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1

　
初
め
て
書
き
下
ろ
し
の
「
漸
漸
の
文
学
」
（
雄
鶏
社
刊
、
昭
和
二
十
四
年
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

出
し
た
時
、
青
山
二
郎
に
「
面
白
い
本
だ
ね
。
原
著
者
は
誰
な
ん
だ
い
」
と
聞
か

れ
て
腐
っ
た
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
吉
田
健
一
に
は
翻
訳
で
食
っ
て
い
た
一
時
前
が

あ
る
。
本
人
も
「
翻
訳
家
の
看
板
を
上
げ
て
一
応
は
知
ら
れ
る
だ
け
に
な
っ
て
ゐ

　
　
　
　
（
2
）

な
が
ら
云
々
」
と
言
っ
て
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
手
元
に
あ
る
本
の
形
を
と
っ
た

も
の
だ
け
数
え
て
み
て
も
翻
訳
だ
け
で
五
十
冊
は
あ
る
こ
と
に
今
さ
ら
驚
く
こ
と

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
五
十
冊
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
勿
論
そ
の
「
翻
訳
家
の

看
板
を
上
げ
て
」
い
た
時
期
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
版
を
改
め

た
も
の
は
除
い
て
最
後
の
も
の
は
昭
和
四
十
八
年
の
G
・
K
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン

「
自
叙
伝
」
（
春
秋
社
刊
「
G
・
K
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
著
作
集
」
第
三
巻
）
、
す
な

わ
ち
吉
田
健
一
の
死
の
四
年
前
に
出
て
い
る
。

　
集
英
社
版
「
吉
田
健
一
著
作
集
」
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
手
元
に
あ
る
も
の
の
ほ

か
に
も
キ
エ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
「
追
憶
の
哲
理
」
（
大
地
書
房
刊
、
昭
和
二
十
三
年
）

と
い
う
堀
田
善
衛
と
の
共
訳
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
手
に
し
た
こ
と
も
な
い
本
に
つ

い
て
語
る
こ
と
は
出
来
な
く
て
、
吉
田
健
一
が
か
ね
が
ね
言
っ
て
い
た
よ
う
に
本

は
読
ん
で
初
め
て
そ
こ
に
姿
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
法
で
い
け
ば
、
今

の
と
こ
ろ
こ
の
吉
田
・
堀
田
訳
「
追
憶
の
哲
理
」
と
い
う
本
は
少
な
く
と
も
筆
者

に
と
っ
て
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
物
語
」
（
新
潮
社
刊
、
昭
和
二
十
七

年
）
も
吉
田
健
一
・
高
野
良
二
訳
と
な
っ
て
い
て
、
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
お
よ
そ

吉
田
健
一
の
文
体
と
は
思
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
或
い
は
「
追

憶
の
哲
理
」
の
共
訳
の
方
も
似
た
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
ず
、
わ
ざ

わ
ざ
探
し
出
し
て
読
ん
で
み
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
確

か
め
て
も
み
な
い
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
禁
物
で
、
や
は
り
今
の
と
こ
ろ
こ

の
本
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
翻
訳
の
中
に
は
ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
「
ド
ガ
に
就
て
」
（
筑
摩
書
房



2

刊
、
昭
和
十
五
年
）
や
イ
ー
ヴ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
の
「
ブ
ラ
イ
ヅ
ヘ
ッ
ド
ふ
た
た

び
」
（
筑
摩
書
房
刊
、
昭
和
三
十
八
年
）
の
よ
う
に
名
訳
を
う
た
わ
れ
た
も
の
も

あ
れ
ば
、
G
・
K
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
「
木
曜
の
男
」
（
東
京
創
元
社
刊
、
昭
和

　
　
　
（
3
）

三
十
一
年
）
の
よ
う
に
各
誌
よ
ば
わ
り
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
名
訳
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
ワ
イ
ル
ド
の
「
芸
術
論
（
芸
術
家
と
し
て
の
批
評
家
）
」
（
要
書
房
刊
、

昭
和
二
十
六
年
）
と
吉
田
健
一
訳
詩
集
「
葡
萄
酒
の
色
」
（
垂
水
書
房
刊
、
昭
和

三
十
九
年
）
を
抜
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
フ
オ
ル
グ
「
傳
説

的
な
教
訓
劇
」
（
若
草
書
房
刊
「
ラ
フ
オ
ル
グ
全
集
m
」
、
昭
和
二
十
四
年
）
や
、

新
版
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
（
昭
和
四
十
二
年
）
で
は
訳
者
が
替
わ
っ
て
い
る
旧
版

の
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
方
法
論
序
説
」
　
（
筑
摩
書
房
刊
「
ポ
オ
ル
・

ヴ
ァ
レ
リ
イ
全
集
」
第
五
巻
に
収
録
、
昭
和
十
七
年
）
も
、
ぜ
ひ
と
も
入
れ
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
　
一
般
に
そ
の
翻
訳
を
ほ
め
た
り
け
な
し
た
り
す
る
評
者
は
い
て
も
、

吉
田
健
一
の
翻
訳
に
共
通
す
る
日
本
語
の
特
徴
、
い
わ
ば
吉
田
健
一
の
翻
訳
の
文

体
に
具
体
的
に
触
れ
て
い
る
論
文
は
少
な
く
て
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
散
文
に

つ
い
て
は
永
川
玲
二
「
〈
ほ
ん
や
く
文
化
〉
の
悲
惨
と
栄
光
」
（
筑
摩
書
房
刊
「
こ

と
ぼ
の
政
治
学
」
に
収
録
、
昭
和
五
十
四
年
）
、
詩
の
訳
文
に
つ
い
て
は
高
橋
英

夫
「
文
学
と
生
の
環
流
」
（
新
潮
社
刊
「
見
つ
つ
畏
れ
よ
」
に
収
録
、
昭
和
四
十

八
年
）
、
磯
田
光
一
「
雅
俗
の
平
衡
感
覚
」
（
「
文
藝
」
昭
和
五
十
二
年
十
月
号
掲

載
）
の
計
三
篇
の
み
で
あ
る
。
（
勿
論
、
翻
訳
で
は
な
い
吉
田
健
一
の
文
体
そ
の

も
の
に
触
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
こ
で
は
除
く
。
筆
者
な
ど
に
は
明
晰
き
わ
ま
り

な
い
文
体
と
思
わ
れ
る
吉
田
健
一
の
文
章
も
、
と
か
く
わ
か
り
に
く
い
部
類
の
悪

文
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
寺
田
透
氏
な
ど
は
こ
れ
を
「
迂
曲
不
断
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

綿
体
」
と
命
名
し
て
い
る
。
し
か
し
、
吉
田
健
一
の
文
体
そ
の
も
の
を
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
も
、
そ
の
翻
訳
の
文
章
を
抜
か
し
て
通
る
こ
と
は
出
来
な
く
て
、
現
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

寺
田
氏
も
吉
田
健
一
の
翻
訳
が
「
信
頼
し
て
読
め
る
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
」
と
一

言
し
て
い
る
。
）

　
こ
こ
で
ま
ず
、
永
川
、
高
橋
、
磯
田
三
氏
の
「
翻
訳
」
論
の
肝
心
な
と
こ
ろ
、

つ
ま
り
こ
れ
か
ら
展
開
し
て
い
く
小
論
の
趣
旨
に
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
だ
け

書
く
。

　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
永
川
玲
二
又
ほ
ん
や
く
文
化
〉
の
悲
惨
と
栄
光
」
は
、
「
誤
訳
一
ほ
ん
や
く

文
化
論
」
（
三
省
堂
刊
、
昭
和
四
十
二
年
）
を
書
い
た
W
・
A
・
グ
ロ
二
審
ー
ス

神
父
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
た
ま
た
ま
そ
の
「
誤
訳
」
指
摘

の
第
一
番
目
に
吉
田
健
一
訳
の
ウ
ォ
ー
の
長
篇
「
黒
い
い
た
ず
ら
」
が
あ
っ
た
。

問
題
の
箇
所
は
、
小
説
の
冒
頭
近
く
に
出
て
く
る
次
の
一
節
で
あ
る
。

目
冨
置
簿
億
ひ
Q
奴
輩
o
a
ω
ぎ
H
①
鷺
O
o
暁
o
P
滞
凄
ひ
q
恥
く
①
ω
≦
①
話
き

　
　
　
　
　
（
7
）

ぎ
8
壱
○
｝
讐
δ
巳

　
こ
れ
が
吉
田
訳
で
「
逃
げ
て
行
き
ま
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
お
言
葉
は
書
か
な

い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
馨
①
葛
○
一
画
δ
嵩
は
「
書

か
な
い
」
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
「
書
く
」
こ
と
、
無
関
係
な
こ
と
の
書
き
入
れ
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で
あ
る
、
と
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
神
父
が
指
摘
し
た
の
に
対
し
、
永
川
氏
は
吉
田
訳
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

誤
訳
ど
こ
ろ
か
「
奇
蹟
に
近
い
名
訳
」
で
あ
る
こ
と
を
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て

証
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
セ
リ
フ
は
、
ア
ザ
ニ
ア
国
皇
帝
が
詔
勅
を
秘
書
に
書
き
取
ら
せ
て
い
る
口

述
の
最
中
に
、
窓
の
外
で
起
き
て
い
る
光
景
を
見
て
思
わ
ず
罵
声
を
発
し
た
の
に

対
し
、
秘
書
の
方
は
機
械
的
に
筆
記
を
続
け
て
、
そ
の
罵
声
ま
で
書
き
込
ん
で
し

ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
お
そ
る
お
そ
る
皇
帝
に
尋
ね
る
く
だ
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

目
滞
訂
馨
①
斜
ぽ
毫
o
a
ω
と
い
う
の
は
、
そ
の
罵
声
の
部
分
で
あ
る
。

　
永
川
氏
は
、
こ
の
秘
書
の
セ
リ
フ
に
は
翻
訳
者
が
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
要

点
が
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
秘
書
自
身
の
実
務
上
の
目
的
で
あ
る
「
書
く
の
か
書
か

な
い
の
か
」
と
い
う
事
実
、
　
一
つ
は
罵
声
の
部
分
を
指
す
の
に
ぢ
8
ε
o
冨
鉱
。
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（
挿
入
部
分
）
と
い
う
固
い
言
葉
を
使
っ
た
滑
稽
感
で
あ
る
と
言
う
。

　
〈
逃
亡
者
た
ち
を
批
難
す
る
最
後
の
八
語
は
無
関
係
な
こ
と
の
書
き
入
れ
で

す
ね
〉
と
で
も
や
れ
ば
、
あ
な
た
の
お
気
に
召
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
す
く
な

く
と
も
「
誤
訳
」
と
題
し
た
煽
情
的
な
書
物
の
巻
頭
で
、
さ
ら
し
首
に
は
な
さ

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
た
し
か
に
ど
こ
も
ま
ち
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
イ
ー
ヴ

リ
ン
・
ウ
ォ
ー
と
い
う
軽
妙
に
し
て
優
雅
な
芸
術
家
と
は
、
ま
っ
た
く
無
縁
な

　
　
　
　
　
（
1
0
）

文
章
に
な
っ
た
。

と
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
神
父
を
た
し
な
め
つ
つ
永
川
氏
は
、

号
す
る
。

吉
田
訳
を
次
の
よ
う
に
分

　
こ
の
種
の
せ
り
ふ
を
日
本
語
に
移
す
と
き
、
一
方
の
要
点
だ
け
を
確
保
す
る

の
は
簡
単
で
す
が
、
う
っ
か
り
二
兎
を
追
う
と
悲
惨
な
こ
と
に
な
り
や
す
い
。

私
な
ら
た
ぶ
ん
原
文
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
、
固
い
訳
語
を
さ
が
し
た
で
し
ょ
う
。

