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「
刺
青
」
は
、
第
二
次
「
新
思
潮
」
第
一
一
一
号
（
明
姶
．
、
）
に
発
表
さ
れ
た
谷
崎

の
出
世
作
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
「
騏
麟
」
（
明
蝸
．
ｕ
）
や
「
少
年
」
（
明
￥
６
）

（
１
）

な
ど
と
と
も
に
激
賞
し
た
荷
風
の
一
文
が
、
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う
無
名
の
一
円
年

作
家
を
一
躍
有
名
に
し
、
彼
を
華
々
し
く
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
く
す
べ
て
美
し
い
も
の
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
〉
る
と
い
う

規
律
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
る
世
界
を
、
鮮
烈
な
色
彩
感
で
調
い
上
げ
た
こ
の
作

品
は
、
〈
現
実
暴
露
〉
を
標
傍
す
る
自
然
主
義
文
学
が
席
捲
し
た
当
時
の
文
壇
に

異
彩
を
放
ち
、
新
し
い
文
学
者
の
誕
生
を
告
げ
る
に
充
分
な
個
性
に
満
ち
て
い

た
。
ま
た
、
作
家
に
即
し
て
見
れ
ば
、
こ
れ
以
後
半
世
紀
以
上
も
続
く
彼
の
創

作
活
動
を
貫
く
文
学
的
主
題
が
既
に
こ
の
一
篇
に
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
て
、
谷

崎
文
学
の
出
発
を
告
げ
る
に
相
応
し
い
実
質
的
処
女
作
で
あ
る
。

〈
子
が
唯
一
の
告
白
書
〉
と
呼
ん
だ
自
伝
小
説
「
異
端
者
の
悲
し
み
」
天
６
．

７
）
の
末
尾
の
一
節
で
、
作
家
自
身
、
こ
の
作
品
を
目
し
て
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
う
。

八
そ
れ
か
ら
こ
た
月
程
過
ぎ
て
、
章
三
郎
は
或
る
短
編
の
創
作
を
文
壇
に
発

表
し
た
。
彼
の
書
く
物
は
、
当
時
世
間
に
流
行
し
て
居
る
自
然
主
義
の
小
説

と
は
、
全
く
傾
向
を
異
に
し
て
居
た
。
そ
れ
は
彼
の
頭
に
醗
酵
す
る
怪
し
い

悪
夢
を
材
料
に
し
た
、
甘
美
に
し
て
芳
烈
な
る
芸
術
で
あ
っ
た
。
ｖ

谷
崎
文
学
の
出
発
（
前
田
久
徳
）

谷
崎
文
学
の
出
発

ｌ
「
刺
青
」
の
意
味
と
出
発
期
の
課
題
Ｉ確
か
に
そ
れ
は
〈
当
時
世
間
に
流
行
し
て
居
る
自
然
主
義
の
小
説
と
は
、
全

く
傾
向
を
異
に
し
〉
た
〈
甘
美
に
し
て
芳
烈
な
る
芸
術
で
あ
っ
た
〉
。
だ
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
己
の
〈
頭
に
醗
酵
す
る
怪
し
い
悪
夢
〉
を
作
品
化
す
る
と
こ
ろ

か
ら
、
な
ぜ
、
谷
崎
は
自
己
の
文
学
営
為
を
開
始
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

換
言
す
れ
ば
、
「
刺
青
」
の
作
家
に
於
け
る
意
味
は
何
だ
っ
た
の
か
。

＊

周
知
の
如
く
、
「
刺
青
」
は
、
刺
一
円
師
清
吉
が
、
己
の
〈
注
文
〉
に
か
な
っ
た

娘
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
に
自
己
の
生
命
と
魂
の
全
て
を
打
ち
込
ん
だ
女
郎
蜘
蛛

の
刺
青
を
施
し
て
、
〈
ほ
ん
た
う
の
美
し
い
女
〉
に
仕
立
て
上
げ
、
自
身
は
真
っ

先
に
娘
の
〈
肥
料
〉
に
な
り
果
て
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
語
ら
れ
て
い
る
の

は
、
美
の
誕
生
と
そ
れ
へ
の
拝
脆
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
谷

崎
に
於
け
る
耽
美
宣
言
で
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
し
か
し
、
清
吉
が
拝

脆
を
捧
げ
た
く
美
〉
は
、
｜
般
的
な
美
の
観
念
と
は
些
か
趣
を
異
に
し
た
、
こ

の
作
家
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
に
値
す
る
。
簡
単
に
一
一
一
一
口

え
ば
、
そ
れ
は
、
谷
崎
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
性
が
、
妖
婦
・
毒
婦
的
な

女
性
に
見
出
し
た
美
で
あ
っ
た
。

ｌ
《
清
吉
些
云
ふ
若
い
刺
青
師
の
腕
亨
が
あ
三

前
田
久
徳

四
九
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人
彼
の
年
来
の
宿
願
は
、
光
輝
あ
る
美
女
の
肌
を
得
て
、
そ
れ
へ
己
れ
の
魂

を
刺
り
込
む
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
女
の
素
質
と
容
貌
と
に
就
い
て
は
い
ろ
ノ
ー

た
だ

の
注
文
が
あ
っ
た
。
青
に
美
し
い
顔
、
美
し
い
肌
と
の
み
で
は
、
彼
は
中
々

満
足
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
江
戸
中
の
色
町
に
名
を
響
か
せ
た
女
と
云

か
な

、
が
女
を
調
べ
て
も
、
彼
の
気
分
に
適
っ
た
味
は
い
と
調
子
と
は
容
易
に
見
つ

か
ら
な
か
っ
た
。
ま
だ
見
ぬ
人
の
姿
か
た
ち
を
心
に
描
い
て
、
三
年
四
年
は

空
し
く
憧
れ
な
が
ら
も
、
彼
は
な
ほ
其
の
願
ひ
を
捨
て
ず
に
居
た
。
ｖ

彼
は
心
に
描
き
憧
れ
る
女
を
、
深
川
の
料
理
屋
平
清
の
門
口
に
待
つ
駕
籠
の

簾
か
ら
こ
ぼ
れ
た
真
っ
白
な
素
足
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

ハ
こ
の
足
こ
そ
は
、
や
が
て
男
の
生
血
に
肥
え
太
り
、
男
の
む
く
ろ
を
踏
み

つ
け
る
足
で
あ
っ
た
。
こ
の
足
を
持
つ
女
こ
そ
は
、
彼
が
永
年
た
づ
ね
あ
ぐ

ん
だ
、
女
の
中
の
女
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
た
。
ｖ

そ
れ
か
ら
五
年
目
の
春
、
そ
の
足
の
持
ち
主
が
清
吉
の
前
に
現
わ
れ
る
。
〈
そ

の
娘
の
顔
は
、
不
思
議
に
も
長
い
月
日
を
色
里
に
暮
ら
し
て
、
幾
十
人
の
男
の

魂
を
弄
ん
だ
年
増
の
や
う
に
物
凄
く
整
っ
て
居
た
〉
・
清
吉
が
抱
く
〈
女
の
素
質

と
容
貌
〉
に
つ
い
て
の
く
い
ろ
ノ
ー
の
注
文
〉
と
〈
彼
の
気
分
に
適
っ
た
味
わ

ひ
と
調
子
〉
を
満
た
す
〈
女
の
中
の
女
〉
と
は
、
〈
男
の
生
血
に
肥
え
太
り
、
男

の
む
く
ろ
を
踏
み
つ
け
る
〉
足
を
持
ち
、
〈
幾
十
人
の
男
の
魂
を
弄
ん
だ
年
増
の

や
う
に
物
凄
く
整
つ
〉
た
容
貌
を
持
つ
女
で
あ
る
。
し
か
し
、
娘
が
清
吉
の
求

め
る
〈
は
ん
た
う
の
美
し
い
女
〉
に
な
る
た
め
に
は
、
彼
女
の
中
に
眠
る
〈
真

の
「
己
」
〉
を
目
覚
め
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
清
吉
は
二
本
の
巻

物
の
絵
を
見
せ
る
。

る
り
さ
ん
ご
ち
り
ぱ

人
瑠
璃
珊
瑚
を
鎮
め
た
金
冠
の
重
さ
に
得
堪
へ
ぬ
な
よ
や
か
な
篭
を
、
ぐ
つ

も
た
ら
り
よ
う

き
き
は
し

た
り
と
勾
欄
に
一
罪
れ
て
、
羅
綾
の
裳
裾
を
階
の
中
段
に
ひ
る
が
へ
し
、
右
手

谷
崎
文
学
の
出
発
（
前
田
久
徳
）

い
け
に
へ

に
大
杯
を
傾
け
な
が
ら
、
今
し
Ｊ
釘
〕
庭
前
に
刑
せ
ら
れ
ん
と
す
る
犠
牲
の
男
を

沓
⑩

眺
め
て
居
っ
（
）
妃
の
風
情
と
云
ひ
、
鉄
の
鎖
で
四
肢
を
銅
柱
へ
縛
ひ
つ
け
ら
れ
、

最
後
の
運
命
を
待
ち
構
え
つ
、
、
妃
の
前
に
頭
を
う
な
だ
れ
、
目
を
閉
じ
た

男
の
顔
色
と
云
ひ
、
物
凄
い
ま
で
に
巧
に
描
か
れ
て
ゐ
た
。
ｖ

今
一
つ
は
、
「
肥
料
」
と
題
さ
れ
た
絵
。

Ａ
そ
れ
は
「
肥
料
」
と
云
ふ
画
題
で
あ
っ
た
。
画
面
の
中
央
に
、
若
い
女
が

た
ふ

む
く
み

桜
の
幹
へ
身
を
椅
せ
て
、
足
下
に
累
々
と
蕊
れ
て
居
る
多
く
の
男
た
ち
の
屍
骸

を
見
つ
め
て
居
る
。
女
の
身
辺
に
舞
ひ
つ
、
凱
歌
を
う
た
ふ
小
鳥
の
群
、
女

の
瞳
に
溢
れ
た
る
抑
へ
難
き
誇
り
と
歓
び
の
色
。
そ
れ
は
戦
の
跡
の
景
色
か
、

花
園
の
春
の
景
色
か
。
ｖ

絵
に
見
入
る
娘
は
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
、
〈
隠
れ
た
る
真
の
「
己
」
〉

