
森
鴎
外
に
お
け
る
束
と
西
の
問
題

　
明
治
四
十
三
年
五
月
永
井
荷
風
に
よ
っ
て
雑
誌
「
三
田
文
学
」
が
創
刊
さ
れ
た
。
文

久
二
年
生
ま
れ
の
鴎
外
森
林
太
郎
は
こ
の
年
数
え
て
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
創
刊
号
の

巻
頭
を
飾
っ
た
の
は
、
写
生
小
品
な
る
四
字
を
括
弧
付
き
で
記
し
た
鴎
外
の
「
桟
橋
」

で
あ
り
、
歳
晩
に
至
る
ま
で
の
八
か
月
で
「
三
田
文
学
」
に
七
本
の
作
品
を
発
表
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
桟
橋
」
回
続
い
て
、
「
普
請
中
」
（
六
月
号
）
、
「
花
子
」
（
七
月
号
）
、

「
あ
そ
び
」
（
八
月
号
）
、
「
フ
ア
ス
チ
ェ
ス
」
（
九
月
号
）
、
「
沈
黙
の
塔
」
（
十
一
月
号
）
、

「
食
堂
」
（
十
二
月
号
）
の
諸
作
品
が
。
「
三
田
文
学
」
の
誌
面
を
賑
わ
し
た
。

　
「
三
田
文
学
」
の
創
刊
に
先
立
つ
こ
と
二
か
月
の
明
治
四
十
三
年
三
月
以
来
「
昴
」

に
連
載
中
の
「
青
年
」
の
世
界
が
主
人
公
小
泉
純
一
の
内
面
を
執
拗
に
追
尋
し
て
行
く

の
に
対
し
て
、
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
七
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
作
品

で
あ
り
な
が
ら
、
互
い
に
相
関
関
係
を
明
確
に
指
摘
し
う
る
状
況
に
あ
る
。
し
か
も
、

七
作
品
は
、
東
と
西
と
い
う
対
立
的
視
座
が
明
瞭
で
あ
る
点
で
、
一
連
の
作
品
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
三
月
に
始
ま
り
翌
四
十
四
年
八
月
に
完
結
す
る
「
青
年
」
が
外
界
と
の
交
渉
を
通
し

て
純
一
の
霊
と
肉
の
問
題
を
追
求
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
桟
橋
」
以
下
「
食
堂
」

に
至
る
「
三
田
文
学
」
掲
載
作
品
は
洋
の
東
西
に
係
る
問
題
が
作
品
の
基
底
を
支
え
て

い
る
。
「
青
年
」
が
個
の
内
面
へ
と
垂
直
に
釣
り
糸
を
下
ろ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
桟

橋
」
以
下
の
七
作
品
に
お
け
る
作
者
の
視
座
は
東
と
西
と
い
う
平
面
的
展
開
図
の
上
を

這
っ
て
い
る
。
垂
直
の
構
図
の
一
方
で
、
視
座
の
水
平
移
動
か
み
ご
と
に
な
さ
れ
て
い

る
。

篠
　
　
原
　
　
義

　
（
教
育
学
部
国
文
学
研
究

言彦

　
明
治
四
十
三
年
五
月
一
ほ
発
行
の
「
三
田
文
学
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
桟
橋
」
に
端
を

発
し
た
東
と
西
の
問
題
は
、
十
二
月
号
に
載
っ
た
「
食
堂
」
末
尾
の
「
外
を
片
付
け
て

し
ま
っ
て
待
つ
て
ゐ
た
、
ま
か
な
ひ
の
男
が
、
三
人
の
前
に
あ
っ
た
茶
碗
や
灰
吹
を
除

け
て
、
水
を
だ
ぶ
だ
ぶ
含
ま
せ
た
雑
巾
で
、
卓
の
上
を
撫
で
始
め
た
（
１
）
。
」
と
い
う
、

不
快
感
を
も
の
の
み
ご
と
に
表
出
し
た
一
文
で
そ
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

　
「
桟
橋
」
に
始
ま
り
、
「
食
堂
」
で
一
応
の
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
東
と
西
の
問
題
で
あ

る
が
、
そ
の
視
座
は
、
前
半
三
作
品
と
後
半
四
作
品
に
お
い
て
対
賠
的
で
あ
る
。
短
絡

的
に
裁
断
す
る
と
す
れ
ば
、
「
桟
橋
」
「
普
請
中
」
「
花
子
」
の
視
座
が
東
に
あ
る
の
に

対
し
て
、
「
あ
そ
び
」
に
お
い
て
微
妙
な
転
換
を
見
せ
た
鴎
外
は
、
「
フ
ア
ス
チ
ェ
ス
」

「
沈
黙
の
塔
」
「
食
堂
」
に
お
い
て
は
東
を
捨
て
て
、
西
か
ら
の
視
座
を
設
定
し
て
い
る
。

敷
島
の
煙
り
を
吹
き
な
が
ら
、
「
さ
う
さ
、
死
に
た
が
つ
て
ゐ
る
さ
う
だ
か
ら
、
監
獄

で
旨
い
物
を
食
は
せ
て
長
生
を
さ
せ
て
遣
る
が
好
か
ら
う
。
」
と
う
そ
ぶ
く
犬
塚
の
前
で
、

「
Ｒ
ａ
ｖ
ａ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
-
Ｖ
ａ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｎ
ｔ
-
Ｈ
ｅ
ｎ
ｒ
ｙ
-
Ｃ
ａ
ｓ
ｅ
ｒ
i
o
　
I
と
数
え
あ
げ
る
木
村
の
立
脚
点
は
西
の
国
に
・

あ
る
。
西
の
国
に
両
足
を
立
て
た
西
学
東
漸
の
門
と
し
て
、
犬
塚
の
追
及
と
山
田
の
好

奇
心
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
木
村
の
心
情
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
木
村
が
犬
塚
の
顔
を
見
る
目
は
ち
ょ
い
と
光
っ
た
。
木
村
は
今
云
つ
た
や
う
な
犬
塚

　
の
詞
を
聞
く
度
に
鳥
さ
し
が
そ
つ
と
覗
ひ
寄
っ
て
、
鋼
竿
の
尖
を
つ
と
差
し
附
け
る

　
や
う
な
心
持
が
す
る
。

こ
の
よ
う
な
木
村
の
感
慨
は
、
や
が
て
、
「
か
の
や
う
に
」
の
世
界
の
と
ｓ
-
ｏ
ｂ
の
構
図

と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
あ
そ
び
」
に
始
ま
り
、
歳
晩
の
「
食
堂
」
に
至



一
二
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

る
四
作
品
に
は
西
の
視
座
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
「
桟
橋
」
「
普
請
中
」
「
花
子
」
の
三

作
品
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
因
み
に
、
「
木
村
は
官
吏
で
あ
る
。
」
と
同
時
に
「
木

村
は
文
学
者
で
あ
る
。
」
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
た
木
村
が
号
砲
が
鳴
っ
た
後
、
ひ
と

り
で
食
堂
に
行
っ
て
、
「
ゆ
っ
く
り
弁
当
を
食
っ
て
、
そ
れ
か
ら
汗
臭
い
満
員
の
電
車

に
乗
っ
た
。
」
の
が
［
あ
そ
び
］
の
末
尾
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
食
堂
」
は
、
同
じ

木
村
が
役
所
の
食
堂
で
、
「
目
の
ぎ
よ
ろ
つ
と
し
た
、
色
の
浅
黒
い
、
気
の
利
い
た
風

の
男
」
で
あ
る
犬
塚
と
、
話
し
相
手
を
「
胡
座
を
掻
い
て
茶
漬
を
食
つ
て
ゐ
る
や
う
」

な
気
分
に
さ
せ
る
山
田
と
と
も
に
、
弁
当
を
食
べ
る
羽
目
に
な
っ
た
と
い
う
設
定
で
あ

り
、
両
作
品
に
は
巧
妙
な
契
合
関
係
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
木
村
も
の

の
間
に
存
在
す
る
の
が
、
「
フ
ア
ス
チ
ェ
ス
」
と
「
沈
黙
の
塔
」
の
二
作
品
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
侃
男
の
議
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
畑
塵
」
広
告
文
の
中
で
、
「
『
フ

ア
ス
チ
ェ
ス
』
『
沈
黙
の
塔
』
に
至
り
て
は
、
ブ
ヨ
イ
ェ
ト
ン
の
形
式
の
下
に
侃
男
の

議
論
を
寓
す
（
こ
。
）
と
記
し
た
の
は
鴎
外
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。

　
「
桟
橋
」
「
普
請
中
」
と
続
き
、
作
品
「
花
子
」
で
は
、
高
揚
し
た
束
か
ら
の
視
座
が

Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｒ
ｏ
ｄ
ｉ
ｎ
の
宣
告
を
創
出
せ
し
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
く
「
あ
そ
び
」
以

下
の
四
作
品
で
は
、
作
者
鴎
外
の
視
座
は
西
か
ら
の
そ
れ
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
微
妙
に
し
て
巧
妙
、
繊
細
に
し
て
大
胆
な
変
改
の
背
景
に
は
、
刑
法
第
七