〈
挿
入
部
分
〉
や
く
不
要
項
目
〉
で
は
第
一
目
標
が
ぼ
け
て
し
ま
う
。
ほ
か
に

適
切
な
言
葉
は
な
い
か
と
苦
吟
し
た
あ
げ
く
に
、
あ
き
ら
め
て
中
途
半
端
な
訳

を
つ
け
、
二
匹
と
も
取
り
逃
が
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
吉
田
氏
も
や
は
り
両
方

を
欲
ば
っ
て
、
あ
っ
さ
り
二
匹
つ
か
ま
え
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
電
光
石
火
の

早
業
で
す
。
　
〈
書
か
な
い
〉
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
動
詞
で
単
刀
直
入
に
第
一
目

標
を
と
ら
え
、
　
〈
お
言
葉
〉
　
〈
ご
ざ
い
ま
す
ね
〉
と
日
本
語
の
特
色
を
活
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

た
、
馬
鹿
丁
寧
な
敬
語
で
悠
然
と
第
二
目
標
に
と
ど
め
を
刺
す
。

　
永
川
氏
は
「
訳
者
自
身
は
お
そ
ら
く
、
こ
ん
な
不
粋
な
分
析
を
や
っ
た
う
え
で

訳
語
を
発
見
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
学
作
品
を
翻
訳
す
る
と
き
、
分
析
に
よ
っ

て
達
し
う
る
〈
名
訳
〉
に
は
限
度
が
あ
り
ま
す
」
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
続
け

て
い
る
。

　
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
い
ま
わ
し
が
無
限
の
陰
影
を
は
ら
ん
で
い
る
し
、
そ
の

全
体
を
ど
こ
ま
で
と
ら
え
う
る
か
は
感
受
性
の
み
ず
み
ず
し
さ
と
、
幸
福
な
偶

然
と
に
よ
っ
て
き
ま
る
で
し
ょ
う
。
　
「
黒
い
い
た
ず
ら
」
の
場
合
に
は
作
者
と

訳
者
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
気
質
や
人
間
観
の
奥
深
い
部
分
に
、
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど

幸
福
な
一
致
が
あ
っ
た
。
私
は
イ
ー
ヴ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
氏
と
も
吉
田
健
一
氏
と

も
個
人
的
な
つ
き
あ
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
両
者
の
文
体
が
は
っ
き
り
そ
れ
を



4

示
し
て
い
る
。
そ
の
幸
福
が
有
効
に
は
た
ら
い
だ
か
ら
こ
そ
天
衣
無
縫
、
鈍
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
読
者
が
て
っ
き
り
誤
訳
と
思
い
こ
む
ほ
ど
の
名
訳
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
吉
田
健
一
が
「
あ
り
ふ
れ
た
動
詞
で
単
刀
直
入
」
に
、

し
か
も
「
日
本
語
の
特
色
を
生
か
し
た
、
馬
鹿
丁
寧
な
敬
語
で
悠
然
」
と
、
ウ
ォ

ー
の
悪
戯
っ
ぼ
く
て
、
知
的
で
、
野
放
図
で
し
か
も
優
美
な
ユ
ー
モ
ア
を
日
本
語

に
移
し
か
え
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
ウ
ォ
ー
と
吉
田
健
一
の

「
気
質
や
人
間
観
の
奥
深
い
部
分
」
に
、
「
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
幸
福
な
一
致
が

あ
っ
た
」
と
永
川
氏
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
幸
福
な

一
致
」
と
い
う
こ
と
で
は
何
も
ウ
ォ
ー
の
こ
の
作
品
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
て
、

例
え
ば
同
じ
ウ
ォ
ー
の
「
ブ
ラ
イ
ヅ
ヘ
ッ
ド
ふ
た
た
び
」
で
は
な
お
の
こ
と
そ
う

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
お
そ
ら
く
ワ
イ
ル
ド
を
訳
し
た
と
き
も
、
ヴ
ァ
レ
リ

イ
を
訳
し
た
と
き
も
、
そ
し
て
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
（
池
田
書
店
刊
、
昭
和
二

十
七
年
）
に
ふ
ん
だ
ん
に
出
て
く
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
芝
居
の
登
場
人
物
た
ち

の
セ
リ
フ
を
訳
し
た
と
き
も
、
吉
田
健
一
と
原
作
者
た
ち
と
の
間
に
は
、
常
に

「
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
幸
福
な
一
致
」
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
小
林
秀
雄
は
、
の
ち
に
読
売
文
学
賞
を
受
け
た
垂
水
書
房
版
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
」
（
昭
和
三
十
一
年
）
の
帯
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
は
、
吉
田
健
一
氏
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
愛
読
術
の
公

開
に
よ
る
創
作
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
登
場
人
物
達
の
性
格
が
、
縦

横
に
解
剖
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
等
は
あ
た
か
も
批
評
の
舞
台
に
登
場
し
て
新
し

い
ド
ラ
マ
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
批
評
的
表
現
は
単

な
る
ア
ナ
リ
テ
ッ
ク
な
精
神
だ
け
で
出
来
る
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
愛
読
者

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
精
密
化
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
読
め

ば
読
む
ほ
ど
面
白
く
、
そ
の
面
白
さ
は
容
易
に
言
え
な
い
、
と
い
う
意
識
が
い

つ
も
あ
っ
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
評
論
の
一
番
魅
力
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
小
林
秀
雄
が
吉
田
健
一
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
批
評
を
指
し
て
、
「
ア
ナ

リ
テ
ッ
ク
な
精
神
」
か
ら
で
は
な
く
て
「
愛
読
者
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
精
密
化
」
か

ら
生
ま
れ
る
と
言
い
、
「
読
め
ば
読
む
ほ
ど
面
白
く
、
そ
の
面
白
さ
は
容
易
に
言

え
な
い
、
と
い
う
意
識
が
い
つ
も
あ
っ
て
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
中
村
光
夫
が

吉
田
健
一
を
回
想
し
て
「
た
と
へ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
句
が
『
わ
か
る
』

こ
と
が
、
我
国
で
は
ど
ん
な
に
辛
く
、
ま
た
禁
断
の
木
の
実
を
味
は
ふ
に
似
た
快

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

楽
で
あ
る
か
、
彼
の
顔
を
見
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
通
ず

る
言
葉
で
あ
る
。
中
村
光
夫
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
吉

田
健
一
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
キ
ン
グ
ス
・
コ
レ
ッ
ジ
を
中
退
し
て
帰
っ
て
来
て
既

に
六
年
ば
か
り
た
っ
た
昭
和
十
二
年
当
時
の
印
象
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
気
兼
ね
や
人
見
知
り
が
強
く
、
人
前
で
は
、
自
分
の
手
足
の
お
き
場
所
に
窮

し
て
み
る
や
う
な
印
象
を
あ
た
へ
た
青
年
時
代
に
も
、
こ
の
話
し
手
の
才
能
は

は
っ
き
り
う
か
が
へ
ま
し
た
。
話
相
手
に
た
い
す
る
警
戒
を
と
き
、
話
題
に
興

味
を
感
じ
た
と
き
、
彼
は
人
中
に
み
る
と
き
と
別
人
の
や
う
に
雄
弁
に
な
り
、

云
ふ
こ
と
の
内
容
に
も
し
っ
か
り
筋
が
通
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
む
ろ
ん
知
識
の
ひ
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け
ら
か
し
に
な
ら
な
い
や
う
に
、
自
慢
に
聞
え
な
い
や
う
に
、
厳
し
い
監
視
の

眼
を
、
い
つ
も
自
分
の
舌
の
根
か
ら
放
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
身
に

つ
い
た
教
養
の
深
さ
と
自
然
さ
は
、
当
人
が
そ
れ
に
気
付
い
て
み
な
い
だ
け
驚

嘆
に
価
す
る
と
思
は
れ
ま
し
た
。

　
「
嫌
う
べ
き
特
権
」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
何
と
い
ふ
辛
い

重
荷
を
、
平
気
な
顔
を
し
て
背
負
っ
て
み
る
人
だ
ら
う
。
こ
ん
な
こ
と
を
考
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

な
が
ら
、
走
っ
て
行
く
車
の
な
か
で
彼
の
顔
を
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
当
人
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
「
教
養
の
深
さ
と
自
然
さ
」
、
そ
し
て
そ
の

「
辛
い
重
荷
」
を
「
平
気
な
顔
を
し
て
背
負
っ
て
み
る
」
吉
田
健
一
と
い
う
存
在
。

河
上
徹
太
郎
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
渾
々
と
西
洋
古
典
の
泉
が
流
れ
、
そ
の
知

的
環
境
に
は
森
々
と
尽
き
ざ
る
も
の
が
あ
る
」
吉
田
健
一
の
教
養
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
河
上
は
「
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
彼
の
文
学
の
資
材
に
は
な
ら
」
ず
、
「
彼

の
育
ち
と
日
本
の
現
実
が
接
触
す
る
と
そ
こ
に
一
種
の
逆
説
的
な
表
現
が
起
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

そ
れ
が
彼
の
文
体
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
逆
説
的
な
表
現
」
は
、

な
に
を
お
い
て
も
ま
ず
翻
訳
の
文
体
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
。
し
か
も
吉
田
健
一

は
、
こ
れ
を
永
川
氏
の
言
う
よ
う
に
常
に
「
単
刀
直
入
に
」
、
そ
し
て
「
悠
然
と
」

や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
3

　
高
橋
英
夫
「
見
つ
つ
畏
れ
よ
」
は
、
も
と
も
と
雑
誌
ユ
リ
イ
カ
に
「
吉
田
健
一

試
論
」
（
昭
和
四
十
六
年
）
と
い
う
題
で
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
高
橋
氏
は
、

ま
ず
「
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
世
紀
末
」
第
一
章
に
出
て
く
る
ゲ
ー
テ
の
詩
が
吉
田
訳
で

次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

ど
こ
を
見
て
も
山
の
峯
に
休
息
が
あ
り
、

ど
の
茂
み
に
も
殆
ど
囁
き
と
い
ふ
も
の
を

聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
。

森
の
中
で
小
鳥
は
音
も
立
て
ず
に
み
る
。

今
暫
く
待
て
ば
お
前
も

　
　
　
　
（
1
6
）

休
め
る
の
だ
。

こ
れ
を
定
訳
と
も
言
う
べ
き
手
塚
富
雄
訳
と
比
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

峯
々
に

い
こ
ひ
あ
り

梢
に

か
よ
ふ

風
も
な
く

森
に
小
鳥
の
声
も
や
み
ぬ

待
て
し
ば
し
　
や
が
て

　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
れ
も
憩
は
ん

さ
ら
に
高
橋
氏
は
、
「
文
学
の
楽
し
み
」
（
河
出
書
房
新
社
刊
、
昭
和
四
十
二
年
）



に
引
か
れ
て
い
る
マ
ラ
ル
メ
の
有
名
な
一
句
の
吉
田
訳
を
紹
介
す
る
。

肉
体
は
悲
ん
で
み
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

私
は
凡
て
の
本
を
読
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く
た
い
　
　
か
な
　
　
　
　
あ
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
て

　
こ
れ
は
、
鈴
木
信
太
郎
の
定
訳
で
は
「
肉
体
は
悲
し
、
憶
、
わ
れ
は
、
悉
皆
の

し
ょ
　
よ
　
（
1
9
）

書
を
読
み
ぬ
」
と
な
る
と
高
橋
氏
は
指
摘
し
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
の
違
い
を
次