を
見
出
し
て
、
〈
怪
し
く
も
其
の
顔
は
だ
ん
ノ
ー
、
、
１
と
妃
の
顔
に
似
通
っ
て
来
〉
、

つ
い
に
は
、
〈
画
面
の
女
〉
と
〈
寸
分
違
は
い
〉
顔
と
な
り
、
正
確
に
画
面
の
女

に
重
な
っ
て
行
く
。
娘
の
中
に
眠
る
〈
真
の
「
己
」
〉
と
は
、
要
す
る
に
、
こ
の

絵
に
示
さ
れ
た
女
の
姿
で
あ
り
、
〈
男
の
生
血
に
肥
え
太
り
、
男
の
む
く
ろ
を
踏

み
つ
け
る
〉
足
を
持
ち
、
〈
幾
十
人
の
男
の
魂
を
弄
ん
だ
年
増
の
や
う
に
物
凄
く

整
つ
〉
た
容
貌
を
持
つ
娘
の
内
包
す
る
妖
婦
性
が
純
粋
な
形
で
凝
縮
し
た
姿
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
く
い
ろ
ノ
ー
、
、
●
の
注
文
〉
と
〈
彼
の
気
分
に
適
っ
た
味
わ
ひ
と
調

子
〉
を
満
た
す
〈
女
の
中
の
女
〉
の
内
実
で
あ
っ
た
。

作
品
は
こ
の
絵
の
構
図
を
時
間
的
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
わ
け

で
、
娘
が
絵
の
女
の
位
置
に
、
清
吉
が
そ
の
足
下
に
群
が
る
死
骸
の
位
置
に
収

ま
っ
た
時
、
「
刺
青
」
｜
篇
の
幕
が
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
娘
が
最
終
的
に
辿

り
着
く
べ
き
妖
婦
性
の
凝
縮
し
た
美
を
、
谷
崎
は
、
〈
鉄
の
鎖
で
四
肢
を
銅
柱
へ

縛
ひ
つ
け
ら
れ
、
最
後
の
運
命
を
待
ち
構
え
つ
、
、
妃
の
前
に
頭
を
う
な
だ
れ
、

五
○
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目
を
閉
じ
た
〉
生
け
贄
の
男
や
、
〈
足
下
に
累
々
と
鶴
れ
て
居
る
多
く
の
男
た
ち

の
屍
骸
〉
と
の
対
比
で
語
り
、
呈
示
し
よ
う
と
す
る
。

明
ら
か
に
、
清
吉
が
拝
脆
を
捧
げ
よ
う
と
す
る
美
は
、
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
視
線
が
捉
え
た
、
妖
婦
に
発
現
す
る
美
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
娘
が
絵
の

女
の
位
置
に
移
行
す
る
過
程
を
、
そ
の
ま
ま
清
吉
が
己
の
全
生
命
と
魂
を
注
ぎ

う
つ
る

込
み
、
、
心
が
〈
空
虚
〉
に
な
っ
て
行
く
過
程
に
呼
応
さ
せ
、
両
者
が
不
可
分
一

体
の
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
〈
彼
の
年
来
の
宿
願

は
、
光
輝
あ
る
美
女
の
肌
を
得
て
、
そ
れ
へ
己
れ
の
魂
を
刺
り
込
む
事
で
あ
っ

た
〉
。
娘
の
美
は
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
刺
青
は
、
清
吉
の
魂
を

必
須
の
養
分
と
し
て
輝
き
出
る
べ
き
性
質
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
真
っ
先

こ
や
し

に
娘
の
〈
肥
料
〉
と
な
っ
た
清
士
ロ
の
目
に
、
彼
の
魂
の
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
た

巨
大
な
女
郎
蜘
蛛
が
、
折
か
ら
の
朝
日
を
受
け
て
娘
の
背
中
で
燦
燗
と
輝
い
た

所
以
で
あ
る
。

「
刺
青
」
は
、
作
家
の
心
性
が
夢
見
る
妖
婦
に
内
在
す
る
美
を
称
揚
し
、
そ

れ
へ
の
拝
脆
を
唱
う
と
い
う
、
彼
の
〈
頭
に
醗
酵
す
る
怪
し
い
悪
夢
〉
の
形
象

化
で
あ
っ
た
。

＊

自
己
の
内
部
に
こ
の
種
の
〈
怪
し
い
悪
夢
〉
を
〈
醗
酵
〉
さ
せ
て
し
ま
う
〈
性

癖
〉
が
、
文
壇
登
場
以
前
の
谷
崎
の
生
を
い
か
に
規
定
し
、
彼
が
そ
れ
を
ど
う

意
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
「
饒
太
郎
」
天
３
．
９
）
や
一
連
の
自
伝
小
説
で
語
っ

（
２
）

て
い
る
が
、
そ
れ
も
含
め
て
以
下
暫
く
は
、
既
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

詳
し
く
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
こ
で
は
で
き
る
だ
け
簡

略
に
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

た
と
え
ば
、
「
饒
太
郎
」
で
は
、
〈
生
来
の
立
派
な
、
さ
う
し
て
頗
る
猛
烈
な

谷
崎
文
学
の
出
発
（
前
田
久
徳
）

三
四
の
。
Ｏ
三
の
〔
ｇ
〉
で
あ
る
主
人
公
の
告
白
に
托
し
て
、
作
家
自
身
の
〈
生
れ
つ

き
病
的
な
性
欲
〉
や
〈
ア
ブ
ノ
オ
マ
ル
な
所
〉
を
〈
コ
ン
フ
エ
ッ
ス
三
「
父
と
な

り
て
」
大
５
．
５
）
し
た
条
は
、
自
己
の
〈
性
癖
〉
Ｉ
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
〈
ひ
ど
く
浅
ま

し
い
、
己
一
人
が
天
か
ら
授
か
っ
た
不
祥
事
で
あ
る
か
の
や
う
に
悲
観
し
〉
、
〈
胸

底
深
く
隠
し
に
隠
し
〉
な
が
ら
も
、
〈
秘
密
な
歓
楽
〉
を
追
い
求
め
ね
ば
い
ら
れ

ぬ
生
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
、
彼
の
内
部
に
深
く
突
き
刺
さ
さ
っ
た
マ
ゾ
ヒ
ズ

ム
を
生
存
の
負
荷
と
し
て
強
烈
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
〈
因
果
な
性
質
に
生
れ
つ
い
た
〉
こ
と
を
嘆
く
主
人
公
は
、
ク
ラ

フ
ト
・
エ
ビ
ン
グ
の
著
書
に
よ
っ
て
、
自
分
と
同
様
の
人
間
が
〈
世
界
の
到
る

所
に
何
千
人
何
万
人
も
居
る
〉
こ
と
を
知
り
、
〈
一
種
の
安
心
と
喜
悦
と
慰
謝
と

が
彼
の
心
に
生
れ
〉
、
〈
三
四
の
。
＆
亘
の
ロ
の
芸
術
家
〉
と
し
て
世
に
出
る
決
心
を

す
る
。

人
彼
は
ル
ソ
オ
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
を
始
め
と
し
て
、
自
分
と
同
じ
三
四
の
。
Ｏ
亘
普
の
口

の
煩
悩
に
囚
は
れ
た
多
く
の
天
才
者
の
あ
る
事
を
知
っ
た
。
少
し
く
厳
密
な

意
味
で
調
べ
た
な
ら
ば
、
ダ
ン
テ
、
シ
エ
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ
エ
テ
の
作
物
に
も

著
し
く
そ
の
傾
向
の
あ
る
事
を
教
へ
ら
れ
た
。
彼
は
文
学
者
と
し
て
世
に
立

つ
の
に
、
自
分
の
性
癖
が
少
し
も
妨
げ
に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
は

三
四
ｍ
・
呂
巨
の
ロ
の
芸
術
家
と
し
て
立
つ
よ
り
外
、
此
の
世
に
生
き
る
術
の
な
い

こ
と
を
悟
っ
た
．
ｌ
実
際
彼
は
始
め
か
ら
何
ら
の
喧
伝
す
可
き
主
義
も
哲

学
も
な
く
、
た
ざ
三
四
の
。
＆
亘
の
己
で
あ
る
が
故
に
、
他
に
使
ひ
道
の
な
い
人
間

で
あ
る
が
故
に
、
今
日
の
職
業
を
択
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
の
所