十
三
条
に
関
す
る
被
告
事
件
、
す
な
わ
ち
、
大
逆
事
件
の
捜
査
の
進
捗
七
い
う
事
実
が

介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
仮
説
で
あ
る
。
因
み
に
、
十
月
二

十
九
日
の
雨
の
日
の
土
曜
日
、
鴎
外
の
日
録
に
は
、
「
平
田
内
相
束
助
、
小
松
原
文
相

英
太
郎
、
穂
積
教
授
八
束
、
井
上
通
泰
、
賀
古
鶴
所
と
椿
山
荘
に
会
す
。
晩
餐
を
饗
せ

ら
る
。
」
と
あ
る
。
乾
燥
し
き
っ
た
表
現
で
は
あ
る
が
意
味
深
長
で
あ
る
。
大
逆
事
件

に
係
る
決
定
書
が
公
表
さ
れ
る
の
は
こ
の
雨
の
日
か
ら
数
え
て
十
一
日
後
の
こ
と
で
あ

り
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
も
あ
る
。
束
か
ら
の
視
座
、
西
か
ら
の
視
座
と
い
う
あ
り
方
自

体
が
シ
リ
ボ
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
近
代
日
本
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
の
明
治
四
十
三
年

の
夏
、
鴎
外
は
絶
妙
に
し
て
重
要
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
姿
勢
制
御
と
で
も
呼
ぶ
に

相
応
し
い
変
転
の
前
に
は
、
ロ
ダ
ン
の
宣
告
に
象
徴
さ
れ
る
精
神
の
高
揚
が
あ
り
、
ま

た
、
そ
の
後
に
は
侃
誇
の
議
論
が
追
随
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
波
の
う
ね
り
に
も
似
た

激
動
の
後
に
回
想
と
憧
憬
の
産
９
　
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
明
治
四
十

四
年
二
月
一
日
発
行
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」
で
あ
り
、

続
い
て
「
三
田
文
学
」
の
三
月
号
及
び
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
妄
想
」
で
あ
ろ
う
。

　
鴎
外
は
明
治
四
十
四
年
四
月
二
十
二
日
刊
行
の
「
東
京
経
済
雑
誌
」
に
「
鼎
軒
先
生
」

な
る
一
文
を
も
の
し
て
い
る
。
「
鼎
軒
先
生
に
は
一
度
も
お
目
に
掛
か
っ
た
こ
と
が
な
い
。

私
は
少
壮
の
頃
、
暇
が
あ
れ
ば
本
ば
か
り
読
ん
で
ゐ
た
の
で
名
家
の
演
説
な
ど
を
わ
ざ

／
ｙ
ヽ
聴
き
に
往
つ
た
こ
と
が
殆
ど
無
い
。
そ
こ
で
余
所
な
が
ら
先
生
の
お
顔
を
見
る
機

会
を
も
得
な
い
で
し
ま
っ
た
（
３
）
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
小
品
「
鼎
軒
先
生
」
は
、

「
サ
フ
ラ
ン
」
も
ど
き
の
作
物
で
あ
る
。
「
サ
フ
ラ
ン
」
が
「
ど
れ
程
疎
遠
な
物
に
も
た

ま
く
行
摩
の
袖
が
触
れ
る
や
う
に
、
サ
フ
ラ
ン
と
私
と
の
間
に
か
接
触
点
が
な
い
こ

と
は
な
い
（
４
）
。
」
と
い
う
意
昧
で
の
接
触
点
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
よ
う
に
八
「
鼎
軒

先
生
」
も
接
触
点
の
薄
い
田
口
卯
吉
と
の
わ
ず
か
ば
か
り
の
由
縁
を
も
と
に
し
て
書
か

れ
た
一
文
で
あ
り
、
四
月
二
十
二
日
刊
行
の
「
東
京
経
済
雑
誌
」
を
飾
っ
て
い
る
。
因

み
に
、
こ
の
日
発
行
の
同
誌
は
「
鼎
軒
田
口
博
士
七
回
忌
記
念
号
」
と
銘
打
た
れ
て
い

る
。
鴎
外
の
日
録
三
月
五
日
の
条
に
は
、
「
朝
鈴
木
本
次
郎
筆
受
に
来
ぬ
。
田
口
文
太

来
て
鼎
軒
七
回
忌
の
事
を
言
ふ
。
午
後
川
端
玉
章
古
稀
の
賀
趨
に
ゅ
く
。
上
野
精
養
軒

な
り
ｏ
茉
莉
は
母
上
、
於
菟
と
共
に
浅
草
に
ゅ
き
ぬ
（
５
）
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
四
日
後

の
九
日
の
条
に
は
、
「
鼎
軒
先
生
を
草
し
て
田
口
文
太
に
送
る
。
」
と
い
う
記
述
が
見
ら

れ
る
。
田
口
文
太
と
は
、
「
鼎
軒
先
生
」
の
中
に
も
登
場
す
る
人
物
で
、
卯
吉
の
子
息

の
こ
と
で
あ
る
。

　
冒
頭
の
引
用
部
に
続
い
て
、
鼎
軒
こ
と
田
口
卯
吉
が
「
ア
ア
リ
ア
人
種
に
日
本
人
も

属
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
論
じ
た
小
冊
子
」
を
出
版
し
た
こ
ろ
の
こ
と
が
回
想
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。
た
ま
た
ま
団
子
坂
上
の
観
潮
桜
を
訪
れ
た
上
田
敏
が
田
口
家
と
係
累
の

あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
鴎
外
が
敏
を
相
手
に
、
田
口
卯
吉
の
著
作
を
批
判
し
た
こ
と
が

描
か
れ
て
い
る
。
「
僕
は
此
頃
田
口
卯
吉
と
云
ふ
人
の
書
い
た
本
を
見
た
が
、
日
本
人

が
ア
ア
リ
ア
人
種
だ
と
云
ふ
論
断
が
し
て
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
あ



る
言
語
学
上
の
事
実
が
、
間
口
ば
か
り
広
く
て
手
薄
で
あ
る
、
学
者
は
あ
ん
な
軽
卒
な

論
断
を
し
て
は
困
る
ぢ
や
な
い
か
」
な
る
一
文
は
、
鼎
軒
こ
と
田
口
卯
吉
に
対
す
る
鴎

外
の
歯
に
衣
着
せ
ぬ
見
解
で
あ
る
。
い
わ
ば
鴎
外
と
い
う
書
き
手
の
率
直
な
本
音
が
生

地
の
ま
ま
で
顔
を
出
し
て
い
る
言
辞
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
で
、
筆
者
鴎
外
は
み

ご
と
な
称
揚
の
語
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
部
か
ら
人
種
問
題
で
の
独
断
へ
と

続
く
田
口
卯
吉
に
対
す
る
裸
の
評
価
が
も
の
の
み
ご
と
に
林
を
着
せ
ら
れ
て
登
場
す
る

こ
と
に
な
る
。
手
の
こ
ん
だ
演
出
で
あ
る
。

　
鴎
外
は
、
「
日
本
の
近
世
の
学
者
を
一
本
足
の
学
者
と
二
本
足
の
学
者
に
分
け
る
。
」

と
し
た
う
え
で
文
化
論
を
展
開
し
て
い
る
。
文
中
の
「
近
世
」
は
近
時
の
意
で
あ
ろ
う
。

鼎
軒
先
生
断
案
に
係
る
前
提
条
件
が
以
下
の
と
お
り
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
新
し
い
日
本
は
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
と
が
落
ち
合
っ
て
渦
を
巻
い
て
ゐ
る
国

　
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
。
西
洋
の
文
化
に
立

　
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
一
本
足
で
立
っ
て
ゐ
る
。

　
一
本
足
で
立
っ
て
ゐ
て
も
、
深
く
根
を
卸
し
た
大
木
の
や
う
に
そ
の
足
に
十
分
力
が

　
入
っ
て
ゐ
て
、
推
さ
れ
て
も
倒
れ
な
い
や
う
な
人
も
あ
る
。
さ
う
云
ふ
人
も
八
国
学

　
者
や
漢
学
者
の
や
う
な
東
洋
学
者
で
あ
ら
う
が
西
洋
学
者
で
あ
ら
う
が
、
有
用
の
材

　
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
。

　
併
し
さ
う
云
ふ
一
本
足
の
学
者
の
意
見
は
偏
頗
で
あ
る
。
偏
頗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

　
を
実
際
に
施
す
と
な
る
と
差
支
を
生
ず
る
。
東
洋
学
者
に
従
へ
ば
、
保
守
に
な
り
過

　
ぎ
る
。
西
洋
学
者
に
従
へ
ば
、
急
激
に
な
る
。
現
に
あ
る
許
多
の
学
同
上
の
葛
藤
や

　
衝
突
は
此
二
要
素
が
争
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の
学
者
を
要
求
す
る
。
東
西
両
洋
の
文
化
を
、
一
本
づ
ｘ

　
の
足
で
踏
ま
へ
て
立
っ
て
ゐ
る
学
者
を
要
求
す
る
。

　
真
に
穏
健
な
議
論
は
さ
う
云
ふ
人
を
待
っ
て
始
て
立
て
ら
れ
る
。
さ
う
云
ふ
人
は
現

　
代
に
必
要
な
る
調
和
的
要
素
で
あ
る
。

こ
れ
が
鴎
外
の
提
示
す
る
前
提
条
件
で
あ
石
。
鴎
外
は
意
気
軒
昂
で
あ
る
。
こ
の
前
提

に
立
脚
し
つ
つ
、
鴎
外
は
七
回
忌
を
迎
え
た
鼎
軒
こ
と
田
口
卯
吉
に
み
ご
と
な
称
讃
の

一
三
　
　
森
鴎
外
に
お
け
る
東
と
西
の
問
題
　
（
篠
原
）

辞
を
献
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
私
は
鼎
軒
先
生
を
こ
の
最
も
得
難
い
二
本
足
の
学
者
と
し
て
、
大
い
に
尊
敬
す
る
。
」