の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
鈴
木
信
太
郎
氏
に
は
お
そ
ら
く
マ
ラ
ル
メ
を
翻
訳
し
お
え
た
と
き
、
こ
こ
に

こ
そ
己
れ
の
学
問
と
文
学
が
凝
縮
さ
れ
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
信
仰

を
も
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ゲ
ー
テ
と
手
塚
富
雄
氏
の
関
係
も
同
じ
性
質
を
有

す
る
筈
で
あ
る
。
吉
田
氏
に
は
い
わ
ば
そ
う
い
う
場
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
信

仰
が
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
う
い
う
信
仰
を
吉
田
氏
は
認
め
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
吉
田
氏
に
お
け
る
欠
落
を
示
す
も
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
烈
し
く
異
端
的
な
文
学
観
の
あ
ら

わ
れ
と
も
見
な
さ
れ
は
し
な
い
か
。
翻
訳
の
中
に
文
学
が
あ
る
、
あ
る
い
は
翻

訳
の
中
に
も
文
学
は
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
信
仰
は
、
単
に
技
術
上
の
問
題

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
わ
が
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
精
神
の
要
請
で
あ
り
、
文
化
受
容
の
問
題
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
確
保
さ
れ
て
き
た
。
少
な
く
と
も
、
明
治
以
後
の
日
本
の

文
学
の
進
路
は
、
そ
う
い
う
考
え
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
し
、

今
更
こ
の
事
実
に
対
し
て
、
徒
ら
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
ゆ
と
に

か
く
そ
れ
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

座
を
い
ち
早
く
占
め
て
し
ま
っ
た
。

日
本
の
文
学
の
正
統
の

　
こ
れ
に
続
け
て
高
橋
氏
は
、
こ
の
「
正
統
」
に
対
し
て
吉
田
健
一
が
ど
の
よ
う

な
形
で
「
異
端
」
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
由
縁
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
少
年
時
代
か
ら
青
年
時
代
に
か
け
て
外
国
生
活
が
長
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い

う
も
の
を
生
活
と
し
て
身
に
つ
け
て
日
本
に
戻
っ
て
き
た
日
本
人
吉
田
健
一
と

い
う
存
在
は
、
は
じ
め
か
ら
微
妙
な
違
和
感
に
耐
え
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
、
推
測
す
る
に
困
難
で
は
な
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
言
葉

そ
の
も
の
の
内
部
に
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
こ
に
翻
訳
と
い
う
価
値
を
割
り
こ
ま

せ
よ
う
と
い
う
の
か
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
活
の
経
験
か
ら
、
吉
田
氏
に

は
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
。
文
学
は
言
葉
で
あ
る
、
だ
か
ら
翻
訳
の
中
に
は
文
学

は
な
い
と
い
う
の
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
非
常
に
深
刻
な
、
ニ
ヒ
ル
な
認

識
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
何
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
気
配
も
洩
ら
す
こ
と
な
く
、
だ
か

ら
翻
訳
は
文
学
で
は
な
い
が
、
生
活
で
あ
る
、
と
切
り
返
し
て
し
ま
う
の
が
吉

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

田
氏
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
高
橋
氏
の
指
摘
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
の
翻
訳
文
学
の
世
界
で
吉
田
健
一
が

取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
立
場
の
説
明
と
し
て
正
し
い
。
ま
た
「
文
学
は
言
葉
で

あ
る
、
だ
か
ら
翻
訳
の
中
に
は
文
学
は
な
い
」
と
吉
田
健
一
が
考
え
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
も
、
篠
田
一
士
の
「
吉
田
さ
ん
て
人
は
翻
訳
を
絶
対
読
ま
れ
な
か
っ
た
。
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自
分
で
翻
訳
は
し
た
け
れ
ど
ね
。
翻
訳
っ
て
も
の
は
読
む
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
　
（
中

略
）
翻
訳
な
ん
か
読
ん
だ
っ
て
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
ん
だ
と
い
っ
て
、
絶
対
読
ま

　
　
　
　
（
2
2
）

れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
証
言
が
保
証
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
実
際
に
訳
詩

集
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
吉
田
健
一
の
訳
語
の
立
場
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
吉

田
健
一
の
翻
訳
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
文
学
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
例
え
ば

高
橋
氏
の
引
い
て
い
る
「
ど
こ
を
見
て
も
山
の
峯
に
休
息
が
あ
り
…
…
」
や
「
肉

体
は
絡
ん
で
み
て
…
…
」
が
、
な
ぜ
詩
の
定
型
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
詩
の
言
葉
と
し
て
の
力
を
持
ち
、
読
む
も
の
に
働
き
か
け
て
く
る
の

か
、
そ
の
よ
う
に
読
む
も
の
の
心
を
打
つ
言
葉
は
文
学
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う

素
朴
な
疑
問
が
出
て
く
る
。

　
し
か
し
高
橋
氏
は
、
こ
の
先
で
吉
田
健
一
の
立
場
を
さ
ら
に
敷
心
し
て
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
正
統
的
な
日
本
の
文
学
観
が
ど
う
認
定
す
る
に
せ
よ
、
吉
田
氏
に
し
て
み
れ

ば
、
マ
ラ
ル
メ
が
「
肉
体
は
悲
し
、
憶
、
わ
れ
は
悉
皆
の
書
を
読
み
ぬ
」
に
化

し
て
し
ま
う
の
は
ロ
マ
ン
主
義
の
仕
業
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
主
義
は
文
学
と
は
決

し
て
切
り
は
な
し
え
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
濫
用
こ
そ
現
代
の
文
学
を

混
乱
さ
せ
た
元
凶
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

「
ヨ
凝
固
ツ
パ
の
世
紀
末
」
の
全
体
的
構
図
が
、
ヨ
…
ロ
ッ
パ
文
化
の
円
熟
と

し
て
の
十
八
世
紀
の
あ
と
、
十
九
世
紀
を
揃
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
の
野
蛮
、
愚
劣

に
た
い
す
る
頑
固
な
糾
弾
へ
と
連
っ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

う
い
う
特
異
な
史
観
を
、
外
見
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な

く
、
吉
田
氏
は
貫
い
て
い
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
自
ら
も
半
ば
は
意
識
し
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
無
言
の
主
張
が
、
あ
の
ゲ
…
テ
や
マ
ラ
ル
メ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

不
思
議
な
訳
文
の
中
に
は
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
高
橋
氏
の
指
摘
は
、
ふ
た
た
び
吉
田
健
一
の
訳
文
の
日
本
語
の
立
場
か
ら

言
う
な
ら
ば
、
一
つ
の
背
景
説
明
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
吉
田
健
一
の
訳
文
そ

の
も
の
が
持
っ
て
い
る
特
徴
と
ロ
マ
ン
主
義
を
敵
視
す
る
吉
田
健
一
の
姿
勢
と
の

関
係
は
、
い
わ
ば
、
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な

い
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
。
吉
田
健
一
が
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
認

め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
し
、
例
え
ば
バ
イ
ロ
ン
の
詩
を
吉
田
健
一
自
身

が
「
も
う
我
々
は
こ
の
や
う
に
夜
遅
く
ま
で
／
さ
迷
ひ
歩
く
の
は
止
め
な
け
れ

ば
／
我
々
の
心
は
昔
通
り
に
愛
し
合
っ
て
み
て
／
月
は
以
前
と
変
ら
ず
明
る
く
て

（
2
4
）

も
」
と
訳
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
な
に
も
バ
イ
ロ
ン
が
ロ
マ
ン
主
義
云
々
だ
か

ら
で
は
な
く
て
、
こ
の
詩
が
ロ
マ
ン
主
義
な
ど
と
い
う
こ
と
と
は
縁
の
な
い
、
ま

ぎ
れ
も
な
い
一
篇
の
詩
だ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。

　
実
は
高
橋
氏
は
先
の
一
節
に
続
け
て
、
訳
詩
を
文
学
に
し
て
し
ま
っ
た
上
田
敏

の
悪
影
響
を
指
摘
す
る
折
口
信
夫
の
イ
メ
ー
ジ
を
吉
田
健
】
に
重
ね
て
論
じ
て
い

て
、
そ
こ
か
ら
訳
詩
の
ロ
マ
ン
主
義
云
々
と
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ

の
日
本
の
翻
訳
文
学
に
ロ
マ
ン
主
義
が
及
ぼ
し
た
影
響
と
い
う
特
殊
事
情
は
わ
か

っ
て
も
、
し
か
し
こ
こ
で
も
同
様
に
、
そ
の
ロ
マ
ン
主
義
を
敵
視
す
る
吉
田
健
一

の
「
無
言
の
主
張
」
が
、
な
ぜ
「
肉
体
は
悲
ん
で
み
て
…
…
」
と
い
う
詩
の
訳
語

と
し
て
は
異
例
か
も
し
れ
な
く
て
も
、
な
お
言
葉
の
働
き
と
し
て
の
詩
の
力
を
た
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た
え
た
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
な
る
の
か
、
な
ぜ
こ
の
「
不
思
議
な
訳
文
」
の
形

を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
具
体
的
な
理
由
を
明
ら
か
に
は
し
て
く

れ
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
吉
田
健
一
訳
詩
集
「
葡
萄
酒
の
色
」
に
は
高
橋
氏
の
言
う
「
ロ
マ

ン
主
義
の
仕
業
」
を
思
わ
せ
る
訳
詩
も
幾
つ
か
入
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
中

か
ら
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
「
秋
の
歌
」
の
前
半
部
分
だ
け
、
一
例
と
し
て
次
に
挙
げ
て

お
く
。須

婁
に
し
て
我
等
は
入
る
、
冷
さ
と
闇
に
、

さ
ら
ば
、
生
き
て
輝
き
て
去
る
夏
の
光
よ
。

既
に
我
は
聞
く
、
と
む
ら
ひ
の
響
き
も
て
、

　
　
　
し
き

枯
枝
の
鋪
石
を
打
ち
て
落
つ
る
を
。

冬
は
み
な
、
我
が
胸
に
戻
ら
ん
と
す
、
怒
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
き

憎
悪
、
戦
き
、
怖
れ
と
身
に
強
ひ
る
重
役
と
。

極
圏
に
閉
さ
れ
し
太
陽
の
如
、

我
が
心
は
赤
く
凍
り
た
る
塊
の
み
と
な
ら
ん
。

頭
へ
つ
つ
我
は
聞
く
、
枝
毎
に
落
ち
て
、

仕
置
台
を
建
つ
る
よ
り
も
暗
き
音
の
す
る
を
。

我
が
意
志
は
重
く
絶
間
な
く
打
ち
か
く
る
撞
車
に

堪
へ
か
ね
て
倒
れ
ん
と
す
る
塔
に
も
似
た
り
。

聞
き
つ
つ
単
調
な
る
そ
の
響
き
に
揺
す
ら
れ
て
、

い
　
つ
　
く

何
処
に
か
人
取
り
急
ぎ
て
棺
に
釘
打
つ
と
覚
ゆ
。

誰
が
為
に
り
・
　
昨
日
夏
な
り
き
、
今
弦
に
秋
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
っ
た
つ
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

か
の
妖
し
き
音
、
出
立
の
如
く
に
聞
ゆ
る
な
り
。

　
　
　
4

　
磯
田
光
一
「
雅
俗
の
平
衡
感
覚
」
は
、
吉
田
健
一
の
訳
語
の
特
質
を
原
文
と
の

関
係
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
力
の
こ
も
っ
た
論
考
で
あ
る
。
磯
田
氏
は
、

エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
荒
地
」
の
原
作
の
冒
頭
五
行
目
か
ら
七
行
目
ま
で
を
、
西
脇
順

三
郎
、
鮎
川
信
夫
、
そ
し
て
吉
田
健
一
の
三
つ
の
訳
で
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
論
考
を
始
め
て
い
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

を
一
暑
2
脚
8
酢
器
≦
費
語
も
○
＜
Φ
目
ヨ
σ
q

団
幾
9
ぎ
8
お
Φ
窪
巳
。
。
嵩
○
薯
博
眺
①
巴
言
ひ
q

》
一
評
低
Φ
一
嵐
①
≦
詳
び
儀
臥
①
衛
什
蝦
σ
①
誘
・

　
こ
れ
を
磯
田
氏
は
自
ら
詩
人
で
も
あ
る
西
脇
、

訳
の
順
で
紹
介
し
て
い
る
。

冬
は
人
を
暖
か
く
か
く
ま
っ
て
く
れ
た
。

地
面
を
雪
で
忘
却
の
中
に
被
い

ひ
か
ら
び
た
球
根
で
短
い
生
命
を
養
い
。

鮎
川
両
氏
の
訳
、
そ
し
て
吉
田

（
西
脇
訳
）



9　　吉田健一と翻訳の文体

冬
は
ぼ
く
ら
を
温
く
し
て
く
れ
た
、

地
面
を
覆
い
、
乾
い
た
球
根
で

　
　
　
　
い
　
の
ち

あ
わ
れ
な
生
命
を
養
い
な
が
ら
。

忘
却
の
雪
で

（
鮎
川
訳
）

冬
は
何
も
か
も
忘
れ
さ
せ
る
雪
で

地
面
を
覆
い
、
干
か
ら
び
た
根
で
少
し
ば
か
り
の
生
命
を
養
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

そ
れ
で
我
々
は
温
く
し
て
い
る
こ
と
が
出
来
た
。
　
（
吉
田
訳
）

ま
ず
、
磯
田
氏
は
西
脇
訳
と
鮎
川
訳
を
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

　
西
脇
訳
が
．
舜
Φ
O
牝
、
を
ど
こ
ま
で
も
他
動
詞
と
扱
い
、
現
在
分
詞
の
訳
し
方

に
日
本
語
の
連
用
形
で
止
め
る
手
法
を
用
い
て
い
る
の
は
、
や
は
り
昭
和
の
詩

的
言
語
の
革
新
を
め
ざ
し
た
詩
人
に
ふ
さ
わ
し
い
。
鮎
川
訳
は
．
．
κ
Φ
風
、
、
と
現

在
分
詞
の
訳
し
方
で
は
西
脇
訳
と
共
通
し
な
が
ら
も
、
「
忘
却
の
雪
」
「
あ
わ
れ

　
い
　
の
ち

な
生
命
」
と
い
う
訳
語
の
う
ち
に
、
戦
中
派
の
傷
痕
と
い
う
べ
き
も
の
が
感
じ

ら
れ
る
。
「
忘
却
の
雪
」
と
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
戦
争
の
記
憶
を
忘
れ
さ
せ
て

く
れ
る
雪
で
あ
ろ
う
し
、
．
．
鋤
洋
こ
Φ
諏
①
、
、
は
戦
争
の
惨
禍
を
受
け
た
「
あ
わ
れ

　
い
　
の
　
ち

な
生
命
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
「
荒
地
」
派
の
詩
人
の
『
荒

地
』
訳
の
面
貌
が
あ
る
。
「
ぼ
く
ら
」
は
、
お
そ
ら
く
戦
中
派
の
連
帯
意
識
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
西
脇
訳
と
鮎
川
訳
の
比
較
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
訳
者
た
る
詩
人
そ
れ

そ
れ
の
「
面
貌
」
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
次
の
吉
田
訳
の
検
討
が

も
っ
ぱ
ら
訳
語
自
身
の
「
詩
的
空
間
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
磯
田
氏
は
言
う
。

　
と
こ
ろ
が
吉
田
健
一
氏
の
翻
訳
で
は
、
英
語
の
他
動
詞
の
機
能
を
日
本
語
の

文
脈
の
う
ち
に
完
全
に
吸
収
し
、
目
的
語
の
．
．
煽
ω
、
、
が
改
め
て
主
語
と
し
て
措

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
　
「
何
も
か
も
」
「
干
か
ら
び
た
」
「
少

し
ば
か
り
の
」
と
い
う
日
常
語
の
混
入
が
著
し
い
。
こ
の
い
わ
ば
「
雅
」
に
た

い
す
る
「
俗
」
の
混
入
が
、
な
ぜ
訳
詩
の
気
品
を
損
わ
な
い
か
を
考
え
て
み
る

と
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
「
何
も
か
も
」
と
「
干
か
ら
び
た
」
が
五
音
節
、

「
少
し
ば
か
り
の
」
が
七
音
節
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
七
、
五
韻
律
の
残
像

で
「
雅
」
を
守
ろ
う
と
い
う
意
志
が
働
い
て
い
る
。
だ
か
ら
訳
語
の
質
が
「
俗
」

に
通
じ
て
い
て
も
、
雅
俗
の
調
和
に
よ
っ
て
詩
的
空
間
が
保
た
れ
て
い
る
の
で

　
（
2
8
）

あ
る
。

　
も
し
、
こ
れ
が
英
語
の
他
動
詞
の
機
能
を
日
本
語
の
文
脈
の
う
ち
に
完
全
に
吸

収
し
、
目
的
語
の
、
．
器
、
、
が
改
め
て
主
語
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
だ
け
な
ら
ば
吉
田
健
一
の
訳
文
と
し
て
改
め
て
驚
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
日
常
語
の
混
入
が
著
し
い
」
と
い
う
指
摘
で
あ

り
、
し
か
も
そ
れ
が
「
七
、
五
韻
律
の
残
像
」
を
た
た
え
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
こ
れ
は
磯
田
氏
の
燗
眼
と
言
う
べ
き
で
、
詩
の
訳
文
の
み
な
ら
ず
小
説
、

批
評
な
ど
散
文
の
訳
、
ひ
い
て
は
吉
田
健
一
の
文
体
そ
の
も
の
に
就
い
て
、
こ
れ
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ま
で
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
指
摘
し
た
吉
田
健
一
論
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
磯
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、
吉
田
健
一
に
そ
の
よ
う
な
「
雅
」
を
守
ろ
う

と
い
う
「
意
志
」
の
よ
う
な
も
の
が
果
た
し
て
働
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。
そ
れ
は
「
意
志
」
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
こ
そ
身
に

つ
い
た
「
平
衡
感
覚
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
英
語
の
詩
で
あ
れ
フ
ラ
ン
ス

語
の
詩
で
あ
れ
、
そ
れ
が
ど
こ
の
国
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
詩
で
あ
ろ
う
と
も
、

そ
の
個
々
の
詩
の
韻
律
に
あ
れ
だ
け
敏
感
だ
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
日
本

語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
詩
と
し
て
機
能
す
る
形
を
お
の
ず
と
と
る
ま
で
に

そ
の
言
葉
に
習
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩
集
」
（
池

田
書
店
刊
、
昭
和
三
十
一
年
）
の
よ
う
な
訳
詩
の
響
き
そ
の
も
の
が
生
ま
れ
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
詩
人
の
谷
川
俊
太
郎
が
、
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と

が
あ
る
。

　
『
詩
に
就
て
』
の
中
に
、
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
吉
田
さ
ん
の
妥
結
に
、

私
は
共
感
し
な
が
ら
も
少
々
物
足
り
な
さ
を
も
感
ず
る
の
だ
が
、
私
自
身
は
実

は
吉
田
さ
ん
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
十
四
行
詩
の
訳
に
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受

け
て
い
る
。
翻
訳
詩
に
そ
れ
ほ
ど
強
く
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
小
笠
原
豊
樹

訳
の
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
を
除
い
て
は
、
他
に
ほ
と
ん
ど
な
い
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

の
表
現
の
切
実
巧
緻
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
私
は
吉
田
訳
の
日
本
語
の
語
り
口
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

メ
ロ
デ
ィ
に
、
も
っ
と
深
く
魅
か
れ
た
。

そ
し
て
谷
川
氏
は
、
吉
田
訳
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
十
四
行
詩
調
八
十
一
番
の
冒

頭
の
一
節
を
次
に
引
い
て
い
る
。

私
が
君
よ
り
も
長
生
き
し
て
君
の
墓
碑
銘
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
も
、

或
は
私
が
土
の
中
で
腐
っ
て
み
る
時
に
君
が
ま
だ
生
き
て
み
て
も
、

私
の
こ
と
は
何
れ
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

君
の
記
憶
が
死
の
為
に
消
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
ば
決
し
て
な
い
。

　
こ
の
あ
と
、
谷
川
氏
は
「
原
詩
は
こ
ん
な
に
息
の
長
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う

が
、
こ
の
日
本
語
は
独
特
な
調
子
を
も
っ
て
い
て
、
韻
文
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叙
）

あ
き
ら
か
に
音
楽
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
述
べ
、
意
識
し
て
吉
田
訳
の
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
に
な
ら
っ
て
書
い
た
と
い
う
何
篇
か
の
作
品
の
中
か
ら
］
篇
を
自
ら
引
用
し

て
も
い
る
。

　
こ
こ
で
「
吉
田
訳
の
日
本
語
の
語
り
口
の
メ
ロ
デ
ィ
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
韻

文
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
あ
き
ら
か
に
音
楽
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
谷
川
氏
が
言
っ

て
い
る
そ
の
「
メ
ロ
デ
ィ
」
に
、
磯
田
氏
の
言
う
日
本
語
の
基
本
的
な
リ
ズ
ム
と

し
て
の
五
、
七
の
韻
律
が
関
与
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
確
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
丁
度
ブ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ア
ス
が
抑
揚
五
歩
格

の
破
格
を
特
徴
と
し
て
英
語
の
詩
の
み
な
ら
ず
散
文
に
ま
で
そ
の
韻
律
の
響
き
を

与
え
た
よ
う
に
、
日
本
語
に
お
け
る
五
、
七
の
韻
律
の
破
格
が
吉
田
健
一
の
訳
文

に
独
自
の
「
メ
ロ
デ
ィ
」
を
与
え
た
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
吉
田
健
一
は

「
文
学
概
論
」
の
詩
を
論
じ
た
章
の
中
で
、
詩
の
定
型
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。
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昔
か
ら
あ
る
形
式
を
定
型
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
て
も
、
そ
れ
が
用
ゐ
ら
れ
る

国
語
が
現
存
し
て
み
る
限
り
、
昔
か
ら
あ
る
か
ら
古
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
な

い
。
ど
の
国
語
に
も
そ
の
特
色
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
も

さ
う
い
ふ
特
色
に
属
す
る
性
質
が
あ
る
時
、
多
く
用
ゐ
ら
れ
る
形
式
と
い
ふ
の

は
そ
の
特
色
に
合
ふ
も
の
、
或
は
寧
ろ
、
そ
の
特
色
か
ら
自
然
に
生
じ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
繰
り
返
し
て
使
は
れ
る
こ
と
で
実
証
さ
れ
た
も
の
で
、
又
そ