謂
文
学
な
る
も
の
は
、
奇
怪
な
彼
の
性
癖
に
基
因
す
る
病
的
な
快
楽
の
記
録

に
過
ぎ
な
い
。
彼
の
作
物
は
彼
に
取
っ
て
絶
対
の
価
値
を
有
す
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
一
般
の
読
者
か
ら
は
何
等
の
意
味
を
も
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な

五
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い
。
ｖ

こ
の
部
分
は
一
面
、
こ
の
作
品
執
筆
の
時
点
で
は
、
存
在
が
担
っ
た
負
性
が

既
に
作
家
の
内
部
で
変
質
し
て
い
る
事
情
を
も
示
し
て
お
り
、
大
正
期
の
谷
崎

文
学
が
陥
る
問
題
と
関
わ
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、
今
は
触
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、

谷
崎
自
身
は
主
人
公
の
言
う
ほ
ど
単
純
な
論
理
で
、
〈
今
日
の
職
業
を
択
ん
だ
〉

は
ず
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
な
ぜ
な
ら
、
ル
ソ
ー
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

が
〈
三
四
の
。
Ｏ
三
鼻
の
ロ
の
煩
悩
に
囚
は
れ
た
多
く
の
天
才
者
〉
の
一
人
で
あ
り
、
ダ

ン
テ
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ
ー
テ
の
著
作
に
〈
著
し
く
そ
の
傾
向
〉
が
認
め

ら
れ
た
と
し
て
も
、
彼
等
は
〈
始
め
か
ら
何
ら
の
喧
伝
す
可
き
主
義
も
哲
学
も

な
〉
か
つ
た
わ
け
で
も
、
〈
た
守
宮
四
ｍ
。
、
三
の
肩
自
で
あ
る
が
故
に
〉
文
学
者
に
な
っ

た
の
で
も
な
か
っ
た
し
、
そ
の
作
品
は
△
般
の
読
者
か
ら
は
何
等
の
意
味
を

も
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
〉
〈
病
的
な
快
楽
の
記
録
〉
で
は
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
主
人
公
は
と
も
か
く
、
生
身
の
作
家
自
身
が
こ
ん
な
粗
雑
な
論
理
を

簡
単
に
信
じ
て
、
〈
今
日
の
職
業
を
択
〉
く
る
ほ
ど
楽
天
的
で
あ
っ
た
は
ず
が
な

い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
刺
青
」
は
〈
三
四
の
。
Ｃ
亘
呉
の
ご
〉
の
夢
想
す
る
風
景
の
形

象
化
で
あ
っ
た
。
紛
れ
も
な
く
、
谷
崎
は
〈
言
囚
の
。
、
亘
の
斤
自
の
芸
術
家
〉
と
し
て

出
発
し
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
〈
た
餅
二
四
の
。
＆
重
の
ロ
で
あ
る
が
故
に
〉

と
、
〈
今
日
の
職
業
を
択
ん
だ
の
で
あ
る
〉
と
の
間
に
、
両
者
を
媒
介
し
、
彼
を

〈
書
く
〉
行
為
に
突
き
出
し
て
行
っ
た
真
の
要
因
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

彼
は
ど
の
よ
う
な
形
で
、
〈
書
く
〉
行
為
に
連
れ
出
さ
れ
て
行
っ
た
の
か
。

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
自
伝
小
説
「
鬼
の
面
」
（
大
５
ｉ
～
５
）
で
、
芸
者

金
弥
の
〈
肉
体
美
〉
に
つ
い
て
語
る
次
の
部
分
が
示
唆
的
で
あ
る
。

人
沢
田
先
生
の
精
神
か
ら
穆
み
出
る
道
徳
の
力
は
、
徒
に
壺
井
を
威
圧
す
る

谷
崎
文
学
の
出
発
（
前
田
久
徳
）

ば
か
り
で
、
寧
ろ
ま
す
ま
す
彼
を
暗
黒
な
悲
惨
な
方
面
へ
追
ひ
こ
く
り
、
希

望
も
な
く
慰
安
も
な
く
光
明
も
な
い
迷
路
の
中
に
逃
げ
込
ま
せ
て
し
ま
ふ
の

で
あ
る
の
に
、
此
の
女
の
美
の
力
は
、
彼
の
心
に
一
滴
の
甘
い
蜜
を
た
ら
し

た
や
う
な
薫
味
を
与
へ
る
。
此
の
女
の
肉
体
美
を
眺
め
る
時
、
ア
ス
ピ
レ
エ

シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
可
き
何
物
も
な
い
荒
漠
た
る
世
の
中
に
も
、
繕
に
一

と
す
ぢ
の
生
命
の
頼
り
を
見
つ
け
出
し
た
や
う
な
心
地
が
す
る
。

蕗
）
去
年
の
夏
、
鎌
倉
の
別
荘
に
居
た
時
分
か
ら
、
彼
は
女
の
肉
体
の
う
ち
に

一
種
不
思
議
な
美
の
潜
ん
で
居
る
事
を
終
始
お
ぼ
ろ
げ
に
悟
っ
て
居
た
。
そ

れ
か
ら
享
け
る
快
感
は
、
恋
愛
と
は
全
く
性
質
の
異
な
っ
た
も
の
で
、
恋
愛

と
ろ

よ
り
も
遙
か
に
力
強
く
彼
の
心
を
蕩
か
し
て
居
た
。
彼
は
お
君
と
の
恋
を
忘

れ
て
し
ま
っ
て
も
、
あ
の
夏
の
夜
の
、
絵
の
具
だ
ら
け
な
お
玉
の
顔
に
漂
う

て
居
た
四
目
ｑ
の
『
】
の
を
、
い
ま
だ
に
ま
ざ
ま
ざ
と
脳
裡
に
描
い
て
晄
惚
と
す
る

折
り
が
あ
っ
た
。
彼
の
頭
に
夜
な
ノ
ー
跳
躍
す
る
無
数
の
幻
は
、
蝋
燭
の
明

り
が
太
陽
の
光
に
消
さ
れ
る
や
う
に
、
昼
間
に
な
る
と
影
を
薄
め
て
し
ま
ふ

の
で
不
断
は
大
概
気
が
付
か
ず
に
居
る
け
れ
ど
も
、
熟
れ
も
悉
く
女
の
『
肉

体
』
に
酔
ひ
痴
れ
よ
う
と
す
る
特
殊
な
彼
の
妄
想
の
み
で
あ
っ
た
。
よ
く
考

へ
て
見
れ
ば
、
彼
は
此
の
妄
想
の
世
界
が
あ
る
為
め
に
、
無
味
乾
燥
な
昼
間

の
後
に
楽
し
い
暗
夜
を
迎
へ
る
為
め
に
、
縄
に
生
き
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
金
弥
の
美
貌
を
眺
め
て
、
た
ず
単
純
な
、
有
り
来
た
り
の
情
慾
を
起
こ

し
た
訳
で
は
な
い
。
金
弥
自
身
よ
り
も
、
寧
ろ
金
弥
の
持
っ
て
居
る
豊
か
な

艶
々
し
い
肉
体
が
、
更
に
幻
と
な
っ
て
彼
の
想
像
の
世
界
に
入
り
込
み
、
ざ

ま
人
＼
な
ア
ブ
ノ
オ
マ
ル
な
痴
態
を
演
じ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
ｖ

こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
三
点
あ
る
。

①
主
人
公
に
と
っ
て
、
〈
女
の
肉
体
美
〉
は
、
〈
ア
ス
ピ
レ
エ
シ
ョ
ン
の
対
象

五
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と
な
る
可
き
何
物
も
な
い
荒
漠
た
る
世
の
中
に
も
、
繕
に
一
と
す
ぢ
の
生
命
の

頼
り
を
見
つ
け
出
し
た
や
う
な
心
地
〉
な
れ
る
唯
一
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
。

②
彼
の
言
う
〈
女
の
肉
体
美
〉
と
は
、
情
欲
と
一
体
化
し
た
彼
特
有
の
も
の

で
あ
り
（
〈
女
の
肉
体
美
〉
は
、
主
人
公
が
家
庭
教
師
と
し
て
住
み
込
ん
で
い
る

主
家
の
兄
妹
の
悪
戯
に
よ
っ
て
、
〈
云
ひ
や
う
の
な
い
奇
怪
な
容
貌
〉
に
変
え
ら

れ
た
女
中
お
玉
の
顔
に
、
〈
深
刻
な
快
感
〉
を
以
て
見
出
し
た
美
と
同
質
の
も
の

で
あ
っ
た
。
）
、
そ
れ
は
、
現
実
の
女
体
が
主
人
公
固
有
の
心
性
の
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
過
し
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
現
実
の
金
弥
の
〈
豊
か
な
艶
々
し

い
肉
体
〉
そ
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
〈
更
に
幻
と
な
っ
て
彼
の
想
像
の
世
界