前
提
条
件
に
続
く
鮮
や
か
な
称
讃
の
言
辞
で
あ
り
、
実
体
と
の
乖
離
は
当
面
の
問
題
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
「
ア
ア
リ
ア
人
種
」
云
々
を
承
け
て
、
「
先
生
が
一

本
の
足
で
西
洋
の
文
化
を
ど
れ
丈
し
つ
か
り
踏
ま
へ
て
ゐ
ら
れ
た
か
、
他
の
一
本
の
足

で
東
洋
の
文
化
を
ど
れ
丈
し
つ
か
り
踏
ま
へ
て
ゐ
ら
れ
た
か
、
そ
れ
を
一
々
具
体
的
に

研
究
す
る
の
は
頗
る
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
ら
う
。
憾
む
ら
く
は
私
は
今
そ
れ
程
の
余

裕
を
有
せ
な
い
。
」
と
い
う
贅
言
さ
え
付
加
す
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
鴎
外
は
田
口
卯
吉
の
七
回
忌
に
言
寄
せ
て
、
巧
み
に
自
己
の
感
慨
を
語
っ
て
い
る
。

鼎
軒
先
生
と
い
う
媒
体
を
借
り
て
自
己
の
見
解
を
披
渥
し
え
て
い
る
。
「
鼎
軒
先
生
」

の
中
で
記
さ
れ
て
い
る
「
最
も
得
難
い
二
本
足
の
学
者
」
と
は
、
外
な
ら
ぬ
鴎
外
自
身

の
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の
学
者
を
要
求
す
る
、
東
西
両
洋
の

文
化
を
、
一
本
づ
ヽ
の
足
で
踏
ま
へ
て
立
つ
て
ゐ
る
学
者
を
要
求
す
る
」
と
は
、
自
ら

デ
ッ
サ
ン
を
行
っ
た
自
画
像
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
多
事
多
端
で
あ
っ
た
明
治
四
十
三
年
が
幕
を
降
ろ
し
、
明
治
四
十
四
年
を
迎
え
た
。

こ
の
一
月
二
十
四
日
に
は
幸
徳
秋
水
以
下
十
一
名
が
絞
首
刑
と
。
な
り
、
翌
二
十
五
日
に

は
た
だ
一
人
の
女
性
被
告
人
菅
野
す
が
も
刑
場
の
露
と
消
え
去
っ
た
。
人
心
を
震
憾
せ

し
め
た
大
逆
事
件
も
い
つ
し
か
過
去
の
も
の
に
組
み
入
れ
ら
れ
よ
う
と
す
る
三
月
、
鴎

外
は
「
三
田
文
学
」
に
「
妄
想
」
を
発
表
し
、
続
く
四
月
号
の
同
誌
に
「
妄
想
」
続
編

を
発
表
し
て
い
る
。

　
鴎
外
の
妹
小
金
井
喜
美
子
の
手
に
な
る
「
千
住
の
家
」
に
端
を
発
し
て
書
か
れ
た
「
カ

ズ
イ
ス
チ
カ
」
は
明
治
四
十
四
年
二
月
一
日
発
行
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
作

品
で
あ
り
、
続
い
て
三
・
四
月
号
の
同
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
妄
想
」
と
は
血
脈
相
通
じ

る
作
品
で
あ
り
、
し
か
も
、
「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」
「
妄
想
」
と
も
に
、
鴎
外
の
宿
病
を
い

み
じ
く
も
描
き
出
し
た
作
物
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
別
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
６
）
、
そ
の
「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」
「
妄
想
」
に
腫
を
接
し
て
書
か
れ
た
の
が
「
鼎
軒
先
生
」

で
あ
る
。



一
四
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
（
一
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

　
僕
八
十
八
と
と
も
に
過
す
「
妄
想
」
の
翁
が
決
し
て
鴎
外
そ
の
人
と
同
じ
で
な
い
こ

と
は
自
明
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
倦
め
ば
砂
の
山
を
歩
い
て
松
の
木
立
を
見
る
。
砂
の

浜
に
下
り
て
海
の
波
瀾
を
見
る
。
僕
八
十
八
の
薦
め
る
野
菜
の
膳
に
向
つ
て
、
飢
を
凌

ぐ
。
」
と
い
う
翁
の
像
は
、
春
秋
と
い
う
時
の
経
過
の
後
に
お
い
て
、
た
ど
り
着
く
は

ず
の
自
画
像
で
あ
り
、
寧
日
な
き
日
々
を
送
る
鴎
外
の
白
昼
夢
で
も
あ
る
。
鴎
外
森
林

太
郎
と
『
妄
想
』
の
翁
と
の
乖
離
の
図
式
の
中
に
、
鴎
外
の
現
実
と
憧
憬
の
絵
柄
が
見

え
隠
れ
し
て
お
り
、
一
方
、
『
鼎
軒
先
生
』
の
中
に
見
ら
れ
る
虚
構
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

の
中
に
は
、
鴎
外
そ
の
人
の
願
望
を
瞥
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
う
に
、
鴎
外
は
鼎

軒
先
生
称
揚
の
言
辞
の
中
に
自
己
の
あ
る
べ
き
姿
を
封
じ
込
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
鼎
軒
先
生
と
い
う
故
人
を
用
い
て
、
明
治
四
十
三
年
と
い
う
激
動
の
一
年

を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
自
分
自
身
を
「
最
も
得
難
い
二
本
足
の
学
者
」
と
し
て
印
象

づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
真
に
穏
健
な
議
論
は
さ
う
云
ふ
人
を

待
っ
て
、
始
て
立
て
ら
れ
る
。
さ
う
云
ふ
人
は
現
代
に
必
要
な
る
調
和
的
要
素
で
あ
る
」

と
は
余
り
に
も
静
謐
に
過
ぎ
る
。

　
一
本
足
の
学
者
の
意
見
を
偏
頗
と
し
、
二
本
足
の
学
者
の
必
要
性
を
説
く
「
鼎
軒
先

生
」
の
世
界
は
、
前
年
の
鴎
外
自
身
の
軌
跡
へ
の
省
察
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
そ
の
中
で
あ
え
て
二
本
足
の
学
者
と
し
て
印
象
づ
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
「
東
洋
学
者
に
従
へ
ば
、
保
守
に
な
り
過
ぎ
る
、
西
洋
学
者
に
従
へ
ば
、
急
激

に
な
る
、
現
に
あ
る
許
多
の
学
問
上
の
葛
藤
や
衝
突
は
此
二
要
素
が
争
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
」
と
あ
る
。
鴎
外
は
「
鼎
軒
先
生
」
を
通
し
て
殊
更
穏
健
と
調
和
を
売
り
物
に
し

た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
歴
史
其
優
と
歴
史
離
れ
」
の
「
わ
た
く
し
の
作
品

は
概
し
て
ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
i
ｓ
ｃ
ｈ
で
な
く
っ
て
、
ａ
ｐ
ｏ
Ｕ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
な
の
だ
。
わ
た
く
し
は
ま
だ
作
品

を
ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
i
ｓ
ｃ
ｈ
に
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
た
こ
と
は
な
い
。
わ
た
く
し
が
多
少
努
力

し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
只
観
照
的
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
努
力
の
み
で

あ
る
（
７
）
ｏ
」
が
決
し
て
現
実
の
反
照
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
「
沈
黙
の
塔
」
の
末
尾
の

一
文
を
例
示
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
「
芸
術
も
学
問
も
、
パ
ア
シ
イ
族
の
因
襲

の
目
か
ら
は
、
危
険
に
見
え
る
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
と
い
ふ
に
、
ど
こ
の
国
、
い
つ
の
世

で
も
、
新
し
い
道
を
歩
い
て
行
く
人
の
背
後
に
は
、
必
ず
反
動
者
の
群
が
ゐ
て
隙
を
窺

つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
或
る
機
会
に
起
っ
て
迫
害
を
加
へ
る
。
只
口
実
丈
が
国
に
よ
り
時

代
に
よ
っ
て
変
る
。
危
険
な
る
洋
書
も
其
口
実
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
マ
ラ
バ
ア

・
ヒ
ル
の
沈
黙
の
塔
の
上
で
、
鴉
の
う
た
げ
が
酎
で
あ
る
（
８
）
。
」
と
は
、
ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
i
ｓ
ｃ
ｈ

に
過
ぎ
は
し
な
い
か
。
侃
誇
の
議
論
の
名
に
相
応
し
い
、
急
激
に
過
ぎ
る
表
現
で
あ
る
。

　
鴎
外
は
「
鼎
軒
先
生
」
に
お
い
て
、
日
本
の
近
時
の
学
者
を
「
一
本
足
」
の
学
者
と

「
二
本
足
」
の
学
者
と
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
足
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
田
口
卯

吉
の
雅
号
鼎
軒
の
「
鼎
」
の
字
へ
の
着
目
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
小
倉
在