れ
故
に
さ
う
し
て
使
は
れ
る
こ
と
に
堪
え
る
の
で
も
あ
り
、
か
う
い
ふ
形
式
は

そ
の
基
本
的
な
性
格
に
掛
け
て
、
そ
の
国
語
が
あ
る
間
は
変
る
も
の
で
は
な

（
溜

し

　
「
多
く
用
ゐ
ら
れ
る
形
式
と
い
ふ
の
は
そ
の
特
色
に
合
ふ
も
の
、
或
は
寧
ろ
、

そ
の
特
色
か
ら
自
然
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
繰
り
返
し
て
使
は
れ
る
こ

と
で
実
証
さ
れ
た
も
の
で
」
と
言
う
吉
田
健
一
が
、
日
本
語
の
韻
律
に
つ
い
て
無

意
識
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。
ま
た
「
翻
訳
論
」
と
題
す
る
文
章
の
中
で
吉
田
健

一
は
、
韻
律
に
触
れ
て
「
言
葉
に
は
音
や
、
言
葉
の
位
置
や
、
そ
の
言
葉
に
絡
る

連
想
そ
の
他
が
伴
っ
て
そ
の
言
葉
が
そ
の
場
所
で
そ
の
働
き
を
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
散
文
で
も
、
そ
こ
の
所
を
支
配
し
て
み
る
韻
律
が
当
然

入
っ
て
み
る
」
と
述
べ
、
小
林
秀
雄
の
初
期
の
批
評
を
引
用
し
て
、
「
こ
の
文
章

か
ら
そ
の
韻
律
を
取
り
去
っ
た
ら
ば
と
考
へ
る
の
は
、
こ
れ
を
別
な
人
間
が
書
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

た
な
ら
ば
と
い
ふ
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
」
と
続
け
て
い
る
。
こ
こ
で
韻
律
と
は
、

文
体
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
谷
川
俊
太
郎
が
引
用
し
て
い
る
吉
田
健
一
の
手
紙
の
中
に
「
訳
詩
と
い
ふ
の
が

　
　
　
　
　
（
3
4
）

難
事
中
の
難
事
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
吉
田
健
一
が
こ
の
よ
う
な
持
論
を
持
つ

に
至
っ
た
に
つ
い
て
は
或
い
は
マ
ラ
ル
メ
が
ボ
ー
の
詩
の
翻
訳
を
あ
き
ら
め
て
散

文
訳
に
し
た
の
と
似
た
事
情
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
吉
田

訳
を
散
文
訳
と
呼
ぼ
う
と
も
、
そ
こ
に
日
本
語
の
韻
律
が
響
い
て
い
る
こ
と
は
確

か
な
こ
と
で
、
し
か
も
そ
れ
は
破
格
の
韻
律
だ
っ
た
。
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
吉

田
健
一
は
翻
訳
に
あ
た
っ
て
、
散
文
の
言
葉
の
運
び
と
は
違
っ
て
散
文
よ
り
少
し

言
葉
の
韻
律
に
比
重
を
置
い
た
も
の
を
詩
と
み
な
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
詩
の
定
型
か
ら
見
て
破
格
で
あ
る
よ
う
な

限
り
な
く
詩
に
近
い
散
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
磯
田
氏
は
吉
田
訳
を
指
し
て
「
気
品
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
お
そ
ら
く

そ
の
「
気
品
」
は
五
、
七
の
韻
律
か
ら
く
る
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
破
格
を
旨
と

す
る
吉
田
健
一
の
文
体
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
の
読
む
者
を
沈
黙
さ
せ
、
静
か
な
感
動
に
ひ
た
ら
せ
る
詩
と
散
文

の
間
を
行
く
よ
う
な
言
葉
の
働
き
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
5

　
吉
田
健
一
の
「
翻
訳
論
」
の
初
出
は
昭
和
三
十
五
年
十
月
発
行
の
季
刊
雑
誌

「
聲
」
第
九
号
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
の
「
翻
訳
論
」
と
並
ん
で
同
じ
く
翻
訳
論

の
副
題
を
持
つ
福
田
三
極
「
私
の
英
語
教
室
」
が
載
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
福
田
氏

は
、
自
分
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
翻
訳
を
散
文
訳
で
あ
る
と
指
摘
す
る
意
見
に
対
し

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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人
は
私
の
訳
を
散
文
訳
だ
と
言
っ
て
み
る
が
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体
は
正

し
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
他
の
人
の
訳
に
較
べ
て
散
文
的
だ
と
い
ふ
の
な
ら
、
そ

れ
は
大
き
な
間
違
ひ
で
あ
る
。
私
の
訳
に
お
い
て
は
、
七
五
調
そ
の
他
、
日
本

語
固
有
の
律
が
、
他
の
人
々
の
訳
よ
り
は
遙
か
に
意
識
的
に
利
用
さ
れ
て
る
る
。

役
者
の
口
に
の
り
、
喋
り
や
す
い
せ
り
ふ
に
な
っ
て
み
る
と
言
は
れ
る
の
は
、

｝
つ
に
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
私
達
は
文
字
言
語
に
お
い
て
は
あ
ま

り
声
を
意
識
せ
ず
、
主
と
し
て
論
理
や
文
法
に
随
ひ
や
す
い
が
、
音
声
言
語
に

お
い
て
は
、
芝
居
の
せ
り
ふ
に
限
ら
ず
、
平
生
の
会
話
に
お
い
て
さ
へ
、
発
声

機
関
、
及
び
音
韻
の
生
理
的
必
然
性
に
随
ひ
や
す
く
、
そ
の
肉
体
的
条
件
は
論

理
や
文
法
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
に
と
っ
て
固
有
不
変
の
性
格
を
有
し
て

み
る
。
七
五
調
の
み
に
限
ら
ぬ
が
、
四
四
、
六
六
等
、
日
本
語
の
喋
り
や
す
く

聴
き
や
す
い
安
定
し
た
律
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
、
私
達
日
本
人
は
そ
れ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

容
易
に
脱
け
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
「
論
理
や
文
法
に
随
ひ
や
す
い
」
文
字
言
語
に
対
し
て
「
発
声
機
関
、
及
び
音

韻
の
生
理
的
必
然
性
に
随
ひ
や
す
」
い
音
声
言
語
と
言
い
、
さ
ら
に
「
そ
の
肉
体

的
条
件
は
論
理
や
文
法
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
に
と
っ
て
固
有
不
変
の
性
格

を
有
し
て
み
る
」
と
福
田
氏
は
言
う
。

　
外
交
官
の
長
男
と
し
て
幼
い
頃
か
ら
中
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
活
し
、
英
語
と

い
う
言
葉
に
親
し
む
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
文
字
通
り
育
て
ら
れ
た

吉
田
健
一
に
と
っ
て
、
そ
の
言
葉
が
ま
ず
「
音
声
言
語
」
と
し
て
響
き
、
そ
の
響

き
が
同
時
に
「
文
字
言
語
」
を
も
左
右
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
す
る
に

難
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の
「
音
韻
の
生
理
的
必
然
性
」
に
敏
感
だ
っ
た

吉
田
健
一
が
、
そ
の
言
葉
を
も
う
一
つ
の
別
の
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
時
、

そ
の
訳
語
と
し
て
の
言
葉
の
「
音
韻
の
生
理
的
必
然
性
」
に
敏
感
で
あ
る
の
は
当

然
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
言
葉
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
が
一
人
の

人
間
に
と
っ
て
の
言
葉
、
或
い
は
そ
の
人
間
の
精
神
の
働
き
を
示
す
も
の
で
あ
る

言
葉
に
対
す
る
「
生
理
的
必
然
」
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
人
が
そ
こ
か
ら
容
易
に
脱
け
出
せ
な
い
「
七
五
調
そ
の
他
、
日
本
語
固
有

の
律
」
が
他
の
訳
者
た
ち
の
翻
訳
よ
り
遙
に
意
識
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
福

田
氏
の
散
文
訳
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
意
識
的
と
い
う
よ
り
は
、

い
わ
ば
「
日
本
語
固
有
の
律
」
が
平
衡
感
覚
の
よ
う
に
働
い
て
、
そ
れ
が
破
格
の

形
を
取
る
ま
で
に
英
語
の
「
音
声
言
語
」
の
余
韻
を
と
も
な
っ
て
自
ず
と
出
て
き

た
の
が
吉
田
健
一
の
散
文
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
典
型
的
な
例
を
次
に
引
く
。
「
ア
ン
ト
ニ
イ
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
」
か
ら
の

一
節
で
あ
る
。
福
田
訳
、
吉
田
訳
の
順
に
引
く
。

　
ま
つ
身
を
横
た
へ
た
る
小
舟
は
、
磨
き
あ
げ
た
る
玉
座
さ
な
が
ら
燃
ゆ
る
が

ご
と
く
水
面
に
浮
び
、
艦
に
敷
か
れ
た
甲
板
は
金
の
延
板
、
帆
に
は
紫
の
絹
を

張
り
、
焚
き
こ
め
ら
れ
た
香
の
か
を
り
を
慕
っ
て
、
風
は
気
も
そ
ぞ
ろ
の
恋
わ

づ
ら
ひ
、
擢
は
い
つ
れ
も
白
銀
、
笛
の
音
に
合
は
せ
て
の
見
事
な
水
さ
ば
き
は
、

立
ち
騒
ぐ
波
も
我
遅
れ
じ
と
慕
ひ
ま
つ
は
る
か
に
見
え
ま
し
た
。
か
の
女
人
そ

の
人
は
と
言
へ
ば
、
到
底
言
葉
に
は
尽
せ
ま
せ
ぬ
、
垂
れ
布
は
色
絹
に
金
糸
銀

糸
の
縫
取
り
、
そ
の
陰
に
ひ
っ
そ
り
身
を
横
た
へ
た
姿
は
、
な
る
ほ
ど
、
か
の
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絵
筆
の
妙
よ
く
自
然
を
超
ゆ
る
講
中
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
も
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ

ら
ず
と
で
も
申
し
ま
せ
う
か
。
両
脇
に
侍
す
る
童
は
頬
に
笑
窪
を
湛
へ
、
笑
め

る
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
さ
な
が
ら
、
五
色
の
扇
を
も
つ
て
風
を
送
る
と
、
冷
め
た
頬

は
二
た
び
上
気
し
て
、
そ
の
薄
い
肌
に
血
が
の
ぼ
り
、
か
く
し
て
上
げ
た
り
下

　
　
（
3
6
）

げ
た
り
。

そ
の
船
は
、
磨
き
立
て
た
玉
座
も
同
様
に

水
の
上
に
燃
え
て
、
船
尾
は
一
面
に
金
箔
を
押
し
、

帆
は
紫
で
、
香
が
焚
き
込
め
て
あ
り
、

風
を
そ
の
匂
ひ
で
酔
は
せ
て
、
銀
の
擢
が

笛
の
音
に
合
せ
て
上
下
す
る
の
は
、

擢
に
水
が
魅
せ
ら
れ
て
み
る
の
で
一
層
強
く
水
を

引
き
寄
せ
て
み
る
と
見
え
た
。
そ
の
人
自
身
に
至
っ
て
は
、

言
葉
も
乞
食
を
し
て
廻
る
他
な
い
位
で
、

金
欄
の
慢
幕
を
張
り
廻
ら
し
た
蔭
に
、
画
家
の
工
夫
が

自
然
に
勝
っ
て
る
る
ヴ
ィ
イ
ナ
ス
の
絵
よ
り
も

更
に
美
し
い
姿
を
し
て
横
に
な
っ
て
み
た
。
そ
の
両
側
に
は
、

笑
顔
の
キ
ュ
ウ
ピ
ッ
ド
か
と
疑
ふ
子
供
の
群
が

色
と
り
ど
り
の
団
扇
を
持
っ
て
立
ち
、
そ
れ
が
風
を
送
る
の
が

ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
頬
を
冷
ま
し
て
は
、
却
っ
て
そ
の
火
照
り
を
増
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