に
入
り
込
〉
ん
で
演
じ
る
〈
さ
ま
人
＼
な
ア
ブ
ノ
オ
マ
ル
な
痴
態
〉
に
、
〈
女
の

肉
体
〉
に
潜
む
二
種
不
思
議
な
美
〉
が
出
現
す
る
。
）

③
主
人
公
は
こ
の
種
の
美
を
見
出
し
、
感
応
す
る
自
己
の
心
性
を
〈
悪
〉
と

意
識
し
て
い
る
こ
と
。
（
お
玉
の
顔
に
〈
深
刻
な
快
感
〉
を
感
じ
る
自
分
の
性
癖

を
〈
堕
落
し
た
性
癖
〉
と
呼
び
、
引
用
部
で
も
、
主
人
公
の
心
性
は
、
〈
道
徳
〉

の
象
徴
で
あ
る
恩
師
沢
田
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。
）

以
上
は
、
そ
の
ま
ま
谷
崎
自
身
に
該
当
す
る
。
①
の
主
人
公
の
地
点
は
、
〈
或

る
美
し
い
女
の
肉
体
を
渇
仰
す
る
〉
こ
と
を
唯
一
重
要
な
も
の
と
し
た
「
異
端

者
の
悲
し
み
」
の
主
人
公
の
そ
れ
で
も
あ
り
、
そ
の
作
品
を
〈
子
が
唯
一
の
告

白
書
〉
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
谷
崎
自
身
の
場
所
で
も
あ
っ
た
。
ま

た
、
「
刺
青
」
で
語
ろ
う
と
し
た
の
は
、
②
の
〈
女
の
肉
体
美
〉
で
あ
っ
た
し
、

〈
女
の
肉
体
美
〉
に
感
応
し
て
行
く
主
人
公
固
有
の
心
性
は
、
「
饒
太
郎
」
で
ヨ

ン
フ
エ
ッ
ス
〉
さ
れ
た
谷
崎
自
身
の
〈
奇
怪
な
性
癖
〉
と
地
続
き
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
〈
奇
怪
な
性
癖
〉
を
己
の
身
内
に
抱
え
込
ん
だ
こ
と
に
対
し
て
、
作

家
が
反
倫
理
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
既
に
見
た
し
、
「
異
端
者
の
悲
し
み
」

谷
崎
文
学
の
出
発
（
前
田
久
徳
）

で
は
、
文
字
ど
お
り
〈
異
端
者
〉
と
呼
ん
で
い
た
（
③
）
。

こ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
の
は
、
文
壇
登
場
以
前
の
谷
崎
が
閉
じ
籠
め

ら
れ
て
い
た
逆
説
的
な
閉
塞
状
況
で
あ
る
。
〈
女
の
『
肉
体
』
に
酔
ひ
痴
れ
〉
る

こ
と
は
、
〈
ア
ス
ピ
レ
エ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
可
き
何
物
も
な
い
荒
漠
た
る
世

の
中
に
も
、
繕
に
一
と
す
ぢ
の
生
命
の
頼
り
を
見
つ
け
出
し
た
や
う
な
心
地
が

す
る
〉
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
逆
に
、
そ
れ
を
希
求
せ
ね
ば
措
か
ぬ
己
の
生

の
あ
り
よ
う
を
〈
悪
〉
と
せ
ざ
る
を
得
ぬ
異
端
意
識
を
強
い
ら
れ
て
い
た
か
ら

だ
。
彼
の
生
を
解
放
す
る
場
所
は
、
同
時
に
そ
の
生
を
拘
束
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
（
さ
ら
に
、
彼
を
取
り
巻
く
外
的
状
況
と
し
て
は
、
伝
記
的
事
実

が
示
す
と
お
り
、
〈
辛
く
醜
く
哀
れ
な
境
界
〉
（
「
鬼
の
面
」
）
を
強
い
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
意
味
で
は
、
当
時
の
作
家
の
生
を
閉
じ
籠
め
た
閉
塞
状
況
は
、
存
在

の
内
部
と
外
部
か
ら
迫
る
二
重
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
）

だ
と
す
れ
ば
、
〈
悪
人
の
ま
、
で
え
ら
く
な
る
事
が
可
能
な
ら
ば
、
弱
者
の
ま
、

で
え
ら
く
な
る
事
も
不
可
能
で
は
あ
菫
い
、
ｌ
己
は
弱
者
だ
．
だ
が
し

か
し
、
如
何
に
し
て
も
己
は
え
ら
く
な
っ
て
見
せ
る
〉
と
一
一
一
一
口
う
壺
井
の
一
一
一
一
口
葉
に

は
、
作
家
自
身
の
切
実
な
思
い
が
投
影
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
〈
弱
者
の
ま
、

で
え
ら
く
な
る
事
〉
、
即
ち
〈
三
四
の
。
、
豆
の
〔
目
の
芸
術
家
〉
と
し
て
世
に
立
つ
こ

と
は
、
彼
固
有
の
心
性
が
見
出
す
女
体
美
を
中
心
と
し
た
官
能
の
世
界
を
描
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
己
の
生
を
解
放
す
る
に
足
る
虚
構
空
間
を
手
に
入
れ
、
同
時

に
〈
三
四
の
。
、
三
の
訂
ロ
〉
で
あ
る
己
の
存
在
を
〈
芸
術
家
〉
と
し
て
社
会
的
に
容
認

さ
せ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
、
上
述
の
逆
説
的
な

閉
塞
状
況
を
打
開
し
、
己
の
生
を
救
済
す
る
唯
一
の
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
作
家
が
、
〈
彼
の
頭
に
醗
酵
す
る
怪
し
い
悪
夢
を
材
料
に
し
た
〉
、
つ
ま
り
、

マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
性
が
夢
見
る
彼
の
内
面
に
拡
が
る
風
景
を
語
る
と
こ

五
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ろ
か
ら
、
そ
の
文
学
営
為
を
開
始
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。

＊

「
刺
一
円
」
は
、
若
き
谷
崎
を
閉
じ
籠
め
た
逆
説
的
な
閉
塞
状
況
を
打
ち
破
り
、

彼
の
生
を
＋
全
な
形
で
解
放
す
る
に
足
る
虚
構
空
間
と
し
て
企
図
さ
れ
た
。
そ

れ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
の
意
図
ど
お
り
の
虚
構
空
間
た
り
得
た
か
。

こ
の
時
、
彼
が
拝
脆
を
捧
げ
よ
う
と
し
た
当
の
対
象
た
る
〈
美
〉
自
体
の
形

象
化
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
作
品
は
極
め
て
観
念
的
な
形
で
し
か
呈
示
し
得
て

い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

確
か
に
、
く
す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
〉
る

と
、
冒
頭
に
宣
一
一
一
一
口
さ
れ
た
規
律
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
る
そ
の
世
界
は
、
二
十
四

歳
の
青
年
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
高
い
完
成
度
を
示
し
て
い
る
し
、

清
吉
が
己
の
魂
を
う
ち
込
ん
で
娘
の
背
中
に
彫
り
あ
げ
た
女
郎
蜘
蛛
は
、
美
の

象
徴
と
し
て
充
分
に
機
能
し
、
朝
日
を
浴
び
て
燦
燗
と
輝
く
そ
れ
が
、
小
説
世

界
を
一
杯
に
覆
っ
て
閉
じ
る
構
図
も
見
事
で
あ
る
。
短
編
小
説
と
し
て
の
完
成

度
を
勝
ち
得
た
作
家
の
独
創
は
、
作
品
の
構
成
要
素
を
一
点
に
集
中
さ
せ
る
要

こ
ぞ

と
し
て
刺
一
円
を
機
能
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
即
ち
、
〈
誰
も
彼
も
挙
っ
て
美

て
ん
び
ん

し
か
ら
ん
と
努
め
た
揚
句
は
、
天
稟
の
体
へ
絵
の
具
を
注
ぎ
込
む
ま
で
に
な
っ

た
〉
と
、
美
一
般
の
象
徴
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
刺
青
を
、
清
吉
の
魂
と
〈
生
命

の
す
べ
て
〉
を
〈
肥
料
〉
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
燦
然
と
輝
い
た
こ
と
を
強
調

し
て
、
谷
崎
固
有
の
美
の
色
に
染
め
上
げ
、
同
時
に
、
そ
の
完
成
過
程
を
娘
が

絵
の
女
へ
移
行
す
る
過
程
と
呼
応
さ
せ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
娘
の
背
中
を
彩
る
女
郎
蜘
蛛
は
、
飽
く
ま
で
も
清
吉
が
拝
跣
す
る

美
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
拝
脆
対
象
そ
の
も
の
の
実
体
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
実
体
は
、
も
ち
ろ
ん
娘
に
あ
る
。
正
確
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
〈
真
の
「
己
」
〉
を
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発
見
し
て
変
貌
し
た
娘
に
於
て
出
現
す
る
美
に
、
清
吉
の
拝
脆
が
捧
げ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
作
品
は
二
本
の
巻
物
の
絵
で
比

嚥
的
に
例
示
し
、
刺
青
で
象
徴
す
る
こ
と
で
し
か
語
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ

は
、
先
に
引
用
し
た
絵
の
叙
述
に
見
ら
れ
る
如
き
観
念
的
な
も
の
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。

「
刺
青
」
が
出
た
「
新
思
潮
」
第
三
号
は
、
同
人
の
木
村
荘
太
、
和
辻
哲
郎
、

谷
崎
一
一
一
人
に
よ
る
座
談
会
を
「
閃
の
巴
Ｏ
・
曰
く
の
円
の
畳
。
ご
」
と
題
し
て
掲
載
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
刺
青
」
は
最
終
段
階
で
多
少
の
表
現
変
更
が
あ
っ
た
よ