住
時
代
の
雅
号
「
隠
流
（
９
）
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
鴎
外
の
執
拗
な
拘
泥
が
、
「
一
本
足
」

と
「
二
本
足
」
の
対
比
を
行
わ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
鼎
は
三
足
両
耳
の
器

で
あ
る
。
「
鼎
軒
先
生
」
の
末
尾
の
一
文
、
「
そ
し
て
世
間
で
は
一
本
足
同
士
が
、
相
変

ら
ず
葛
藤
を
起
し
た
り
、
衝
突
し
合
つ
た
り
し
で
ゐ
る
。
」
は
鼎
の
足
へ
の
注
目
が
も

た
ら
し
た
明
治
四
十
三
年
と
い
う
年
へ
の
総
括
で
も
あ
る
。

　
思
う
に
、
鴎
外
に
と
っ
て
明
治
四
十
三
年
と
い
う
年
は
激
動
の
一
年
で
も
あ
っ
た
。

「
晴
。
大
阪
よ
り
宮
嶋
に
ゆ
く
夜
汽
車
の
中
に
年
を
迎
ふ
。
朝
宮
嶋
駅
に
て
下
車
し
、

小
蒸
気
船
に
乗
り
て
厳
嶋
に
わ
た
る
。
工
事
の
た
め
に
足
場
を
掛
け
た
る
大
鳥
居
の
あ

た
り
に
は
白
き
需
棚
引
け
り
。
紅
葉
谷
の
岩
総
に
入
る
。
岩
に
沿
ひ
て
石
灯
寵
を
立
つ
。

其
数
百
八
づ
つ
六
箇
所
あ
り
。
金
一
円
五
十
銭
を
納
め
ば
点
火
す
べ
し
と
云
ふ
。
道
に

大
屑
の
ち
り
ぼ
へ
る
を
見
る
。
こ
は
除
夜
の
神
事
に
、
家
ご
と
に
火
を
受
け
て
帰
り
し

ゆ
ゑ
な
り
。
其
矩
火
は
外
を
杉
板
に
て
円
く
巻
き
、
中
に
割
竹
を
入
れ
た
り
。
さ
て
所

々
縄
に
て
括
れ
り
。
大
小
種
々
な
り
。
燃
え
さ
し
を
家
々
の
前
に
立
て
た
り
。
午
食
後

社
に
詣
で
、
宝
物
を
観
る
。
芝
の
上
に
鹿
の
糞
黒
豆
を
蒔
き
尤
る
如
く
ち
り
ぽ
へ
り
。

人
家
の
塵
家
を
あ
さ
る
鹿
も
あ
り
。
夜
宿
の
あ
る
じ
が
為
め
に
紅
葉
渓
の
三
字
を
書
す
。

又
里
芋
と
不
動
の
目
云
ご
）
篇
を
草
す
・
」
と
記
し
た
元
旦
か
ら
「
陰
。
時
々
雪
ふ
る
。

戸
塚
鉄
子
来
訪
す
。
平
野
甚
三
久
保
が
天
運
に
て
窒
扶
斯
を
病
め
る
を
報
ず
。
」
と
い

う
歳
晩
に
至
る
ま
で
、
鴎
外
は
大
き
な
振
幅
を
示
し
た
一
年
で
あ
っ
た
。
鴎
外
は
明
治

四
十
三
年
と
い
う
知
命
の
歳
を
目
前
に
し
た
一
年
に
対
す
る
省
察
の
上
に
立
っ
て
、
故



人
に
言
寄
せ
つ
つ
、
あ
え
て
、
二
本
足
の
学
者
の
必
要
性
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
二
本
足
の
学
者
こ
そ
他
な
ら
ぬ
鴎
外
そ
の
人

で
あ
る
と
主
張
し
た
く
な
る
よ
う
な
誘
惑
が
心
中
に
絶
無
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
鼎
軒
先
生
を
借
景
と
し
て
自
ら
を
語
っ
た
鴎
外
の
口
舌
に
は
、
乃
公
出
で
ず

ん
ば
の
気
迫
さ
え
あ
る
。
「
附
寒
山
拾
得
縁
起
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

「
子
供
に
は
昔
の
寒
山
が
文
殊
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
ら
ぬ
と
同
じ
く
、
今
の
宮
崎
さ
ん

が
メ
ツ
シ
ア
ス
で
あ
る
の
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
私
は
一
つ
の
関
を
喩
え
て
、
又
一
つ

の
関
に
出
逢
っ
た
や
う
に
思
っ
た
。
そ
し
て
と
ぅ
く
か
う
云
っ
た
。
『
実
は
パ
パ
ア

も
文
殊
な
の
だ
が
、
ま
だ
誰
も
拝
み
に
来
な
い
の
だ
よ
（
1
0
）
。
」
と
い
う
み
ご
と
な
幕
引

き
に
見
ら
れ
る
文
殊
と
の
同
定
化
の
構
図
と
同
様
に
、
「
鼎
軒
先
生
」
一
篇
の
言
挙
げ

は
語
る
に
落
ち
る
の
感
さ
え
す
る
代
物
で
あ
る
。

　
「
鼎
軒
先
生
」
の
中
の
表
現
に
密
着
す
る
と
す
れ
ば
、
「
新
し
い
日
本
は
東
洋
の
文
化

と
西
洋
の
文
化
と
が
落
ち
合
っ
て
渦
を
巻
い
て
ゐ
る
国
で
あ
る
。
」
と
い
う
断
案
の
延

長
線
上
に
、
「
日
本
人
の
死
生
観
（
1
1
）
」
の
中
の
「
鴎
外
は
、
欧
州
と
い
う
世
界
に
さ
ま

ざ
ま
な
水
準
に
お
い
て
接
す
る
と
同
時
に
、
日
本
の
多
様
な
文
化
的
伝
統
に
も
通
じ
て

い
た
、
数
少
い
明
治
知
識
人
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
文
化
の
せ
め
ぎ

合
い
を
め
ぐ
っ
て
鴎
外
が
な
し
と
げ
た
仕
事
は
、
ま
こ
と
に
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ

た
。
」
と
い
う
指
摘
も
存
在
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
二
つ
の
文
化
の
「
せ
め
ぎ
合
い
」
、

す
な
わ
ち
、
鴎
外
の
表
現
に
従
う
と
す
れ
ば
、
「
渦
」
の
中
に
あ
っ
て
、
東
か
ら
西
へ

と
動
い
た
の
が
明
治
四
十
三
年
の
春
か
ら
歳
晩
に
か
け
て
の
鴎
外
森
林
太
郎
の
視
座
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
三
月
五
日
の
「
真
蒼
に
晴
れ
」
わ
た
づ
た
横
浜
の
埠
頭
で
、
洋
行
す
る
夫
を
見
送
る

身
重
の
伯
爵
夫
人
に
と
っ
て
、
見
送
り
の
人
々
が
い
く
ら
「
桟
橋
の
は
づ
れ
ま
で
走
っ

て
行
」
こ
う
と
も
、
そ
ん
な
は
し
た
な
い
真
似
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
大
き
い
帽
子
を

被
っ
た
女
と
背
の
高
い
男
が
振
る
ハ
ン
カ
チ
の
描
写
の
後
に
続
く
以
下
の
記
述
で
、
「
写

生
小
品
」
と
銘
打
っ
た
「
桟
橋
」
は
そ
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

　
此
二
人
が
端
緒
を
開
い
て
か
ら
、
そ
こ
こ
>
-
に
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
を
振
る
人
が
あ
る
。

一
五
　
　
森
鴎
外
に
お
け
る
束
と
西
の
問
題
　
（
篠
原
）

　
桟
橋
の
は
づ
れ
迄
出
た
、
伯
爵
の
一
行
を
送
る
人
々
の
中
で
も
、
白
い
物
が
閃
く
の

　
で
あ
る
。
自
分
も
快
に
入
れ
て
来
た
、
バ
チ
ス
ト
の
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
を
痩
せ
た
指
に

　
掴
ん
で
は
見
た
が
、
ど
う
も
そ
ん
な
は
し
た
な
い
真
似
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
船
は
桟
橋
を
離
れ
た
と
思
ふ
と
、
少
し
舶
先
を
右
に
向
け
た
。
夫
と
子
爵
と
の
立
つ

　
て
ゐ
ら
れ
る
処
は
、
と
う
と
う
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
艦
の
横
の
方
に
、
ｂ
ｌ
ｏ
ｕ
ｓ
ｅ
と
か
い
ふ
も
の
ゝ
や
う
な
浅
葱
色
の
寒
さ
う
な
服
を
著
た
、

　
十
五
六
歳
位
な
少
年
の
立
つ
て
ゐ
る
の
丈
が
ま
だ
見
え
る
。
ど
ん
な
母
が
仏
蘭
西
で

　
待
つ
て
ゐ
る
子
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
親
は
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
艦
の
横
の
方

　
に
立
っ
て
、
こ
ち
ら
を
見
て
ゐ
る
の
は
、
何
を
見
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
自
分
は
徐
か
に
腫
を
旋
ら
し
た
。
そ
し
て
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
歩
む
。

