ
の
行
為
が
彼
の
そ
れ
ま
で
の
恩
九
ヶ
月
に
及
ぶ
南
洋
で
の
日
々
が
中
島
敦
に
物
を
平
明
に
捉
え
る
視
線
を
与
え
た
の
だ

索
を
終
息
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
周
知
の
よ
う
に
「
過
去
帳
」
一
一
編
に
お
い
て
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
言
う
な
れ
ば
彼
は
限
り
な
い
失
意
の
生
活
を
送
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、
自
我
追
求
の
精
神
の
姿
勢
を
喪
失
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た

中
島
敦
の
内
部
か
ら
「
弟
子
」
や
「
李
陵
」
が
生
ま
れ
で
た
の
に
は
あ
る
種
の
必
然
性

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
理
解
の
た
め
に
も
中
島
敦
の
南
洋
行
の
意
義
は
さ
ら
に
解

明
さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
未
完
）

（
註
６
）
聾
簡
「
中
島
田
人
宛
」
（
昭
和
十
六
・
二
・
二
」

（
柱
７
）
野
簡
「
田
中
西
二
郎
宛
」
（
昭
和
十
六
・
五
・
『

（
註
８
）
轡
簡
「
田
中
西
二
郎
宛
」
（
昭
和
十
六
・
五
・
一

〃
「
山
口
比
男
宛
」
（
昭
和
十
六
・
六
・
四
）

〃
「
小
宮
山
静
宛
」
（
昭
和
十
六
・
六
・
二
１

〃
「
諸
節
登
志
子
宛
」
（
昭
和
十
六
・
六
・
一

〃
「
吉
村
睦
勝
宛
」
（
昭
和
十
六
・
六
・
一
三

〃
「
深
田
久
弥
宛
」
（
昭
和
十
六
・
六
・
？
〉

（
註
、
）
轡
簡
「
中
島
タ
カ
宛
」
（
昭
和
十
六
・
九
・
二
十
）

（
註
１
）
第
三
回
筑
摩
版
四
巻
全
集
年
譜
Ｐ
七
六
九

（
註
２
）
瞥
簡
「
氷
上
英
贋
宛
」
（
昭
和
十
六
・
四
・
二

（
註
３
）
瞥
簡
「
中
島
田
人
宛
」
（
昭
和
十
六
・
三
・
四
）

（
註
４
）
角
川
文
廟
年
譜
Ｐ
二
四
五

（
註
９
）
鮮
簡
「
中
島
田
人
宛
」
（
昭
和
十
六
・
六
・
二
十
八
）

〈
註
５
）
（
註
３
）
に
同
じ

等
の
轡
簡
か
ら
か
ら
伺
え
る
。

〃
「
小
宮
山
静
宛
等
」
（
昭
和
十
六
年
六
・
十
二
）

鮭

』
（
昭
和
十
六
・
六
・
二
十
三
）

（
昭
和
十
六
・
六
・
二
十
二
）

（
昭
和
十
六
・
六
・
二
十
三
）

（
昭
和
十
六
・
二
・
二
六
）

」
（
昭
和
十
六
・
五
・
八
）

』
（
昭
和
十
六
・
五
・
三
十
一
）
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