う
で
、
〈
肌
〉
が
〈
皮
膚
〉
に
直
さ
れ
た
り
、
〈
眠
れ
る
肌
が
柔
ら
か
に
一
本
一

本
尖
っ
た
針
の
鋒
端
を
卿
む
だ
。
〉
と
い
う
一
節
の
表
現
が
変
え
ら
れ
た
り
、
ま

た
、
風
呂
の
条
に
も
表
現
の
変
更
な
い
し
削
除
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
「
新
思
潮
」
第
一
号
が
発
禁
の
厄
に
遭
っ
て
い
る
の
で
、
検
閲
当
局
へ
の
作

者
の
配
慮
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
刺
青
」
の
観
念
性
は
、
こ
の
程
度
の
部
分
的
な

表
現
変
更
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
と
は
谷
崎
の
所
有
す
る

こ
と
ば
の
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

次
作
「
騏
麟
」
に
於
い
て
も
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。

き
ざ
は
し

八
帳
の
彼
方
は
庭
に
面
す
る
階
で
あ
っ
た
。
階
の
下
、
芳
草
の
青
々
と
萌
ゆ

る
地
の
上
に
、
暖
な
春
の
日
に
照
ら
さ
れ
て
或
は
天
を
仰
ぎ
、
或
は
地
に
つ

く
ば
ひ
、
躍
り
か
、
る
や
う
な
、
さ
ま
人
＼
な
形
を
し
た
姿
の
も
の
が
、
数

ま
る

』
っ
》
』
め

知
れ
ず
転
び
合
ひ
、
重
な
り
合
っ
て
議
い
て
居
た
。
さ
う
し
て
或
る
時
は
太

さ
へ
づ
り

く
、
或
る
時
は
細
く
、
哀
な
物
凄
い
叫
び
と
噸
が
聞
こ
え
た
。
あ
る
者
は
咲

お
の
Ｌ

誇
れ
る
牡
丹
の
如
く
榊
に
染
み
、
あ
る
者
は
傷
け
る
鳩
の
如
く
戦
い
て
居
た
。

な
か
ば

其
れ
は
半
は
此
の
国
の
厳
し
い
法
律
を
犯
し
た
為
め
、
半
は
此
の
夫
人
の
眼

の
刺
戟
と
な
る
為
め
に
、
酷
刑
を
施
さ
る
、
罪
人
の
群
で
あ
っ
た
。
｜
人
と

五
四
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し
て
衣
を
纒
へ
る
者
も
な
く
、
完
き
膚
の
者
も
な
か
っ
た
。
其
の
中
に
夫
人

は
う
ら
く

こ
ぽ

ち
や
う
か
は

の
悪
徳
を
口
に
し
た
ば
か
り
に
、
炮
烙
に
顔
を
穀
た
れ
、
頸
に
長
椥
を
絞
め

て
、
耳
を
貫
か
れ
た
男
達
も
あ
っ
た
。
霊
公
の
心
を
惹
い
た
ば
か
り
に
夫
人

そ
た

の
嫉
妬
を
買
っ
て
、
鼻
を
割
が
れ
、
両
足
を
別
た
れ
、
鉄
の
鎖
に
繋
が
れ
た

美
女
も
あ
っ
た
。
其
の
光
景
を
晄
惚
と
し
て
眺
め
入
る
南
子
の
顔
は
、
詩
人

の
如
く
美
し
く
、
哲
人
の
如
く
厳
粛
で
あ
っ
た
。
ｖ

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
刺
青
」
の
絵
の
繰
り
返
し
で
、
霊
公
が
ひ
れ
伏
す
対
象

も
、
「
刺
青
」
同
様
、
毒
婦
・
妖
婦
的
女
性
に
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
が
見

出
し
た
美
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
〈
詩
人
の
如

く
美
し
く
、
哲
人
の
如
く
厳
粛
〉
な
南
子
の
顔
を
実
感
的
に
想
像
で
き
る
人
間

が
い
る
と
す
れ
ば
、
当
の
谷
崎
を
除
け
ば
、
彼
と
同
じ
く
性
癖
〉
を
持
っ
た
人

間
に
限
ら
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
谷
崎
の
〈
頭
に
発
酵
す
る
〉
そ
れ
は
、
彼
の

内
面
で
こ
そ
鮮
明
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
時
、
清
吉
の
示

す
絵
の
構
図
や
極
刑
に
処
せ
ら
れ
る
罪
人
と
南
子
の
対
比
と
し
て
比
嚥
的
に
、

そ
れ
も
極
め
て
観
念
的
、
む
し
ろ
概
念
的
に
し
か
呈
示
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
〈
美
〉
の
形
象
化
と
い
う
最
も
重
要
な
一
点
に
於
い
て
、
「
刺
青
」
「
騏
麟
」

の
作
品
世
界
は
、
作
家
の
内
面
に
拡
が
る
世
界
と
等
価
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ

る
以
上
、
そ
れ
は
彼
の
生
の
全
的
な
解
放
を
保
証
す
る
空
間
で
は
あ
り
得
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。

「
刺
青
」
「
騏
麟
」
は
、
美
へ
の
拝
脆
を
唱
い
な
が
ら
、
肝
心
の
美
自
体
の
形

象
化
を
課
題
と
し
て
抱
え
込
ん
で
い
る
。
自
己
の
内
面
に
拡
が
る
世
界
と
等
価

な
世
界
を
、
と
り
わ
け
彼
の
心
性
が
感
応
す
る
妖
婦
美
に
実
体
を
与
え
実
感
的

に
呈
示
す
る
こ
と
。
こ
の
課
題
を
背
負
っ
て
谷
崎
文
学
が
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

＊
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以
後
の
作
品
は
こ
の
課
題
を
受
け
て
展
開
さ
れ
て
行
く
が
、
こ
れ
に
応
え
る

た
め
に
は
、
彼
の
夢
想
す
る
妖
婦
的
女
性
美
を
女
郎
蜘
蛛
の
刺
青
で
象
徴
し
た

り
、
絵
の
構
図
で
比
楡
的
に
語
る
「
刺
青
」
の
方
法
は
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
。

当
然
そ
こ
に
は
あ
る
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
先
に
「
鬼
の
面
」
の
一
節
で
見
た

よ
う
に
、
作
家
が
描
こ
う
と
す
る
〈
女
の
肉
体
美
〉
は
、
現
実
の
女
体
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
作
家
固
有
の
心
性
を
通
過
し
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
形
象
化
し
よ
う
と
す
る
対
象
は
、
現
実
に
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
殊
に
、
「
悪
魔
」
萌
妬
・
２
）
・
「
続
悪
魔
」
（
大
２
ｉ
）
や
「
饒
太
郎
」

な
ど
で
、
上
の
課
題
の
要
請
に
従
っ
て
写
実
の
文
体
を
採
用
し
た
時
、
こ
の
困

難
は
文
体
と
表
出
対
象
と
の
決
定
的
な
背
反
と
い
う
形
で
露
呈
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
顕
在
化
す
る
問
題
の
根
元
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
既

に
そ
れ
以
前
の
作
品
に
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
文
体
と
い
う
よ
り
、
谷
崎
の
こ

と
ば
の
質
、
あ
る
い
は
、
こ
と
ば
を
生
み
出
し
て
行
く
彼
の
発
想
形
態
に
関
わ

る
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
れ
な
り
に
見
事
な
感
覚
の
世
界
を
囲
み
込
む
こ
と
に
成
功
し

て
、
「
刺
青
」
の
観
念
性
か
ら
一
歩
抜
け
出
し
て
い
る
「
少
年
」
萌
仏
・
６
）
に

し
て
も
、
草
双
子
の
残
忍
な
絵
に
夢
中
す
る
〈
私
〉
の
様
子
を
さ
り
げ
な
く
嵌

眼
し
て
、
展
開
さ
れ
る
べ
き
世
界
を
示
し
、
現
に
前
半
部
を
そ
の
感
覚
的
翻
訳

と
し
て
展
開
し
な
が
ら
も
、
後
半
の
光
子
の
変
貌
に
関
し
て
、
彼
女
の
〈
女
王
〉

へ
の
変
身
と
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
魅
力
を
、
信
一
と
の
遊
び
で
〈
私
〉
が
経

験
し
た
あ
の
〈
奇
怪
な
感
覚
〉
を
通
過
し
て
出
現
し
た
像
と
し
て
描
け
な
い
。

燭
台
代
わ
り
に
ざ
れ
蝋
涙
に
覆
わ
れ
た
く
鵬
嚥
の
裏
の
明
る
い
世
界
〉
に
、
〈
私
〉

は
〈
奇
怪
な
感
覚
〉
を
通
過
し
て
出
現
し
た
光
子
を
見
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ

の
方
向
へ
作
者
の
筆
は
進
ま
な
い
の
で
あ
る
。

五
五
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あ
る
い
は
、
「
藷
間
」
（
明
樂
９
）
。
作
品
が
発
表
さ
れ
る
約
一
年
前
に
、
「
新
思