切
角
の
骨
折
り
を
無
駄
に
し
て
み
る
や
う
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
福
田
氏
の
言
う
「
日
本
語
の
喋
り
や
す
く
聴
き
や
す
い
安
定
し
た

律
」
と
い
う
こ
と
か
ら
思
い
出
す
の
は
吉
田
健
一
が
昭
和
二
十
九
年
に
書
い
た

「
チ
ャ
ア
チ
ル
と
文
学
」
と
い
う
一
文
で
、
そ
の
中
に
明
治
維
新
後
の
日
本
語
に

つ
い
て
触
れ
た
一
節
が
あ
る
。

　
江
戸
時
代
ま
で
の
「
候
文
が
読
み
易
く
て
、
書
き
易
い
の
は
、
そ
れ
が
何
代
も

の
人
問
の
格
調
あ
る
話
し
言
葉
か
ら
生
れ
た
も
の
だ
か
ら
」
と
言
い
、
「
文
体
を

生
む
に
足
る
か
う
い
ふ
日
常
の
言
葉
は
明
治
維
新
で
決
定
的
に
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
最
大
の
原
因
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
語
と
は
全
然
違
っ
た
構
造
の
言
葉
を
通

し
て
で
な
け
れ
ば
習
得
出
来
な
い
幾
種
類
も
の
、
性
質
も
区
々
な
知
識
を
身
に
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

け
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
続
け
た
後
で
、
吉
田
健
一
は
こ
う

書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
の
世
界
で
は
口
語
体
の
文
章
を
書
く
や
う
に
な
っ
た
と
言
は
れ
る
が
、

口
語
そ
の
も
の
が
何
の
基
準
も
な
し
に
そ
の
日
暮
し
を
し
て
み
る
有
様
で
あ
る

時
に
、
口
語
体
の
文
章
な
ど
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
訳
が
な
い
。
文
学
の
世
界
で

も
文
学
に
特
有
の
言
葉
が
出
来
上
っ
た
の
で
、
言
葉
を
生
命
と
す
る
文
学
で
そ

れ
が
他
の
種
類
の
用
語
よ
り
も
秩
序
が
あ
り
、
解
り
易
い
の
は
当
然
で
あ
る
と

し
て
も
、
会
話
さ
へ
も
普
通
に
実
際
に
行
は
れ
る
会
話
を
そ
の
ま
ま
写
せ
ず
に

　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

み
る
悩
み
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
口
語
そ
の
も
の
が
何
の
基
準
も
な
し
に
そ
の
日
暮
し
を
し
て

み
る
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
明
治
維
新
後
の
日
本
語
と
対
照
的
に
、
吉
田
健
一
は
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「
十
四
世
紀
の
チ
ョ
オ
サ
ア
の
時
代
以
来
、
そ
の
発
達
に
断
層
を
見
ず
に
今
日
ま

　
　
　
　
　
（
4
0
）

で
続
い
て
み
る
」
英
語
で
書
か
れ
た
英
国
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

注
目
す
べ
き
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
兵
隊
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
｝
ペ
ニ
ィ
本
を
持
っ
て
歩
き
、
将
校
が
戦
線
で

ハ
ウ
ス
マ
ン
の
詩
集
を
読
む
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
方
が
ハ
ウ
ス
マ
ン
よ
り
も

大
衆
作
家
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
さ
う
い
ふ
作
品
は
日
本
の
口

語
体
よ
り
も
遙
か
に
口
語
に
近
い
英
語
で
書
か
れ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
普
通

の
会
話
も
、
日
本
の
小
説
に
出
て
来
る
人
物
が
や
る
会
話
の
や
う
な
形
で
行
は

れ
る
。
そ
し
て
少
し
で
も
教
養
が
あ
る
人
間
な
ら
ば
、
幾
ら
で
も
洗
練
さ
れ
た

も
の
の
言
ひ
方
が
出
来
て
、
小
説
家
は
そ
れ
を
た
だ
写
せ
ば
い
い
し
、
自
分
で

勝
手
に
想
像
す
る
の
も
容
易
で
あ
る
。
日
本
の
お
上
品
な
言
葉
遣
ひ
と
い
ふ
の

と
は
違
ふ
の
で
、
社
交
界
と
い
ふ
の
は
、
さ
う
い
ふ
気
が
利
い
た
言
葉
の
や
り

取
り
を
す
る
場
所
で
し
か
な
い
。
ウ
ォ
オ
の
初
期
の
作
品
を
読
ん
で
見
て
も
そ

　
　
　
（
4
1
）

れ
が
解
る
。

　
こ
こ
で
「
日
本
の
脱
語
体
よ
り
も
遙
か
に
口
語
に
近
い
英
語
で
書
か
れ
て
み

る
」
と
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
小
説
に
出
て
く
る
会
話
の
こ
と
で
は
な
く

て
、
そ
の
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
文
章
そ
の
も
の
の
こ
と
を
指
す
。
「
口
語
に
近

い
英
語
」
を
「
口
語
に
近
い
日
本
語
」
に
移
し
替
え
る
こ
と
は
、
そ
の
日
本
語
そ

の
も
の
が
口
語
の
体
を
な
し
て
い
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
っ

た
ん
壊
さ
れ
た
後
に
、
新
し
い
「
文
体
を
生
む
に
足
る
」
日
常
の
言
葉
が
、
ま
だ

「
そ
の
日
暮
し
を
し
て
み
る
し
状
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
訳
者
は
勢
い
自
ら
工
夫
し

て
そ
の
口
語
そ
の
も
の
を
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
切
実

さ
の
度
合
い
は
「
口
語
に
近
い
英
語
」
に
敏
感
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
深
く
な
る
の

は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
口
語
に
近
い
英
語
」
と
い
う

こ
と
で
、
ふ
た
た
び
思
い
出
す
の
は
季
刊
雑
誌
「
文
体
」
第
六
号
に
掲
載
さ
れ
た

丸
谷
才
一
と
の
対
談
「
翻
訳
と
文
体
」
で
、
大
岡
昇
平
が
吉
田
健
一
の
翻
訳
に
触

れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
吉
田
健
】
は
、
英
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
や
っ
た
け
ど
、
あ
れ
は
特
別
な
男
で

ね
。
例
に
な
ら
な
い
よ
。
　
（
中
略
）
彼
を
ぜ
ん
ぜ
ん
は
ず
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
ラ
フ
オ
ル
グ
、
英
文
学
は
、
誰
か
ま
わ
ず
め
ち
ゃ

め
ち
ゃ
に
翻
訳
し
た
か
ら
な
。
い
ろ
ん
な
文
体
が
、
ま
ぜ
こ
ぜ
に
な
っ
て
、
そ

れ
で
彼
】
流
の
文
体
を
あ
み
出
し
た
ね
。
日
本
語
と
し
て
も
一
流
の
も
の
を
あ

み
出
し
た
か
ら
、
あ
れ
は
別
格
に
し
よ
う
。
あ
の
男
が
い
ち
ば
ん
え
ら
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
　
（
中
略
）
彼
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻

訳
と
英
語
の
翻
訳
と
は
な
ん
の
変
わ
り
も
な
い
か
ら
ね
。
同
じ
だ
か
ら
。
し
ゃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

べ
り
言
葉
だ
な
。
あ
れ
は
し
ゃ
べ
り
言
葉
で
訳
し
た
ん
だ
よ
。

　
吉
田
健
一
の
翻
訳
が
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
「
フ
ラ
ン
ス

語
の
翻
訳
と
英
語
の
翻
訳
と
は
な
ん
の
変
わ
り
も
な
い
か
ら
ね
。
同
じ
だ
か
ら
」

と
い
う
大
岡
昇
平
の
指
摘
に
注
目
し
た
い
。
先
に
引
用
し
た
「
口
語
に
近
い
英

語
」
と
い
う
説
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
だ
っ
た
の
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で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
吉
田
健
一
に
と
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
も
英
語
も
、
も
と

も
と
が
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
だ
っ
た
、
そ
れ
は
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
以
外
の
な
に

も
の
で
も
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
そ
れ
を
忠
実
に
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
で
訳
し
た
の

で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
そ
の
原
文
の
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
の
法
則
に
の
っ
と
っ

て
、
動
き
の
あ
る
言
葉
に
は
そ
の
動
き
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
る
よ
う
な
具
体
的
な

「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
で
あ
る
日
本
語
を
使
う
こ
と
こ
そ
原
文
に
忠
実
な
訳
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
々
の
文
体
な
ど
に
気
を
つ
か
う
よ
り
遙
か
に
大
事
な
こ

と
だ
っ
た
か
ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ど
れ
も
「
同
じ
」
形
を
示
し
た
。
こ
れ
が
吉

田
健
一
に
と
っ
て
の
翻
訳
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
実
は
吉
田
健
一
晩
年
の
「
書
架
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
「
ヴ
ァ

リ
エ
テ
」
に
つ
い
て
の
文
章
の
中
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
一
節
が
あ

り
、
そ
こ
で
吉
田
健
一
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
著
書
の
一
つ
で
あ
る
園
①
α
Q
輿
鳥
ω
ω
霞
一
①

B
o
＆
Φ
碧
2
色
の
題
名
に
あ
る
諾
ひ
q
駅
創
と
い
う
言
葉
と
、
そ
の
訳
語
の
関
係
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
諾
ひ
Q
碧
α
は
眺
め
る
こ
と
を
指
し
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が
今
日
の
世
界
を
眺

め
て
考
へ
た
こ
と
を
書
い
た
の
が
こ
の
本
で
あ
る
か
ら
題
も
さ
う
な
っ
て
み
る
。

併
し
今
日
の
日
本
語
、
或
は
寧
ろ
今
日
の
日
本
語
の
使
ひ
方
で
は
眺
め
る
の
は

景
色
や
ど
こ
か
遠
く
に
あ
る
何
か
で
あ
っ
て
自
分
が
眺
め
た
も
の
が
少
し
で
も

抽
象
的
な
性
格
の
も
の
で
そ
れ
に
就
て
剰
る
説
を
な
す
と
い
ふ
や
う
な
場
合
は

眺
め
る
で
な
く
て
例
へ
ば
展
望
す
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
そ
の
展

望
す
る
は
眺
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
が
不
便
な
点
な
の
で
、
眺
め
る
の

と
展
望
す
る
で
は
二
つ
の
違
っ
た
行
為
の
印
象
を
与
へ
、
そ
の
挙
句
に
自
分
が

或
る
対
象
を
展
望
し
て
み
る
と
思
っ
て
み
る
も
の
は
そ
の
為
に
直
接
に
そ
の
方

に
眼
を
向
け
る
の
を
避
け
る
と
い
ふ
態
度
に
出
る
。

　
併
し
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
展
望
す
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
を
し
な
い
。
さ
う
し
た
見

て
見
な
い
振
り
の
反
対
の
見
な
い
で
る
て
見
た
振
り
を
す
る
態
度
で
例
へ
ば

「
ヴ
ァ
リ
エ
テ
」
の
初
め
に
あ
る
「
精
神
の
危
機
」
の
や
う
な
も
の
は
書
け
な

い
の
で
そ
こ
に
あ
る
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が
自
分
の
眼
で
見
た
ヨ
オ
ロ

ッ
パ
で
あ
り
、
こ
れ
が
危
機
に
直
面
し
て
み
る
の
を
見
て
そ
の
危
機
も
含
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）

ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
ふ
も
の
に
改
め
て
眼
を
向
け
た
。

こ
れ
に
続
く
次
の
一
節
に
、
特
に
注
目
し
た
い
。

　
確
か
に
見
る
と
か
眺
め
る
と
か
い
ふ
の
は
先
ず
肉
眼
で
見
る
こ
と
を
意
味
し
、

精
神
と
か
危
機
と
か
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
と
い
ふ
も
の
と
か
は
肉
眼
の
対
象
に
な
ら
な

い
が
そ
れ
だ
か
ら
な
ほ
更
我
々
の
体
と
関
係
が
あ
る
さ
う
い
ふ
言
葉
を
使
っ
て

そ
れ
が
指
す
こ
と
に
劣
ら
ず
我
々
の
精
神
が
ご
ま
か
し
な
し
に
働
く
こ
と
を
期

　
　
　
　
　
（
4
4
）

す
る
の
で
あ
る
。

　
「
我
々
の
体
と
関
係
が
あ
る
さ
う
い
ふ
言
葉
」
と
は
、
こ
こ
で
は
言
っ
て
み
れ

ば
人
間
の
五
感
に
直
接
関
係
す
る
動
詞
す
べ
て
を
指
す
。
こ
れ
ら
具
体
的
に
体
の

働
き
を
示
す
動
詞
を
常
に
そ
の
ま
ま
使
っ
て
、
「
そ
れ
が
指
す
こ
と
に
劣
ら
ず
我

々
の
精
神
が
ご
ま
か
し
な
し
に
働
く
こ
と
を
期
す
る
」
と
い
う
の
が
吉
田
健
一
の
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や
り
方
だ
っ
た
。
こ
こ
で
、
永
川
玲
二
氏
が
吉
田
健
一
の
訳
し
た
「
黒
い
い
た
ず

ら
」
の
一
節
を
「
あ
り
ふ
れ
た
動
詞
で
単
刀
直
入
に
」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
を

思
い
出
す
の
は
無
駄
で
は
な
い
。
ま
た
磯
田
光
】
氏
が
引
い
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の

「
荒
地
」
の
一
節
の
三
人
の
訳
の
中
で
8
「
α
q
①
q
巳
留
○
≦
の
吉
田
健
一
の
訳
だ

け
が
「
忘
却
の
雪
」
で
な
く
「
何
も
か
も
忘
れ
さ
せ
る
号
し
と
な
っ
て
い
た
の
は

偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
吉
田
健
一
が
身
に
つ
け
た
英
語
な
い
し
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
言
語
そ

の
も
の
が
、
我
々
が
想
像
す
る
よ
り
遙
か
に
「
我
々
の
体
と
関
係
が
あ
る
」
具
体

性
を
帯
び
た
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
例
え
ば
器
ひ
q
振
当
頸
と
い

う
フ
ラ
ン
ス
語
の
動
詞
を
「
眺
め
る
」
で
は
な
く
て
「
展
望
す
る
」
と
訳
す
こ
と

自
体
、
吉
田
健
一
に
し
て
み
れ
ば
ひ
ど
く
見
当
違
い
な
、
そ
れ
こ
そ
誤
訳
そ
の
も

の
に
思
え
た
の
で
は
な
い
か
。
英
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
吉
田
健
一
に
と
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
詩
で
あ
ろ
う
と
も
マ
ラ
ル
メ

の
轡
鋤
。
プ
鋤
群
①
ω
茸
『
一
身
ρ
菰
冨
ω
一
の
ご
、
鋤
二
¢
8
島
箒
ω
一
一
く
諾
ω
．
を
「
肉
体
は
悲

し
、
憶
、
わ
れ
は
悉
皆
の
書
を
読
み
ぬ
」
と
訳
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
原
文
と
は

縁
の
な
い
世
界
を
新
た
に
創
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
文
を
限

り
な
く
偽
る
こ
と
だ
っ
た
。
ま
だ
し
も
「
肉
体
は
悲
ん
で
み
て
、
私
は
凡
て
の
本

を
読
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
や
っ
た
方
が
、
も
と
も
と
が
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
で
あ

る
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
マ
ラ
ル
メ
の
詩
の
世
界
の
響
き
を
伝
え
て
い
る
i
一

こ
れ
が
吉
田
健
】
の
見
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
日
本
語
と
し
て
の
詩
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
韻
律

は
す
で
に
そ
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
自
ず
と
現
わ
れ
た
。
エ
リ
オ
ッ
ト
の
8
ゴ
Φ

認
く
興
、
。
・
8
葺
合
耳
○
副
Φ
植
園
①
可
ω
什
團
Φ
巴
…
…
は
「
河
を
蔽
っ
て
み
た
木
の
緑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）

は
裂
か
れ
、
最
後
の
何
枚
か
の
葉
が
…
…
」
で
あ
り
、
ま
た
イ
エ
イ
ツ
の
↓
び
Φ

R
①
Φ
ω
銭
①
ぢ
9
Φ
膣
Q
9
¢
筥
づ
σ
＄
9
ざ
目
げ
Φ
薯
○
○
臼
鋤
b
α
℃
錠
口
び
ω
費
Φ
α
蔓
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
｛
）

は
「
木
に
も
秋
が
来
て
、
森
の
小
道
は
乾
き
…
…
」
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
の
法
則
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
散
文
に
も
適
用
さ
れ
、

ワ
イ
ル
ド
の
「
芸
術
家
と
し
て
の
批
評
家
」
は
二
人
の
人
物
に
よ
る
対
話
の
形
式

を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
同
時
に
言
葉
を
捜
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
考
え
を
進

め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
散
文
の
特
徴
が
人
物
の
せ
り
ふ
を
支
配
し
て
い
る
。
こ

の
対
話
篇
と
い
う
形
を
と
っ
た
散
文
で
、
吉
田
健
一
の
訳
語
が
最
も
精
彩
を
放
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
事
実
そ
れ
は
、
次
の
よ
う

な
言
葉
で
書
か
れ
た
。
「
批
評
は
本
当
に
創
造
的
な
芸
術
な
の
だ
ら
う
か
」
と
問

う
相
手
に
、
も
う
一
人
が
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

　
だ
っ
て
さ
う
ち
や
な
い
か
。
先
づ
材
料
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
新
し
い
、
魅
惑

的
な
形
式
を
与
へ
る
。
詩
に
就
て
だ
っ
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
へ
な
い
ぢ
や

な
い
か
。
僕
は
寧
ろ
批
評
を
、
創
造
の
中
の
創
造
と
呼
び
た
い
ん
だ
。
と
言
ふ

の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
キ
イ
ツ
に
至

る
ま
で
の
偉
大
な
芸
術
家
が
直
接
に
人
生
に
材
料
を
求
め
ず
、
神
話
や
伝
説
や

昔
話
を
種
に
し
て
作
品
を
書
い
た
の
と
同
様
で
、
批
評
家
も
言
は
ば
他
の
も
の

が
彼
の
為
に
既
に
浄
化
し
て
、
想
像
力
に
よ
っ
て
色
と
形
を
与
へ
た
材
料
を
扱

っ
て
み
る
訳
な
の
だ
。
僕
は
更
に
一
歩
進
め
て
、
最
高
の
批
評
は
個
人
的
な
印

象
の
最
も
純
粋
な
形
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
創
造
よ
り
も
創
造
的
な
の
だ
と
言



ひ
た
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
以
外
の
基
準
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
最
も

少
く
、
そ
れ
自
体
が
そ
の
存
在
理
由
な
の
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
言
ひ
方
を

借
り
れ
ば
、
そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
そ
の
目
的
を
な
し
て
み
る
の
だ
。

兎
に
角
、
批
評
は
何
か
に
似
て
み
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
少
し
も
束
縛
さ

れ
て
み
な
い
。
か
く
か
く
の
こ
と
が
あ
り
さ
う
か
ど
う
か
と
い
ふ
つ
ま
ら
な
い

懸
念
、
日
常
生
活
、
或
は
公
的
な
生
活
に
見
ら
れ
る
退
屈
な
事
件
の
繰
り
返
し

へ
の
あ
の
卑
屈
な
譲
歩
は
批
評
に
対
し
て
は
無
力
な
の
だ
。
我
々
は
創
作
に
関

し
て
は
事
実
に
訴
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
魂
に
対
し
て
不
服
を
申
し
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。

暁
○
雪
ヨ
○
眺
O
Φ
戦
ω
○
路
頭
｝
一
二
℃
附
Φ
ω
臨
○
ゆ
”
δ
一
昌
ぱ
ω
芝
餌
《
ヨ
○
同
①
O
吋
①
餌
口
く
Φ
叶
び
鋤
口

O
門
①
鋤
ぼ
O
P
鋤
ω
弄
び
鋤
Q
り
一
Φ
鋤
ω
酢
「
Φ
暁
Φ
国
Φ
う
O
Φ
酢
O
p
Ω
継
馬
の
け
鋤
嵩
良
匠
「
α
Φ
×
酢
①
居
鵠
鋤
一
叶
○

律
ω
①
｝
抄
鋤
鐸
伽
δ
”
圃
昌
暁
簿
O
け
一
什
ω
○
≦
嵩
憎
①
鋤
ω
○
昌
眺
○
国
①
×
δ
口
口
び
q
”
9
賢
9
鋤
ω
叶
ゴ
Φ

○
貝
Φ
Φ
需
ω
≦
〇
二
一
鉱
℃
鋸
酔
牌
｝
帥
昌
騨
ω
巴
抽
鋤
嵩
α
叶
O
騨
ω
巴
b
鋤
昌
Φ
5
9
0
Φ
熔
け
鋤
一
ロ
一
罫
評

δ
づ
Φ
く
Φ
吋
け
噌
餌
営
B
Φ
頃
⑦
Q
び
《
鋤
づ
団
ω
プ
鋤
O
貯
一
①
ω
○
鴎
く
Φ
ユ
o
o
山
芋
離
詳
¢
山
①
．
Z
O

一
ひ
q
類
○
σ
一
Φ
O
O
笥
絵
鳥
①
『
蝉
鉱
○
昌
ω
○
暁
O
噌
○
ぴ
鋤
σ
に
ぱ
蜜
｝
け
び
鶴
け
O
O
毒
鋤
困
帰
一
K
O
O
昌
O
Φ
ω
忽
○
鋒

酵
○
辞
げ
Φ
酢
Φ
創
帥
O
O
ω
目
Φ
℃
Φ
鉱
鉱
○
嵩
ω
○
暁
α
○
管
Φ
ω
鉱
∩
○
憎
℃
¢
σ
嵩
O
一
篤
ρ
鋤
暁
州
Φ
O
げ
詳

①
＜
Φ
吋
■
○
⇔
Φ
臼
鋤
く
鋤
O
℃
Φ
9
｝
臨
憎
○
ヨ
甑
6
鉱
○
昌
に
口
叶
○
燈
心
6
二
士
W
¢
け
｛
同
○
日
酔
げ
Φ
ω
○
瓢
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

什
び
Φ
村
①
尻
コ
O
Q
冒
℃
Φ
鋤
い
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ワ
イ
ル
ド
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ぐ
く
財
団
ω
ご
○
⊆
一
山
沖
昌
○
叶
σ
Φ
”
潔
署
○
国
詰
ω
芝
沖
ぽ
ヨ
Q
叶
①
甑
鋤
尻
顕
鋤
コ
創
℃
＝
叶
ω
け
び
①
b
ρ