　
桟
橋
が
長
い
長
い
。

　
今
ま
で
黒
く
塗
っ
た
船
の
ゐ
た
跡
に
は
、
小
さ
い
波
が
白
ら
け
た
日
の
光
を
反
射
し

　
て
、
魚
の
鱗
の
や
う
に
耀
い
て
ゐ
る
。

二
人
の
男
女
だ
け
で
な
く
、
伯
爵
を
見
送
る
人
々
の
中
に
も
白
い
ハ
ン
カ
チ
を
振
る
人

が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
引
用
文
の
直
前
に
は
、
桟
橋
の
は
ず
れ
ま
で
走
っ
て

行
く
見
送
り
の
人
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
銀
鼠
色
の
吾
妻
コ
オ

ト
」
を
ま
と
っ
た
伯
爵
夫
人
に
は
で
き
な
い
行
為
で
あ
っ
た
。
「
自
分
に
は
そ
ん
な
は

し
た
な
い
真
似
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
自
省
と
抑
制
の
構
図
が
文
中
二
度

に
わ
た
っ
て
現
出
し
て
い
る
。

　
快
の
中
の
バ
チ
ス
ト
の
ハ
ン
カ
チ
を
痩
せ
た
指
で
つ
か
ん
で
は
み
た
も
の
の
、
は
し

た
な
い
真
似
の
で
き
な
か
っ
た
伯
爵
夫
人
は
、
港
に
着
い
た
時
と
同
様
に
、
「
四
五
人

の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
歩
む
」
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
五
度
目
の
リ
フ
レ
イ
ン
が

奏
で
ら
れ
て
い
る
。
「
桟
橋
が
長
い
長
い
。
」
―
－
。

　
長
い
の
は
横
浜
の
港
の
桟
橋
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
続
く
で
あ
ろ
う
禁
忌
と
絨

黙
の
日
々
も
ま
た
長
い
は
ず
で
あ
る
。
「
今
ま
で
黒
く
塗
っ
た
船
の
ゐ
た
跡
に
は
、
小

さ
い
波
が
白
け
た
日
の
光
を
反
射
し
て
、
魚
の
鱗
の
や
う
に
耀
い
て
ゐ
る
。
」
と
い
う

末
尾
の
一
文
の
後
に
残
る
空
虚
と
喪
失
の
情
感
の
み
ご
と
さ
に
は
、
た
だ
シ
ャ
″
ポ
を



一
六
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
（
一
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

脱
ぐ
ば
か
り
で
あ
る
。
伯
爵
夫
人
は
、
バ
チ
ス
ト
の
ハ
ン
カ
チ
を
人
知
れ
ず
っ
か
ん
で

は
み
た
が
、
快
か
ら
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
伯
爵
家
の
令
夫
人
に
と
っ
て

は
、
快
の
中
で
ハ
ン
カ
チ
を
ま
さ
ぐ
る
の
が
せ
め
て
も
の
破
格
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
「
桟
橋
」
に
続
い
で
、
雑
誌
「
三
田
文
学
」
の
誌
上
を
飾
っ
た
0
1
が
「
普
請
中
」
で

あ
る
。
‘
六
月
一
一
日
発
行
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
「
普
請
中
」
は
、
作
品
と
し

て
の
ま
と
ま
り
や
意
表
を
つ
い
た
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
面
白
さ
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
「
桟

橋
」
以
上
の
出
来
映
え
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
「
普
請
中
」
に
以
下
の
く
だ
り
が
あ
る
。

精
養
軒
ホ
テ
ル
で
の
渡
辺
参
事
官
と
ド
イ
ツ
の
歌
姫
と
の
再
会
の
場
面
で
あ
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
ヘ
行
く
の
。
日
本
は
駄
目
だ
っ
て
、
ウ
ラ
ヂ
オ
で
聞
い
て
来
だ
の
だ
か
ら
、

　
当
に
は
し
な
く
つ
て
よ
。
」

・
「
そ
れ
が
好
い
。
ロ
シ
ア
の
次
は
ア
メ
リ
カ
が
好
か
ら
う
。
日
本
は
ま
だ
そ
ん
な
に

　
進
ん
で
ゐ
な
い
か
ら
な
あ
。
日
本
は
ま
だ
普
請
中
だ
。
」

　
「
あ
ら
。
そ
ん
な
事
を
仰
や
る
と
ド
日
本
０
　
紳
士
が
か
う
云
つ
た
と
、
ア
メ
リ
カ
で

　
話
し
て
よ
。
日
本
の
官
吏
が
と
云
ひ
ま
せ
う
か
。
あ
な
た
官
吏
で
せ
う
。
」

　
「
う
む
。
官
吏
だ
。
」

　
「
お
行
儀
が
好
く
っ
て
。
」

　
「
恐
ろ
し
く
好
い
。
本
当
の
フ
イ
リ
ス
テ
ル
に
な
り
済
ま
し
て
ゐ
る
。
け
ふ
の
晩
飯

　
丈
が
破
格
な
の
だ
。
」

　
「
難
有
い
わ
。
」
さ
つ
き
か
ら
幾
つ
か
の
控
鉦
を
は
づ
し
て
ゐ
た
手
袋
を
脱
い
で
、
卓

　
越
し
に
右
の
平
手
を
出
ず
の
で
あ
る
。
渡
辺
は
真
面
目
に
其
手
を
し
つ
か
り
握
っ
た
。

　
手
は
冷
た
い
。
そ
し
て
そ
の
冷
た
い
手
が
離
れ
ず
に
ゐ
て
、
輦
の
出
来
た
為
め
に
Ｉ

　
倍
大
き
く
な
つ
た
や
う
な
目
が
、
ぢ
つ
と
渡
辺
の
顔
に
注
が
れ
た
。

　
「
キ
ス
を
し
て
上
げ
て
も
好
く
っ
て
。
」

　
渡
辺
は
わ
ざ
と
ら
し
く
顔
を
螢
め
た
。
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」

　
叩
か
ず
に
戸
を
開
け
て
、
給
仕
が
出
て
来
た
。

　
「
お
食
事
が
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」

　
「
こ
こ
は
日
本
だ
」
と
繰
り
返
し
な
が
ら
渡
辺
は
起
っ
て
、
女
を
食
卓
の
あ
る
室
へ

　
案
内
し
た
。
丁
度
電
灯
が
ぱ
づ
と
附
い
た
（
巴
。

ド
イ
ツ
か
ら
日
本
に
や
う
て
来
た
歌
姫
と
渡
辺
参
事
官
・
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
チ

エ
ン
ト
ラ
ア
ル
テ
ア
ア
テ
ル
が
は
ね
て
、
ブ
リ
ユ
ウ
ル
石
階
の
上
の
料
理
屋
の
卓
に
、

丁
度
こ
ん
な
風
に
向
き
合
っ
て
据
わ
つ
て
ゐ
て
、
お
こ
っ
た
り
、
中
直
り
を
し
た
り
し

た
昔
の
事
を
、
意
味
の
な
い
話
を
し
て
ゐ
な
が
ら
も
、
女
は
想
ひ
浮
べ
ず
に
は
ゐ
ら
れ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
歌
姫
の
心
の
中
を
解
説
し
た
一
文
を
紹
介
す
れ
ば
十

分
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
過
去
を
踏
ま
え
た
う
え
で
渡
辺
に
肉
迫
し
て
来
る
歌
姫
ぷ

ジ
ン
ス
カ
ア
”
に
対
し
て
は
、
「
本
当
の
フ
イ
リ
ス
テ
ル
に
な
り
済
ま
し
て
ゐ
る
。
」
と

い
う
自
虐
の
言
辞
と
と
も
に
、
今
一
つ
、
「
け
ふ
の
晩
飯
丈
が
破
格
な
の
だ
。
」
と
い
う

解
説
の
一
文
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
P
h
i
l
i
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
渡
辺
に
と
っ
て
は
、
晩
飯
だ
け
で
も
破

格
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
渡
辺
の
自
虐
を
伴
っ
た
宣
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
袋
を
脱
い
だ
歌
姫
は
、
卓
越
し

に
右
の
平
手
を
出
し
た
う
え
で
、
媚
び
を
含
ん
だ
目
で
見
つ
め
な
が
ら
渡
辺
に
迫
っ
た
。

「
キ
ス
を
し
て
上
げ
て
も
好
く
っ
て
。
」
－
―
女
の
接
近
を
前
に
し
て
、
参
事
官
渡
辺
は

呪
文
を
唱
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と
は
、
絶
妙
に
過
ぎ
る
。
た
と

え
渡
辺
と
歌
姫
と
の
往
時
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
こ
こ
は
日
本

だ
。
」
と
い
う
明
白
な
る
現
実
に
従
う
必
要
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と
い
う
渡
辺
の
呪
文
は
、
給
仕
が
ノ
ッ
ク
を
せ
ず
に

入
っ
て
来
た
時
に
も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
叩
か
ず
に
戸
を
開
け
て
」
食
事

の
案
内
に
来
る
給
仕
へ
の
着
目
は
、
渡
辺
が
精
養
軒
に
到
着
し
た
直
後
の
サ
ロ
ン
の
印

象
と
血
脈
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
渡
辺
は
ソ
フ
ァ
に
腰
を
掛
け
て
、
サ
ロ
ン
の
中
を
見
廻
し
た
。
壁
の
所
々
に
は
、
偶

　
然
こ
こ
で
落
ち
合
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
掛
物
が
幾
つ
も
掛
け
て
あ
る
。
梅
に
鶯
や
ら
、