潮
」
同
人
た
ち
と
の
座
談
会
（
「
幻
の
四
一
○
・
日
の
【
の
三
目
」
前
出
）
で
、
谷
崎
は
そ
の

意
図
の
一
端
に
触
れ
て
、
〈
僕
は
箒
問
っ
て
も
の
を
書
か
う
と
思
っ
て
る
。
頭
を

櫛
ら
れ
て
恥
し
め
ら
れ
や
う
が
、
馬
鹿
に
さ
れ
や
う
が
一
向
苦
に
し
な
い
ん
だ
、

そ
ん
な
事
は
。
そ
し
て
自
分
ぢ
や
何
か
斯
う
し
っ
か
り
し
た
も
の
を
持
っ
て
ゐ

る
。
〉
と
発
一
一
一
一
口
し
て
い
る
。
〈
男
同
士
の
意
地
張
り
と
か
、
嫉
妬
の
為
め
の
立
腹

と
か
云
ふ
や
う
な
気
持
ち
が
（
略
）
毛
程
も
な
い
〉
主
人
公
が
、
〈
男
を
男
と
も

思
は
い
や
う
な
勝
気
な
〉
芸
者
梅
吉
の
気
性
に
惚
れ
込
み
、
馴
染
み
の
旦
那

の
威
光
で
彼
女
へ
の
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
が
、
〈
大
事
の
瀬
戸
際
〉
に
、
梅

吉
の
催
眠
術
に
か
か
っ
た
狂
一
一
一
一
口
に
熱
中
し
、
愚
弄
さ
れ
る
話
を
通
し
て
、
作
家

が
書
こ
う
と
し
た
の
は
、
〈
惚
れ
た
女
に
こ
ん
な
真
似
を
さ
せ
ら
れ
る
の
が
愉
快

な
の
で
す
か
ら
〉
、
〈
一
一
一
平
に
は
、
梅
吉
の
酷
い
一
一
一
一
口
葉
が
嬉
し
く
っ
て
嬉
し
く
っ

て
堪
ま
り
ま
せ
ん
〉
と
い
う
〈
女
に
馬
鹿
に
さ
れ
た
い
と
云
ふ
欲
望
〉
と
そ
れ

に
忠
実
に
従
う
三
平
の
あ
り
よ
う
で
、
そ
れ
が
く
何
か
斯
う
し
っ
か
り
し
た
も

の
〉
の
中
味
に
外
な
ら
な
い
。
謂
わ
ば
、
女
郎
蜘
蛛
の
刺
青
を
背
負
っ
た
娘
に

拝
蹄
し
た
清
吉
の
内
面
を
明
確
な
形
で
呈
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
し

か
し
、
惚
れ
た
く
女
に
馬
鹿
に
さ
れ
た
い
と
云
ふ
欲
望
〉
が
支
配
す
る
彼
の
内

面
世
界
が
描
出
さ
れ
る
わ
け
で
も
、
そ
の
欲
望
を
誘
う
〈
男
を
男
と
も
思
は
い

や
う
な
勝
気
な
〉
梅
吉
が
彼
の
内
面
に
ど
れ
ほ
ど
魅
惑
的
な
輝
き
を
放
っ
て
出

現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
い
っ
さ
い
触
れ
得
ず
、
た
だ
梅
吉
に
愚
弄
さ

れ
る
三
平
の
行
為
の
外
面
を
展
開
す
る
に
終
始
す
る
。

〈
「
秘
密
」
と
云
ふ
不
思
議
な
気
分
〉
に
よ
っ
て
、
〈
｜
種
の
ミ
ス
テ
リ
ア
ス

な
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
色
彩
〉
の
空
間
を
作
品
に
設
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
「
秘
密
」
萌
仏
．
Ⅱ
）
は
、
ど
う
か
。
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八
い
つ
も
見
馴
れ
て
居
る
公
園
の
夜
の
驍
擬
も
、
「
秘
密
」
を
持
っ
て
居
る
私

の
眼
に
は
、
凡
べ
て
は
新
し
か
っ
た
。
何
処
へ
行
っ
て
も
、
何
を
見
て
も
、

始
め
て
接
す
る
物
の
や
う
に
、
珍
し
く
奇
妙
で
あ
っ
た
。
人
間
の
瞳
を
欺
き
、

電
灯
の
光
を
欺
い
て
、
濃
艶
な
脂
粉
と
ち
り
め
ん
の
衣
装
の
下
に
自
分
を
潜

と
ば
り

ま
せ
な
が
ら
、
「
秘
密
」
の
帷
を
一
枚
隔
て
、
眺
め
る
為
め
に
、
巫
心
ら
く
平
凡

な
現
実
が
、
夢
の
や
う
な
不
思
議
な
色
彩
を
施
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
ｖ

あ
ひ
く
ち

女
装
か
ら
、
果
て
は
〈
上
首
だ
の
麻
酔
薬
だ
の
を
、
帯
の
間
へ
挿
ん
で
は
外

出
〉
す
る
ま
で
に
な
り
、
〈
秘
密
〉
と
い
う
変
換
装
置
の
手
は
込
ん
で
行
く
が
、

〈
何
処
へ
行
っ
て
も
、
何
を
見
て
も
、
始
め
て
接
す
る
物
の
や
う
に
、
珍
し
く

奇
妙
で
あ
っ
た
〉
と
、
謂
わ
ば
〈
私
〉
の
感
覚
を
外
側
か
ら
叙
す
る
に
留
ま
っ

て
、
〈
私
〉
の
言
う
ほ
ど
〈
夢
の
や
う
な
不
思
議
な
色
彩
を
施
さ
れ
〉
た
空
間
が

作
品
に
現
出
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
〈
夢
の
や
う
な
不
思
議
な
色
彩
を
施
さ
れ
〉

た
空
間
と
連
動
し
て
Ｔ
女
に
〈
夢
の
女
〉
と
し
て
の
魅
力
を
与
え
よ
う
と
し
た

作
家
の
期
待
を
裏
切
っ
て
、
彼
女
を
〈
私
〉
が
魅
惑
さ
れ
る
だ
け
の
魅
力
を
以

て
描
け
な
い
。
〈
凡
べ
て
の
謎
〉
が
解
か
れ
る
ま
で
も
な
く
、
〈
私
〉
に
捨
て
ら

れ
る
べ
き
そ
の
運
命
は
決
定
し
て
い
る
。

光
子
や
梅
吉
や
Ｔ
女
が
、
「
刺
青
」
の
娘
の
よ
う
な
輝
き
を
持
つ
た
め
に
は
、

作
家
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
の
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
「
箒
間
」
は
一
一
一
平
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
を
外
側
か
ら
強
調

す
る
ば
か
り
で
、
そ
の
感
覚
に
支
配
さ
れ
て
い
る
主
人
公
の
内
面
世
界
を
作
品

内
に
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
「
少
年
」
や
「
秘
密
」
の
空
間
は
、
日

常
と
の
落
差
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
作
家
固
有
の
感
覚
の
秩
序
に
よ
っ
て

統
一
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
谷
崎
の
こ
と
ば
は
、
写
実
の
発
想
に
規
定
さ
れ
て

い
て
、
感
覚
を
外
部
か
ら
描
い
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。

五
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こ
の
こ
と
が
、
「
悪
魔
」
〈
正
続
）
や
「
饒
太
郎
」
な
ど
写
実
の
文
体
を
採
用
し

た
作
品
で
は
、
い
っ
そ
う
増
幅
さ
れ
顕
在
化
し
て
来
る
の
で
、
よ
り
明
確
な
形

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
於
け
る
文
体
と
谷
崎
文
学
の

（
３
）

性
格
と
の
齪
酪
に
つ
い
て
は
既
に
野
口
武
彦
の
指
摘
が
あ
る
が
、
避
け
て
通
れ

ぬ
問
題
な
の
で
、
氏
の
な
ぞ
り
絵
め
く
の
を
恐
れ
ず
、
本
稿
な
り
の
確
認
を
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
悪
魔
」
（
正
続
）
は
、
照
子
の
〈
悪
魔
〉
的
な
魅
力
と
、
そ
れ
に
取
り
込
ま
れ

て
行
く
主
人
公
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
照
子
の
〈
悪
魔
〉
的
魅
力

は
、
〈
病
的
な
官
能
〉
を
持
っ
た
主
人
公
固
有
の
内
部
に
取
り
込
ま
れ
た
時
、
は

じ
め
て
出
現
す
る
性
質
の
も
の
だ
か
ら
、
作
者
は
、
主
人
公
が
抱
く
多
く
の
恐

怖
、
妄
想
、
異
常
感
覚
の
場
面
を
用
意
し
て
、
そ
の
特
異
な
内
面
世
界
を
現
出

さ
せ
、
そ
こ
に
照
子
の
美
を
定
着
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
彼
が

感
じ
る
恐
怖
感
や
妄
想
そ
の
も
の
を
実
感
的
に
表
出
に
で
き
ず
、
主
人
公
の
内

面
世
界
描
出
の
段
階
で
蹟
い
て
し
ま
う
。
主
人
公
の
感
覚
を
内
部
か
ら
描
け
ず
、

外
部
か
ら
第
三
者
的
に
描
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
怠
惰
な
日
を
送
る
主
人
公
の
一
日
に
触
れ
た
次
の
一
節
。