一
夕
叶
○
鋤
暁
○
尉
欝
け
び
Q
叶
尻
Q
什
○
置
O
Φ
鵠
Φ
毒
Q
昌
山
鉱
Φ
賦
ひ
Q
び
四
一
＝
一
辱
巧
く
築
三
什
語
○
困
Φ
6
鋤
路

○
コ
Φ
ω
鋤
K
O
暁
℃
○
Φ
叶
憎
《
ッ
目
玉
α
Φ
Φ
9
國
≦
6
¢
｝
山
∩
鋤
ご
O
ユ
ロ
2
も
。
諺
鋤
O
憎
Φ
鋤
鉱
○
コ

≦
評
び
一
ご
鋤
O
憎
Φ
P
江
○
算
　
閃
○
居
㎞
¢
ω
叶
餌
Q
D
け
ぴ
Φ
顎
困
⑦
鋤
け
Q
回
口
ω
け
G
o
鴇
桃
『
○
讐
葭
○
ヨ
Φ
醜

鋤
⇔
α
　
＼
南
ω
O
げ
《
｝
二
ρ
劔
○
薯
づ
け
O
Q
o
5
緊
。
咋
Φ
ω
℃
①
鋤
同
①
鋤
賢
入
国
Φ
妙
什
ρ
α
一
蜘
昌
○
け
ぴ
q
O

儀
甘
①
O
巳
《
什
○
一
子
①
噛
○
耐
性
酎
①
騨
ω
¢
ぴ
」
Φ
O
暦
ー
ヨ
鋤
簿
①
び
σ
＝
辞
o
D
O
蝶
ひ
q
ぴ
酔
桃
○
憎
田
圃
賢
ヨ
図
叶
げ
鳩

鋤
⇒
創
一
Φ
α
q
Φ
謬
鼻
鋤
謬
鳥
餌
⇒
O
δ
⇔
画
一
鋤
｝
ρ
ω
○
け
ぽ
の
O
ユ
江
O
創
Φ
鋤
｝
ω
≦
誹
げ
B
鋤
骨
Φ
工
⇔
δ

酢
財
鋤
性
○
曲
げ
Φ
目
ω
ぼ
鋤
く
P
鋤
ω
帥
≦
6
『
ρ
℃
¢
ユ
甑
Φ
儀
桃
○
憎
ぴ
一
手
”
鋤
口
眠
け
○
＜
『
財
け
び

一
等
蝉
ひ
Q
一
⇔
鋤
鉱
く
Φ
｛
○
融
ヨ
鋤
づ
良
O
O
一
〇
¢
憎
げ
勉
く
Φ
σ
①
①
類
鋤
岸
①
鋤
儀
《
鋤
山
山
Φ
血
■
2
餌
く
博

ヨ
○
戦
ρ
H
芝
○
¢
｝
鉱
ω
鋤
《
け
げ
鋤
け
叶
ず
Φ
ず
一
頓
ぼ
Φ
ω
け
O
ユ
訟
O
δ
ヨ
｝
び
似
ゆ
ひ
q
叶
げ
Φ
℃
¢
吋
①
ω
け

　
こ
の
ワ
イ
ル
ド
の
「
対
話
篇
」
の
原
文
が
、
「
十
四
世
紀
の
チ
ヨ
オ
サ
ア
の
時

代
以
来
、
そ
の
発
達
に
断
層
を
見
ず
に
今
日
ま
で
続
い
て
み
る
」
英
語
の
伝
統
に

則
っ
た
ワ
イ
ル
ド
な
ら
で
は
の
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
の
散
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
ワ
イ
ル
ド
の
意
図
す
る
言
葉
の
襲
に
添
う
よ
う
に

し
て
訳
さ
れ
た
吉
田
健
一
の
文
章
は
、
福
田
氏
の
言
う
日
本
語
の
「
論
理
や
文
法

に
随
ひ
」
つ
つ
、
同
時
に
「
音
韻
の
生
理
的
必
然
性
」
を
も
あ
っ
さ
り
取
り
込
ん

で
し
ま
っ
た
新
し
い
散
文
と
し
て
の
「
し
ゃ
べ
り
言
葉
」
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
ポ
オ
の
「
覚
書
」
（
芝
書
店
刊
、
昭
和
十
年
）
に
始
ま
る
吉
田
健
｝
の
翻
訳
の

文
体
は
、
常
に
「
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
幸
福
な
一
致
」
を
次
々
と
経
験
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
磨
か
れ
た
と
言
っ
て
い
い
の
で
、
そ
の
経
験
の
積
み
重
ね
が
吉
田
健
一

の
比
類
の
な
い
文
体
を
生
ん
だ
。
叢
る
と
こ
ろ
で
（
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
ど

う
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
の
だ
が
）
吉
田
健
一
は
、
英
国
の
近
代
か
ら
現
代
に
か
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け
て
の
文
学
の
流
れ
を
語
る
上
で
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
作
品
に

就
い
て
次
々
と
語
っ
た
あ
と
で
、
そ
こ
に
名
前
を
挙
げ
た
作
品
の
大
半
が
自
分
の

訳
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
常
に
自
分
に
と

っ
て
か
け
が
え
が
な
い
と
思
わ
れ
る
作
品
ば
か
り
訳
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
こ
う

い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
少
し
も
驚
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
て

い
た
。
或
い
は
第
三
者
か
ら
見
て
の
「
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
幸
福
な
一
致
」
は
、

自
分
の
感
受
性
が
探
り
当
て
た
も
の
に
対
す
る
吉
田
健
一
の
揺
る
ぎ
な
い
自
信
が

「
電
光
石
火
の
早
業
」
で
駆
け
抜
け
て
い
っ
た
後
の
脱
け
殻
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
（
了
）

（
注
）（

1
）
　
「
吉
田
健
一
著
作
集
」
第
二
巻
二
六
四
ペ
ー
ジ

（
2
）
　
同
右

（
3
）
　
「
著
作
集
」
年
譜
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
早
く
昭
和
二
十
六
年
五
月
に
早
川

　
　
書
房
か
ら
出
て
い
る
が
未
見
の
た
め
、
こ
の
版
を
挙
げ
て
お
く
。

（
4
）
　
「
吉
田
健
一
氏
死
後
の
述
懐
」
、
「
海
」
一
九
七
七
年
十
月
号
一
二
七
ペ
ー
ジ

（
5
）
　
同
右
一
二
八
ペ
ー
ジ

（
6
）
　
こ
の
論
文
の
初
出
は
、
「
展
望
」
一
九
六
七
年
十
二
月
号
。

（
7
）
　
昭
和
五
十
四
年
に
改
定
版
と
し
て
出
版
さ
れ
た
「
誤
訳
　
新
版
」
（
三
省
堂

　
　
刊
）
か
ら
は
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
指
摘
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
永
川
玲
二
「
こ
と
ば
の
政
治
学
」
二
四
九
ペ
ー
ジ

（
9
）
　
同
右
二
五
二
ペ
ー
ジ

（
1
0
）
　
同
右
二
五
四
ペ
ー
ジ

（
1
1
）
　
同
右
二
五
二
～
五
三
ペ
ー
ジ

（
1
2
）
　
同
右
二
五
三
ぺ
…
ジ

（
1
3
）
　
中
村
光
夫
「
知
り
あ
っ
た
こ
ろ
」
、
「
吉
田
健
一
著
作
集
」
第
一
巻
月
報
四
ぺ

　
　
ー
ジ

（
1
4
）
　
同
右
三
ペ
ー
ジ

（
1
5
）
　
河
上
徹
太
郎
「
吉
田
君
の
死
」
、
「
新
潮
」
昭
和
五
十
二
年
十
月
号
一
六
一
ペ

　
　
ー
ジ

（
1
6
）
　
「
著
作
集
」
第
十
七
巻
二
〇
ぺ
；
ジ

（
！
7
）
　
高
橋
英
夫
「
見
つ
つ
畏
れ
よ
」
二
二
三
ペ
ー
ジ
の
引
用
か
ら
。

（
1
8
）
　
「
著
作
集
」
第
十
四
巻
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
初
出
本
は
現
代
か
な
つ
か
い
に
改

　
　
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
引
用
は
集
英
社
版
「
著
作
集
」
に
よ
る
。

（
1
9
）
　
高
橋
「
見
つ
つ
畏
れ
よ
」
二
二
四
ペ
ー
ジ
の
引
用
か
ら
。

（
2
0
）
　
同
右
二
二
五
ペ
ー
ジ

（
2
1
）
　
同
右
二
二
五
～
二
六
ペ
ー
ジ

（
2
2
）
　
共
同
討
議
「
吉
田
健
一
を
ど
う
読
む
か
」
（
篠
田
一
士
、
川
村
二
郎
、
清
水
徹
）
、

　
　
「
ユ
リ
イ
カ
」
一
九
七
七
年
十
二
月
号
一
五
八
ペ
ー
ジ

（
2
3
）
　
高
橋
「
見
つ
つ
畏
れ
よ
」
二
二
六
ぺ
…
ジ

（
2
4
）
　
吉
田
健
一
訳
詩
集
「
葡
萄
酒
の
色
」
一
〇
三
ペ
ー
ジ

（
2
5
）
　
同
右
一
＝
二
～
一
四
ペ
ー
ジ

（
2
6
）
　
磯
田
光
一
「
雅
俗
の
平
衡
感
覚
」
、
「
文
藝
」
一
九
七
七
年
十
月
号
二
五
三
ぺ

　
　
ー
ジ

　
　
　
同
右
二
五
三
～
五
四
ペ
ー
ジ

　　　　　　　　　

353433
）　　　）　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　ノへ　　　　

32　31　30　29　28　27
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

同
右
二
五
四
ペ
ー
ジ

谷
川
俊
太
郎
「
手
紙
の
こ
と
な
ど
」
、
「
著
作
集
」
補
巻
一
。
月
報
四
ペ
ー
ジ

吉
田
健
一
訳
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩
集
」
七
四
ペ
ー
ジ

谷
川
「
手
紙
の
こ
と
な
ど
」
、
「
著
作
集
」
補
巻
一
・
月
報
四
ペ
ー
ジ

　
「
著
作
集
」
第
十
巻
二
二
八
～
二
九
ペ
ー
ジ

同
右
第
十
二
巻
三
四
九
～
五
〇
ペ
ー
ジ

谷
川
「
手
紙
の
こ
と
な
ど
」
、
「
著
作
集
」
補
巻
一
・
月
報
一
ペ
ー
ジ

福
田
慨
存
「
私
の
英
語
教
室
」
、
「
聲
」
第
九
号
（
一
九
六
〇
・
秋
）
一
一
〇

ペ
ー
ジ



（
3
6
）
　
新
潮
社
版
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
全
集
」
第
十
四
巻
五
四
～
五
五
ぺ
～
ジ

（
3
7
）
　
「
著
作
集
」
第
一
巻
四
一
八
～
一
九
ペ
ー
ジ

（
3
8
）
　
「
著
作
集
」
第
四
巻
五
九
ペ
ー
ジ

（
3
9
）
　
同
右
五
九
～
六
〇
ペ
ー
ジ

（
4
0
）
　
同
右
六
一
ペ
ー
ジ

（
4
1
）
　
同
右
六
一
～
六
二
ペ
ー
ジ

（
4
2
）
　
対
談
「
翻
訳
と
文
体
」
（
大
岡
昇
平
、
丸
谷
才
一
）
、
平
凡
社
刊
「
文
体
」
第

　
　
六
号
（
一
九
七
九
・
冬
）
六
四
～
六
五
ペ
ー
ジ

（
4
3
）
　
「
著
作
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