　
浦
島
が
子
や
ら
、
鷹
や
ら
、
ど
れ
も
／
～
小
さ
い
丈
の
短
い
幅
な
の
で
、
天
井
の
高

　
い
壁
に
掛
け
ら
れ
た
の
が
、
尻
を
端
折
つ
た
や
う
に
見
え
る
。
食
卓
の
拵
へ
て
あ
る

　
室
の
入
口
を
挟
ん
で
、
聯
の
や
う
な
物
の
掛
け
て
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
某
大
数
正
の

　
書
い
た
神
代
文
字
と
い
ふ
も
の
』
で
あ
る
。
日
本
は
芸
術
の
国
で
は
な
い
。



と
い
う
の
が
渡
辺
の
犀
利
な
分
析
で
あ
る
。

な
ら
な
い
。

そ
れ
で
も
な
お
、
呪
文
は
唱
え
ら
れ
ね
ば

　
二
度
に
わ
た
っ
て
渡
辺
の
口
を
突
い
て
出
た
呪
文
、
す
な
わ
ち
、
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」

に
は
二
つ
の
効
用
が
あ
る
。
「
キ
ス
を
し
て
上
げ
て
も
好
く
っ
て
」
と
迫
り
来
る
女
に

対
し
て
、
わ
ざ
と
ら
し
く
顔
を
璧
め
な
が
ら
唱
え
た
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
に
は
、
含

羞
の
伝
統
に
対
す
る
９
　
侍
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
、
給
仕
の
所
作
に
対
し
て

発
せ
ら
れ
た
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
に
は
、
単
な
る
繰
り
返
し
に
と
ど
ま
ら
な
い
渡
辺

の
諦
観
が
あ
る
。

　
０
　
侍
と
諦
観
の
併
存
の
構
図
の
中
に
鴎
外
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
を
見
出
し
た
一
三
島
由
紀
夫

は
ヽ
渡
辺
参
事
官
の
像
を
「
半
ば
絶
望
し
な
が
ら
建
設
に
携
は
つ
て
ゐ
た
知
識
人
（
1
3
）
」

の
そ
れ
と
し
て
最
大
級
の
讃
辞
を
呈
し
て
い
る
。
参
事
官
渡
辺
の
二
度
に
わ
た
る
呪
文

の
は
ざ
ま
に
、
普
請
中
の
国
日
本
の
現
実
が
存
在
す
る
。
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と
い
う

居
直
り
の
宣
告
に
は
、
含
羞
の
衣
を
ま
と
っ
た
も
う
一
つ
の
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と

い
う
科
白
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
普
請
中
」
の
絵
柄
が
、
シ
ャ
ン
パ
ン
の
乾

杯
の
後
で
、
渡
辺
参
事
官
を
し
て
”
Ｋ
ｏ
ｓ
i
n
ｓ
k
i
　
ｓ
o
i
l
　
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
　
／
　
”
と
い
う
痛
烈
な
る
ア

イ
ロ
ニ
ー
の
言
辞
を
吐
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
静
寂
の
中
で
シ
ャ
ン
パ
ン
の
杯
を
上
げ
た
歌
姫
の
手
が
「
人
に
は
知
れ
ぬ
程
顛
つ
て
」

い
よ
う
と
も
、
渡
辺
参
事
官
は
普
請
中
。
の
国
日
本
の
官
吏
と
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
晩
飯
」
の
後
に
は
、
「
桟
橋
」
の
伯
爵
夫
人
の
轍
を
踏
ん
で
「
四
五
人
の
女
中
に
取
り

巻
か
れ
て
歩
」
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
ま
だ
夜
も
更
け
や

ら
な
い
八
時
半
ご
ろ
、
「
灯
火
の
海
の
や
う
な
銀
座
通
を
横
切
っ
て
、
ヱ
エ
ル
に
深
く

面
を
包
ん
だ
女
を
載
せ
た
、
一
輛
の
寂
し
い
車
が
芝
の
方
へ
駈
け
て
行
っ
た
。
」
の
は

当
然
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
。
渡
辺
の
居
直
り
が
ド
イ
ツ
の
歌
姫
を
完
膚
な
き
ま
で
に
打

ち
の
め
し
た
。
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と
は
鋭
利
に
過
ぎ
る
。

　
「
普
請
中
」
に
続
い
て
、
明
治
四
十
三
年
七
月
一
日
発
行
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表

さ
れ
た
「
花
子
」
は
、
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｒ
亀
i
n
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
花
子
を
描
い
た
小
品
で

あ
る
。
平
川
祐
弘
の
表
現
を
借
用
す
る
と
す
れ
ば
、
「
す
べ
て
書
籍
的
知
識
に
よ
っ
て
『
花

一
七
　
　
森
鴎
外
に
お
け
る
束
と
西
の
問
題
　
（
篠
原
）

子
』
を
構
成
し
だ
（
1
4
）
」
鴎
外
は
、
モ
デ
ル
花
子
を
案
内
し
て
Ｈ
ｏ
ｔ
e
l
固
ｒ
ｏ
ｎ
に
ゃ
っ
て

来
た
二
ｎ
ｓ
ｔ
i
ｔ
ｕ
ｔ
　
Ｐ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｕ
ｒ
の
久
保
田
に
対
し
て
一
つ
の
宣
告
を
行
う
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｒ
乱
i
n

の
こ
と
ば
で
作
品
「
花
子
」
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
文
字
ど
お
り
の
「
最
後
の
詞
の
最

後
の
一
句
（
1
5
）
」
で
あ
る
。
無
論
「
十
五
分
か
二
十
分
」
の
間
の
デ
ッ
サ
ン
に
お
け
る

花
子
実
見
後
の
巨
匠
ロ
ダ
ン
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
マ
ド
モ
ア
セ
ユ
は
実
に
美
し
い
体
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
。
脂
肪
は
少
し
も
な
い
。
筋
肉

　
は
一
つ
く
浮
い
て
ゐ
る
。
Ｆ
ｏ
ｘ
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
i
e
ｒ
ｓ
の
筋
肉
の
や
う
で
す
。
腱
が
し
っ
か
り

　
し
て
ゐ
て
太
い
の
で
、
関
節
の
大
さ
が
手
足
の
大
さ
と
同
じ
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
足

　
一
本
で
ぃ
つ
ま
で
も
立
つ
て
ゐ
て
、
も
一
つ
の
足
を
直
角
に
伸
ば
し
て
ゐ
ら
れ
る
程
、

　
丈
夫
な
の
で
す
。
丁
度
地
に
根
を
深
く
卸
し
て
ゐ
る
木
の
や
う
な
の
で
す
ね
。
肩
と

　
腰
の
潤
い
地
中
海
の
々
罵
と
も
違
ふ
。
腰
ば
か
り
潤
く
て
、
肩
の
狭
い
北
ヨ
オ
ロ

　
ツ
パ
の
チ
イ
プ
と
も
違
ふ
。
強
さ
の
美
で
す
ね
（
1
6
）
。

地
中
海
の
タ
イ
プ
、
北
欧
の
タ
イ
プ
と
も
異
な
っ
た
第
三
の
美
の
登
場
、
強
さ
の
美
の

言
挙
げ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
斯
道
の
巨
匠
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｒ
乱
i
n
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

と
こ
ろ
に
千
鈎
の
重
み
が
あ
る
。
新
た
な
る
美
、
日
本
の
美
の
お
目
見
得
で
あ
る
。

　
こ
の
ロ
ダ
ン
の
宣
告
に
先
立
っ
て
、
医
学
生
久
保
田
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
ロ

ダ
ン
に
紹
介
す
べ
く
は
じ
め
て
花
子
を
見
た
久
保
田
の
印
象
で
あ
る
。

　
久
保
田
の
心
は
一
種
の
羞
恥
を
覚
え
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
日
本
の
女
と
し

　
て
ロ
ダ
ン
に
紹
介
す
る
に
は
、
も
少
し
立
派
な
女
が
欲
し
か
つ
た
と
思
つ
た
の
で
あ

　
る
。

　
さ
う
思
つ
た
の
も
無
理
は
無
い
。
花
子
は
別
品
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
の
女
優

　
だ
と
云
っ
て
、
或
時
忽
然
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
都
会
に
現
れ
た
。
そ
ん
な
女
優
が
日
本
に

　
ゐ
た
か
ど
ぅ
だ
か
、
日
本
人
に
は
知
っ
た
も
の
は
な
い
。
久
保
田
も
勿
論
知
ら
な
い

　
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
別
品
で
な
い
。
お
三
ど
ん
の
や
う
だ
と
云
っ
て
は
、
可

　
哀
さ
う
で
あ
ら
う
。
格
別
荒
い
為
事
を
し
た
こ
と
は
な
い
と
見
え
て
、
手
足
な
ん
ぞ

　
は
荒
れ
て
ゐ
な
い
。
併
し
十
七
の
娘
盛
な
の
に
、
小
間
使
と
し
て
も
少
し
受
け
取
り

　
に
く
い
姿
で
あ
る
。
一
言
で
評
す
れ
ば
、
子
守
あ
が
り
位
に
し
か
、
値
踏
が
出
来
兼



一
八
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

　
ね
る
の
で
あ
る
。

ロ
ダ
ン
の
宣
告
と
医
学
生
久
保
田
の
印
象
と
の
間
に
存
在
す
る
巡
庭
は
、
あ
の
「
普
請

中
」
で
渡
辺
が
繰
り
返
し
た
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と
い
う
二
度
の
呪
文
の
持
つ
落
差