八
暇
さ
へ
あ
れ
ば
、
蒲
団
に
も
ぐ
り
込
ん
で
、
獣
の
や
う
な
、
何
か
に
渇
ゑ

た
や
う
な
眼
を
ぱ
っ
ち
り
と
開
い
て
、
天
井
を
視
詰
め
な
が
ら
、
う
と
う
と

と
物
を
考
へ
る
。
脳
を
循
る
血
が
、
ヅ
キ
ン
ヅ
キ
ン
と
枕
へ
響
き
、
眼
の
前

に
無
数
の
泡
粒
が
ち
ら
ち
ら
し
た
り
、
耳
鳴
り
が
し
た
り
し
て
、
体
の
節
々

の
ほ
ど
れ
る
や
う
な
傭
い
、
だ
る
い
日
が
続
く
。
ち
よ
い
と
ご
ろ
寝
を
し
た

間
に
も
、
恐
ろ
し
く
官
能
的
な
、
奇
怪
な
、
荒
唐
な
夢
を
無
数
に
見
る
。
さ

う
し
て
其
れ
が
眼
を
覚
ま
し
た
後
迄
も
、
感
覚
に
残
っ
て
居
る
。
天
気
の
好

い
日
は
、
南
の
窓
か
ら
癌
に
触
る
程
冴
え
返
っ
た
青
空
が
、
濁
っ
た
頭
を
覗

谷
崎
文
学
の
出
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（
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き
込
ん
で
居
る
。
も
う
再
び
放
蕩
を
し
よ
う
と
云
ふ
気
も
起
ら
な
い
。
こ
ん

び
ら
ん

な
衰
弱
し
た
体
で
、
刺
戟
の
強
い
、
摩
燗
し
た
歓
楽
を
一
一
日
も
試
み
た
ら
、

屹
度
死
ん
で
し
ま
ふ
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
ｖ
（
傍
点
原
文
）

主
人
公
の
内
部
風
景
を
作
品
に
出
現
さ
せ
る
に
は
、
彼
の
感
覚
を
通
過
し
て

変
形
さ
れ
た
外
界
で
作
品
世
界
を
構
成
し
、
そ
れ
を
彼
固
有
の
感
覚
で
統
一
す

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
引
用
部
分
の
よ
う
に
、
彼
の
感
覚
を
外
部
か

ら
一
一
一
一
口
い
立
て
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
「
続
悪
魔
」
の
冒
頭
部
も
そ
の
顕

著
な
例
の
ひ
と
つ
だ
が
、
一
般
的
〈
正
常
〉
感
覚
の
側
か
ら
彼
の
〈
異
常
〉
感

覚
を
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
み
て
も
、
結
果
的
に
は
そ
の
内
的
世
界
は
〈
正
常
〉

感
覚
の
論
理
・
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
て
整
序
さ
れ
、
読
者
か
ら
距
離
の
あ
る
謂

わ
ば
一
種
の
客
観
的
対
象
物
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
出
現
す
る

の
は
主
人
公
の
感
覚
世
界
の
単
な
る
外
的
輪
郭
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
主
人
公
の

内
部
風
景
に
読
者
を
誘
い
込
め
な
い
所
以
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
主
人
公
が
水
庚
を
か
ん
だ
女
の
手
巾
を
な
め
る
場
面
を
想
起
し

て
も
よ
い
。
世
界
一
汚
い
場
面
と
の
芥
川
の
評
に
、
谷
崎
自
身
は
「
何
事
で
あ

れ
、
世
界
一
で
あ
る
こ
と
は
悪
く
な
い
」
と
輪
い
た
と
の
エ
ピ
ソ
１
ド
も
あ
る

が
、
そ
の
強
が
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
楽
観
的
で
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
場
面
で
作
家
が
狙
っ
た
の
は
、
〈
不
思
議
に
辛
辣
な
、
怪

し
か
ら
ぬ
程
面
白
い
〉
、
〈
奇
妙
な
楽
園
〉
と
し
て
の
異
常
感
覚
の
描
出
で
あ
っ

た
の
は
明
ら
か
だ
が
、
実
際
出
現
し
た
の
は
、
〈
世
界
一
汚
い
場
面
〉
で
し
か
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
主
人
公
の
行
為
の
外
面
を
な
ぞ
る
だ
け
で
、

彼
固
有
の
感
覚
世
界
を
描
け
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
姿
勢
か
ら
こ
と
ば
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
限
り
、
「
高
橋
お

伝
」
や
「
姐
妃
の
お
百
」
の
講
釈
本
に
熱
中
し
、
〈
姐
妃
の
お
百
が
髪
を
振
り
乱

五
七
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け
だ
し

－
し
、
短
刀
を
口
に
咬
へ
て
、
白
い
脛
、
紅
い
蹴
出
し
を
露
は
に
、
ふ
繊
が
ら
海
中

に
趣
ん
ぶ
と
飛
び
込
も
う
と
し
て
居
る
石
版
画
〉
を
見
て
、
〈
さ
ま
人
Ｉ
、
の
込
み

入
っ
た
、
残
酷
な
話
の
筋
が
想
像
さ
れ
て
、
自
然
と
魂
が
そ
、
ら
れ
る
〉
と
い

う
、
こ
の
作
品
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
主
人
公
特
有
の
感
覚
が
支
配
す
る
そ
の

内
面
世
界
が
現
前
し
な
い
の
は
当
然
で
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
取
り
込
ま
れ

て
、
は
じ
め
て
魅
力
を
発
揮
す
る
照
子
像
が
不
鮮
明
と
な
り
、
主
人
公
の
言
う

〈
悪
魔
〉
的
魅
力
は
彼
女
に
結
実
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
饒
太
郎
」
に
至
っ
て
、
主
人
公
が
〈
音
に
異
性
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
事
を
喜

ぶ
の
み
な
ら
ず
、
出
来
る
だ
け
冷
酷
な
残
忍
な
取
り
扱
ひ
を
受
け
て
、
寧
ろ
激

烈
な
肉
体
的
の
痛
苦
を
与
へ
て
貰
ふ
事
を
人
生
最
大
の
歓
楽
と
し
て
生
き
て
居

る
〉
〈
生
来
の
立
派
な
、
さ
う
し
て
猛
烈
な
三
四
の
・
豆
の
（
の
ロ
〉
で
あ
る
こ
と
を
単
に

声
高
に
一
一
一
一
口
い
立
て
る
だ
け
で
次
の
如
き
場
面
を
展
開
し
て
は
、
事
態
は
も
っ
と

あ
か
ら
さ
ま
な
形
で
出
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

人
彼
の
女
は
平
然
と
し
て
、
大
根
の
や
う
に
太
っ
て
居
る
男
の
両
腕
を
逆
捻

ぢ
に
す
る
と
、
麻
縄
で
ぐ
る
ぐ
る
と
か
ら
げ
て
了
っ
た
。
や
が
て
饒
太
郎
の

肥
満
し
た
肉
体
は
、
鞠
の
如
く
に
床
上
へ
仰
向
き
に
臥
か
さ
れ
た
。
見
る
見

る
う
ち
に
其
の
両
腕
は
背
後
へ
高
く
折
り
曲
げ
ら
れ
て
、
腰
の
あ
た
り
で
手

頸
と
一
緒
に
縛
り
上
げ
ら
れ
た
。
彼
は
手
も
足
も
な
い
人
間
の
や
う
に
、
膨

れ
た
腹
ば
か
り
が
残
っ
て
居
た
。

「
此
れ
が
あ
な
た
に
面
白
い
の
で
す
か
。
」

か
う
云
っ
て
、
浅
ま
し
い
男
の
姿
を
見
お
ろ
し
て
居
る
娘
の
眼
つ
き
に
は
、

其
の
時
始
め
て
毒
婦
ら
し
い
、
冷
酷
な
邪
悪
な
色
が
動
い
て
居
た
。

「
う
ん
、
面
白
い
ん
だ
。
」
と
、
饒
太
郎
は
切
な
さ
う
な
声
で
答
え
た
。

一
壁
ｌ
己
は
い
よ
く
気
が
狂
っ
た
な
．
ｌ
ふ
と
饒
太
郎
は
そ
ん

谷
崎
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出
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な
こ
と
を
考
へ
た
が
、
其
れ
が
い
つ
も
の
や
う
に
恐
ろ
し
く
も
何
と
も
な
く
、

却
っ
て
彼
は
喜
び
勇
ん
で
此
の
愉
快
な
る
三
四
ｓ
の
の
ｍ
の
境
界
へ
突
進
し
て
行

き
た
か
っ
た
。
体
中
の
間
接
が
メ
リ
メ
リ
と
鳴
っ
て
、
ど
う
か
し
た
ら
ポ
キ

リ
と
骨
が
折
れ
て
了
ひ
さ
う
な
辛
辣
な
癌
痛
を
味
わ
ひ
な
が
ら
、
此
の
儘
死

ん
で
了
っ
て
も
構
ふ
も
ん
か
と
思
っ
た
り
し
た
。
ｖ

主
人
公
が
、
〈
容
貌
が
妖
艶
で
性
質
が
捌
発
陰
険
で
、
所
謂
「
毒
婦
」
の
資
格

と
云
ふ
も
の
を
一
と
通
り
具
へ
て
居
る
〉
娘
お
縫
を
得
て
、
彼
の
言
う
〈
美
の

実
体
〉
た
る
〈
実
感
的
な
、
官
能
的
な
世
界
〉
を
展
開
す
る
場
面
で
あ
る
が
、

こ
の
場
面
の
作
品
に
占
め
る
重
要
さ
は
、
小
説
が
最
初
に
用
意
し
た
設
定
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
主
人
公
は
〈
世
の
中
は
美
し
い
か
ら
つ
ぼ
で
あ
る
〉
と