と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
現
実
を
冷
厳
に
見
据
え
つ
つ
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
見

過
し
え
な
い
よ
う
な
衝
動
が
鴎
外
の
深
奥
で
轟
い
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

「
花
子
」
の
発
表
に
遡
る
こ
と
六
年
前
の
明
治
三
十
七
年
五
月
三
日
に
春
陽
堂
か
ら
刊

行
さ
れ
た
「
黄
禍
論
梗
概
」
に
見
ら
れ
る
「
御
承
知
の
通
り
黄
禍
と
云
ふ
語
は
白
人
種

と
黄
色
人
種
と
の
争
闘
か
ら
、
新
た
に
生
ま
れ
て
来
た
語
で
ム
リ
ま
し
て
、
白
人
の
側

で
黄
色
人
種
に
対
し
て
抱
い
て
居
る
感
情
を
表
し
て
居
る
の
で
ム
リ
ま
す
。
私
は
此
感

情
は
吾
人
の
詳
に
研
究
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
と
信
じ
て
居
り
ま
す
。
何
故
と

い
ふ
に
吾
人
黄
色
人
は
、
先
頃
の
北
清
事
件
で
の
や
う
仁
、
往
々
白
人
等
と
錬
を
並
べ

て
進
ん
で
、
却
っ
て
他
の
黄
色
人
種
と
争
ふ
や
う
な
勢
に
な
っ
て
居
り
ま
す
が
、
又
現

に
英
国
と
同
盟
し
て
、
東
洋
の
平
和
を
維
持
し
や
う
と
勉
め
て
居
り
ま
す
が
、
此
同
盟

国
や
我
邦
に
対
し
て
昔
か
ら
多
く
の
同
情
を
持
っ
て
居
る
米
国
は
姑
く
置
く
と
し
て
。

一
般
の
白
人
種
は
我
国
人
と
他
の
黄
色
人
と
を
Ｉ
く
る
め
に
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
一

種
の
厭
悪
若
く
は
猪
疑
の
念
を
な
し
て
居
る
の
で
ム
リ
ま
す
か
ら
、
吾
人
は
嫌
で
も
白

人
と
反
対
に
立
つ
運
命
を
持
っ
て
居
る
こ
と
を
自
覚
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ず
、
こ
れ
を
自

覚
す
れ
ば
、
所
謂
黄
禍
の
研
究
は
敵
情
の
偵
察
で
ム
リ
ま
し
て
、
兵
家
に
申
さ
せ
る
と
、

彼
を
知
る
Ｉ
端
な
の
で
ム
リ
ま
す
。
猶
進
ん
で
申
し
ま
せ
う
な
ら
、
日
露
の
間
に
は
恐

ら
く
は
戦
争
が
避
け
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
と
、
誰
も
信
じ
て
居
り
ま
す
る
が
、
此
戦
争
が

我
に
不
利
で
あ
っ
た
ら
、
彼
等
白
人
は
黄
禍
の
一
部
分
を
来
萌
に
圧
伏
し
得
た
と
い
ふ

の
で
、
凱
歌
を
唱
へ
ま
せ
う
し
、
若
し
又
我
に
利
か
あ
つ
た
ら
、
其
時
こ
そ
は
我
戦
勝

の
結
果
を
、
成
る
べ
く
縮
小
し
や
う
と
し
て
、
そ
こ
へ
究
竟
の
手
段
と
し
て
黄
禍
論
を

持
ち
出
す
の
は
、
智
者
を
待
っ
て
知
る
こ
と
で
は
ム
リ
ま
す
ま
い
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
、

黄
禍
論
を
研
究
す
る
の
は
、
吾
人
の
急
務
で
は
ム
リ
ま
す
ま
い
か
～
）
。
」
と
い
う
論
調

と
「
強
さ
の
美
」
の
言
挙
げ
の
間
に
同
根
の
宿
病
を
見
る
の
は
筆
者
の
偏
り
で
あ
ろ
う

か
。

　
「
普
請
中
」
の
主
人
公
渡
辺
参
事
官
は
「
日
本
は
芸
術
の
国
で
は
な
い
。
」
と
知
り
つ

つ
も
、
あ
え
て
、
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と
揚
言
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
普

請
中
」
に
続
く
「
花
子
」
で
は
、
巨
匠
ロ
ダ
ン
を
し
て
、
花
子
の
持
つ
強
さ
の
美
を
強

調
せ
し
め
た
。
参
事
官
渡
辺
の
揚
言
も
ロ
ダ
ン
の
言
挙
げ
も
、
と
も
に
鴎
外
の
心
の
中

の
幡
り
の
表
出
で
あ
り
、
鴎
外
の
座
標
は
歴
然
と
し
て
東
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
鴎
外

の
幡
り
が
顕
在
化
す
る
時
"
Ｋ
ｏ
ｓ
i
n
ｓ
k
i
　
ｓ
o
i
l
　
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
　
／
　
”
と
い
う
痛
烈
な
ア
イ
ロ
ニ
ー

と
な
り
、
一
方
で
は
、
第
三
の
美
の
登
場
と
な
る
。

　
医
学
生
久
保
田
が
読
ん
で
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
作
物
に
つ
い
て
の
、
「
人
の
体
も

形
と
し
て
面
白
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
霊
の
鏡
で
す
。
形
の
上
に
透
き
徹
っ
て
見
え

る
内
の
焔
が
面
白
い
の
で
す
。
」
と
い
う
ロ
ダ
ン
の
科
白
を
併
せ
読
む
時
、
「
桟
橋
」
「
普

請
中
」
、
そ
し
て
、
「
花
子
」
と
続
く
一
連
の
作
品
群
を
貫
く
あ
る
種
の
ト
ー
ン
を
感
取

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
鼎
軒
先
生
」
の
筆
法
を
採
用
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
二

本
足
で
立
つ
て
ゐ
る
」
様
相
で
あ
る
。
内
の
焔
を
伴
っ
た
強
さ
の
美
の
系
譜
の
奥
津
城

は
剣
呑
至
極
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
自
ら
指
摘
し
て
み
せ
た
「
一
本
足
の
学
者
の

意
見
は
偏
頗
で
あ
る
。
」
と
の
誇
り
を
免
れ
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
鴎

外
は
偏
頗
か
ら
転
生
す
る
僥
倖
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
作
品
「
花
子
」
が
「
三
田
文
学
」

に
発
表
さ
れ
た
明
治
四
十
三
年
七
月
一
日
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
「
太
陽
」
に
お
い
て
三

宅
雪
嶺
は
「
現
時
の
我
文
芸
」
と
題
し
て
、
四
十
年
代
の
文
壇
を
三
分
し
て
概
観
し
た

う
え
で
、
特
に
鴎
外
に
言
及
し
て
い
る
。

　
鴎
外
は
調
和
す
べ
か
ら
ざ
る
二
つ
の
異
な
っ
た
頭
脳
を
有
っ
て
居
る
。
一
は
彼
が
軍

　
職
に
あ
る
関
係
よ
り
、
養
ひ
来
っ
た
上
官
の
命
令
に
服
す
る
と
い
ふ
風
の
頭
脳
で
、

　
他
の
一
は
彼
れ
の
近
時
の
作
に
現
は
れ
た
る
如
き
風
俗
壊
乱
的
の
頭
脳
で
あ
る
。
こ

　
の
二
つ
は
到
底
調
和
が
出
来
な
い
。
若
し
強
て
之
を
調
和
し
や
う
と
す
れ
ば
彼
れ
は

　
手
も
足
も
出
な
く
な
る
。
彼
れ
が
水
沫
集
を
書
い
た
時
代
は
、
彼
の
筆
に
よ
っ
て
兎

　
も
角
も
邦
人
に
独
逸
文
学
を
紹
介
し
た
だ
け
の
効
果
は
あ
っ
た
。
然
る
に
彼
れ
の
今

　
日
の
作
は
、
彼
れ
の
道
楽
、
乃
ち
酒
を
飲
み
煙
草
を
吸
ふ
代
り
の
暇
潰
ぶ
し
と
す
れ

　
げ
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
若
し
彼
れ
の
抱
負
に
し
て
文
壇
に
何
等
か
の
事
業
を
な
さ



　
う
と
す
る
に
あ
ら
ば
、
あ
ん
な
物
は
寧
ろ
書
か
ぬ
方
が
宜
い
と
思
ふ
。
露
伴
の
如
く

　
沈
黙
を
守
る
方
が
賢
で
あ
る
と
思
ふ
。

雪
嶺
三
宅
雄
二
郎
の
道
学
者
然
と
し
た
批
判
は
無
論
鴎
外
の
作
物
、
す
な
わ
ち
、
「
魔
睡
」

や
「
ヰ
タ
ー
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
鴎
外
は
雪
嶺
の
批

判
に
回
答
す
べ
く
筆
を
執
っ
た
。
そ
の
日
録
七
月
二
十
日
の
条
に
は
、
「
あ
そ
び
を
校

し
畢
る
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
二
十
一
日
の
条
に
は
、
「
あ
そ
び
」
を
俳
書
堂
に
渡
す
。
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
八
月
一
日
発
行
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
「
あ
そ
び
」
に

お
い
て
鴎
外
は
み
ご
と
に
一
矢
を
報
い
て
い
る
。
そ
の
標
的
は
三
宅
雪
嶺
で
あ
る
と
と

も
に
、
「
日
出
新
聞
」
こ
と
東
京
朝
日
新
聞
で
あ
り
、
同
時
に
、
「
木
村
と
往
来
し
て
ゐ

る
或
る
青
年
文
士
」
た
る
啄
木
で
も
あ
っ
た
。
「
ガ
ン
ー
ベ
ッ
タ
の
兵
が
、
あ
る
と
き
突

撃
を
し
掛
け
て
鋒
が
鈍
っ
た
。
ガ
ン
ベ
ッ
タ
が
喇
八
を
吹
け
と
云
っ
た
。
そ
し
た
ら
進

撃
の
譜
は
吹
か
な
い
で
、
ｒ
ｅ
ｖ
e
i
l
の
譜
を
吹
い
た
。
イ
タ
リ
ア
人
は
生
死
の
境
に
立
つ

て
ゐ
て
も
、
遊
び
の
心
持
が
あ
る
。
兎
に
角
木
村
の
為
め
に
は
何
を
す
る
の
も
遊
び
で

あ
る
。
そ
こ
で
同
じ
遊
び
な
ら
、
好
き
な
、
面
白
い
遊
び
の
方
が
、
詰
ま
ら
な
い
遊
び

よ
り
好
い
に
は
違
ひ
な
い
。
併
し
そ
れ
も
朝
か
ら
晩
ま
で
し
て
ゐ
た
ら
、
単
調
に
な
っ

て
厭
き
る
だ
ら
う
。
今
の
詰
ま
ら
な
い
為
事
に
も
、
此
単
調
を
破
る
丈
の
効
能
は
あ
る

の
で
あ
る
（
1
8
）
。
」
と
い
う
の
が
「
あ
そ
び
」
の
主
人
公
木
村
の
立
場
で
あ
る
。
「
暇
潰

ぶ
し
」
の
主
鴎
外
は
、
起
床
喇
八
を
合
図
に
ガ
ン
ベ
ッ
タ
将
軍
の
堡
塁
に
こ
も
り
つ
つ
、

雪
嶺
の
論
難
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
後
、
歳
晩
に
至
る
鴎
外
の

作
物
に
お
け
る
西
の
座
標
の
提
示
は
、
大
逆
事
件
の
捜
査
の
進
捗
を
背
景
に
ボ
ル
テ
ー

ジ
を
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
歳
晩
三
十
日
に
も
の
さ
れ
た
「
馬
琴
日
記
紗
の
後
に

書
く
」
の
中
の
「
僕
は
此
頃
の
馬
琴
熱
を
見
て
、
却
っ
て
馬
琴
の
為
め
に
気
の
毒
な
事

だ
と
思
ふ
。
な
ぜ
と
い
ふ
に
、
若
し
此
熱
が
持
続
し
て
行
く
と
、
馬
琴
は
又
三
た
び
葬

ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
馬
琴
熱
は
目
下
孔
子
熱
、
尊

徳
熱
、
赤
穂
義
士
熱
と
共
に
流
行
し
て
ゐ
る
反
応
症
で
あ
る
。
孔
子
は
永
久
に
尊
敬
す

べ
き
で
あ
る
。
尊
徳
は
永
久
に
尊
敬
す
べ
き
で
あ
る
。
赤
穂
義
士
は
永
久
に
尊
敬
す
べ

き
で
あ
る
。
併
し
孔
子
熱
も
、
尊
徳
熱
も
、
赤
穂
義
士
熱
も
、
馬
琴
熱
と
共
に
一
時
の

一
九
　
　
森
鴎
外
に
お
け
る
束
と
西
の
問
題
　
（
篠
原
）

流
行
た
る
に
過
ぎ
な
い
（
1
9
）
。
」
と
は
自
戒
を
こ
め
た
総
括
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
「
あ
そ
び
」
以
後
の
「
フ
ア
ス
チ
エ
ス
」
「
沈
黙
の
塔
」
「
食
堂
」
と
続
く
作
品
群
の

詳
細
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
2
0
）
、
「
フ
ア
ス
チ
エ
ス
」
「
沈
黙
の
塔
」

は
、
あ
の
「
畑
塵
」
広
告
文
の
「
侃
誇
の
議
論
」
の
名
に
相
応
し
い
作
品
で
あ
り
、
西

の
視
座
に
立
脚
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
食
堂
」
末
尾
に
お
け
る
「
外
を
片
付

け
て
し
ま
っ
て
待
つ
て
ゐ
た
、
ま
か
な
ひ
の
男
が
、
三
人
の
前
に
あ
っ
た
茶
碗
や
灰
吹

を
除
け
て
、
水
を
だ
ぶ
だ
ぶ
含
ま
せ
た
雑
巾
で
、
卓
の
上
を
撫
で
始
め
た
。
」
と
い
う

不
快
感
の
表
出
で
、
明
治
四
十
三
年
の
「
三
田
文
学
」
収
載
の
鴎
外
作
品
は
終
っ
て
い

る
。
犬
塚
に
よ
っ
て
「
な
か
な
か
精
し
い
ね
」
と
冷
や
か
さ
れ
る
主
人
公
木
村
の
座
標

は
明
ら
か
に
西
に
あ
る
。

　
妹
小
金
井
喜
美
子
が
明
治
四
十
四
年
一
月
一
日
発
行
の
「
昴
」
に
発
表
し
た
「
千
佳

の
家
」
が
契
機
と
な
っ
て
、
鴎
外
の
「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」
が
翌
二
月
号
の
「
三
田
文
学
」

に
、
ま
た
、
引
き
続
い
て
、
僕
八
十
八
と
過
ご
す
翁
の
海
浜
で
の
思
索
の
日
々
を
描
い

た
「
妄
想
」
が
三
月
と
四
月
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
、
自
己
検
証
の
儀
式
は
】

つ
の
終
着
駅
を
迎
史
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
省
察
が
田
口
卯

吉
と
い
う
故
人
の
像
を
語
り
て
自
ら
を
語
る
と
い
う
妙
技
を
出
来
せ
し
め
る
こ
と
に
な

る
。
「
鼎
軒
先
生
」
の
中
の
「
東
洋
学
者
に
従
へ
ば
、
保
守
に
な
り
過
ぎ
る
、
西
洋
学

者
に
従
へ
ば
、
急
激
に
な
る
、
現
に
あ
る
許
多
の
学
問
上
の
葛
藤
や
衝
突
は
此
二
要
素

が
争
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の
学
者
を
要
求
す
る
、
東
西

両
洋
の
文
化
を
、
一
本
づ
ゝ
の
足
で
踏
ま
へ
て
立
つ
て
ゐ
る
学
者
を
要
求
す
る
、
真
に

穏
健
な
議
論
は
さ
う
云
ふ
人
を
待
っ
て
始
て
得
ら
れ
る
」
と
は
、
け
だ
し
至
言
で
あ
る
。

乃
公
出
で
ず
ん
ば
の
気
迫
充
分
で
あ
る
Ｉ
Ｉ
。

注
ハ
　１

Ｗ

心
　２

心

「
鴎
外
全
集
」
（
昭
和
四
十
六
～
五
十
年
　
岩
波
書
店
）
⑦
－
四
二
二

「
鴎
外
全
集
」
⑩
－
二
四
三
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４

Ｗ

ら
　５

Ｗ

ら

６

一二ﾉ

ら

'７

心ﾉ

ら８

心
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心

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻

「
鴎
外
全
集
」

⑩
－
四
二
Ｉ

二
九
九
二
年
）

人
文
科
学

「
鴎
外
全
集
」
⑩
－
四
六
一

「
鴎
外
全
集
」
啓
一
五
一
七

篠
原
義
彦
「
森
鴎
外
『
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
』
の
構
図
」
（
「
高
大
国
語
教
育
」
第
三
十
七
号

平
成
元
年
十
二
月
）

「
鴎
外
全
集
」
⑩
一
五
〇
九

「
鴎
外
全
集
」
⑦
－
三
九
三

篠
原
義
彦
「
鴎
外
森
林
太
郎
の
雅
号
『
隠
流
』
考
」
（
「
鴎
外
」
第
四
十
四
号
一
九
八
九

年
一
月
）

「
鴎
外
全
集
」
⑩
上
一
五
二

加
藤
周
一
ほ
か
、
岩
波
新
書
（
一
丸
七
七
年
刊
）

「
鴎
外
全
集
」
⑦
－
八

「
鴎
外
の
短
篇
小
説
」
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
「
文
芸
」
森
鴎
外
読
本
）

「
和
魂
洋
才
の
系
譜
」
（
昭
和
五
十
一
年
、
河
出
書
房
）

「
鴎
外
全
集
」
⑩
－
一
七
五

「
鴎
外
全
集
」
⑩
－
五
三
九

「
鴎
外
全
集
」
⑦
－
二
四
四

「
鴎
外
全
集
」
⑩
－
二
四
一

篠
原
義
彦
「
森
鴎
外
の
世
界
」
（
昭
和
五
十
八
年
　
桜
楓
社
）

（
平
成
四
年
九
月
　
八
　
日
受
理
）

（
平
成
四
年
十
二
月
二
十
八
日
発
行
）
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