い
う
〈
哲
学
〉
を
持
ち
、
〈
此
の
か
ら
つ
ぼ
な
世
の
中
に
真
実
ら
し
い
も
の
、
せ

め
て
真
実
に
近
い
値
の
あ
る
者
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
「
そ
れ
は
美
で
あ
る
。
」
〉

と
考
え
る
。
し
か
し
、
〈
彼
の
所
謂
「
美
」
と
云
ふ
も
の
が
全
然
実
感
的
な
、
官

能
的
な
世
界
に
の
み
限
ら
れ
て
居
る
た
め
に
、
小
説
の
上
で
其
の
美
を
想
像
す

る
よ
り
も
、
生
活
に
於
い
て
其
の
美
を
味
わ
ふ
方
が
、
彼
に
取
っ
て
余
計
有
意

味
な
仕
事
と
な
っ
て
〉
お
り
、
〈
己
の
ほ
ん
た
う
の
創
作
は
著
述
よ
り
も
実
生
活

に
あ
る
の
だ
。
己
の
芸
術
家
た
る
所
以
は
、
己
の
ラ
イ
フ
其
の
者
に
存
し
て
い

る
の
だ
〉
と
一
一
一
一
口
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
作
品
が
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
主
人
公
を
実
生
活
へ
連
れ
出
す
た
め
の
設
定
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

〈
実
感
を
放
れ
た
美
感
と
云
ふ
も
の
が
殆
ん
ど
な
〉
く
、
〈
実
感
と
美
感
と
の
間

に
何
等
の
区
別
を
も
設
け
よ
う
と
し
な
い
〉
主
人
公
が
、
〈
全
然
実
感
的
な
、
官

能
的
な
世
界
〉
を
展
開
す
る
引
用
の
場
面
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
見
て
の
と
お
り
、
饒
太
郎
の
一
一
一
一
口
う
く
愉
快
な
る
三
四
ｓ
の
の
①

の
境
界
〉
の
内
実
を
何
一
つ
描
出
で
き
ず
、
殆
ん
ど
噴
飯
も
の
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い

五
八
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仰
々
し
い
外
面
描
写
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
鏡
太
郎
に
君
臨
し

て
光
り
輝
く
べ
き
〈
毒
婦
〉
お
縫
も
、
単
な
る
小
道
具
に
な
り
下
が
っ
て
い
る

始
末
だ
し
、
引
用
部
の
〈
娘
の
眼
つ
き
に
は
、
其
の
時
始
め
て
毒
婦
ら
し
い
、

冷
酷
な
邪
悪
な
色
が
動
い
て
居
た
〉
と
の
一
節
も
内
実
を
伴
わ
ぬ
ま
ま
空
転
し

て
い
る
。
ま
た
、
〈
『
美
』
は
『
善
』
よ
り
も
余
計
『
悪
』
と
一
致
す
る
〉
と
言

い
、
〈
善
人
よ
り
も
悪
人
の
性
格
の
方
が
、
『
美
』
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
の
に

適
当
し
て
居
る
〉
と
言
う
饒
太
郎
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
〈
お
縫
い
は
饒
太
郎
に
接

近
し
て
か
ら
一
と
月
ほ
ど
の
間
に
、
最
初
の
注
文
の
如
く
す
っ
か
り
毒
婦
の
本

性
に
復
つ
〉
た
こ
と
を
告
げ
た
最
終
部
で
、
〈
遺
憾
な
く
発
揮
〉
さ
れ
た
お
縫
い

の
〈
美
〉
が
彼
の
目
に
は
映
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
作
者
は

何
一
つ
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

念
の
た
め
に
一
一
一
一
口
っ
て
お
け
ば
、
主
人
公
が
〈
頗
る
猛
烈
な
冨
四
の
。
Ｏ
三
閂
の
ご
〉
で

あ
る
こ
と
を
告
白
し
た
条
に
続
け
て
、
〈
彼
の
所
謂
文
学
な
る
も
の
は
、
奇
怪
な

彼
の
性
癖
に
基
因
す
る
病
的
な
快
楽
の
記
録
に
過
ぎ
な
い
。
彼
の
作
物
は
彼
に

取
っ
て
絶
対
の
価
値
を
有
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
の
読
者
か
ら
は
何
等

の
意
味
を
も
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
〉
と
断
わ
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、

作
中
の
饒
太
郎
に
こ
の
一
一
一
一
口
葉
が
許
さ
れ
る
に
し
て
も
、
〈
｜
般
の
読
者
〉
に
向
か
っ

て
書
い
て
い
る
作
家
谷
崎
潤
一
郎
は
、
彼
と
同
じ
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
作
者
は
、
お
縫
い
の
逃
亡
と
い
う
形
で
主
人
公
の
〈
官
能
生
活
〉
を
ひ
と

先
ず
形
式
的
に
清
算
す
る
が
、
〈
愉
快
な
る
三
呂
烏
の
⑩
の
境
界
〉
の
内
実
や
お
縫

い
に
発
現
す
る
美
を
形
象
化
で
き
な
か
っ
た
段
階
で
、
既
に
作
品
の
重
要
な
部

分
は
実
質
的
に
は
崩
壊
し
て
い
る
。＊

谷
崎
の
生
み
出
す
こ
と
ば
で
は
、
作
家
の
内
部
に
拡
が
る
固
有
の
風
景
が
壼
叩

谷
崎
文
学
の
出
発
〈
前
田
久
徳
）

れ
な
い
。
な
に
よ
り
も
彼
が
夢
想
す
る
鮮
烈
な
輝
き
を
放
つ
べ
き
妖
婦
美
が
、

そ
の
こ
と
ば
に
結
晶
し
な
い
の
で
あ
る
。
些
か
突
飛
な
比
較
に
見
え
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
川
端
康
成
の
作
品
を
傍
ら
に
置
い
た
時
、
現
実
に
、
あ
る
い
は
外

界
に
似
せ
て
し
か
語
れ
な
い
谷
崎
の
こ
と
ば
の
性
格
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
。

人
私
の
短
く
て
幅
広
く
て
、
そ
し
て
厚
ご
は
い
爪
に
寄
り
添
ふ
と
、
娘
の
爪

は
人
間
の
爪
で
な
い
か
の
や
う
に
、
ふ
し
ぎ
な
形
の
美
し
さ
で
あ
る
。
女
は

こ
ん
な
指
の
先
き
で
も
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
超
克
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の

か
。
あ
る
ひ
は
女
で
あ
る
こ
と
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
か
。
う
ち
側

の
あ
や
に
光
る
貝
殻
、
つ
や
の
た
だ
よ
ふ
花
び
ら
な
ど
と
、
月
並
み
な
形
容

が
浮
か
ん
だ
も
の
の
、
た
し
か
に
娘
の
手
の
指
の
爪
は
娘
の
手
の
指
の
爪
で

し
か
な
か
っ
た
。
脆
く
小
さ
い
貝
殻
や
薄
く
て
小
さ
い
花
び
ら
よ
り
も
、
こ

の
爪
が
透
き
通
る
や
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
悲
劇
の
露
と
恩

へ
る
。
娘
は
日
ご
と
夜
ご
と
、
女
の
悲
劇
の
美
を
み
が
く
こ
と
に
丹
精
を
こ

め
て
来
た
。
そ
れ
が
私
の
孤
独
に
し
み
る
。
私
の
孤
独
が
娘
の
爪
に
し
た
た

っ
て
、
悲
劇
の
露
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ｖ

引
用
は
「
片
腕
」
（
昭
朗
・
８
～
、
、
羽
ｉ
）
の
一
節
だ
が
、
「
み
づ
う
み
」
（
昭
羽
．

１
～
、
）
で
銀
平
が
後
を
追
う
少
女
町
枝
の
美
し
さ
を
〈
奇
跡
の
や
う
な
色

気
〉
、
〈
自
分
が
死
に
た
い
ほ
ど
の
、
ま
た
少
女
を
殺
し
た
い
ほ
ど
の
、
悲
し
み

が
胸
に
せ
ま
〉
る
く
肌
の
色
〉
と
い
う
、
極
め
て
抽
象
的
な
、
現
実
の
具
体
的

対
応
物
へ
の
指
示
機
能
を
持
た
ぬ
一
一
一
一
口
葉
で
綴
っ
た
一
節
で
も
、
「
眠
れ
る
美
女
」

（
昭
路
ｉ
～
６
、
稲
ｉ
～
、
）
で
娘
た
ち
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
妖
し
い
美
し
さ
を
述

べ
た
一
節
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
た
だ
、
作
品
の
一
節
を
こ
う
い
う
形
で

切
り
取
っ
て
云
々
す
る
の
は
不
都
合
な
の
だ
が
、
作
品
世
界
へ
戻
し
た
時
、
こ

れ
ら
の
一
節
が
放
つ
輝
き
は
無
類
で
あ
る
。
引
用
の
部
分
に
戻
っ
て
一
一
一
一
口
え
ば
、

五
九
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川
端
の
こ
と
ば
は
、
娘
の
爪
の
形
状
に
即
し
て
語
り
な
が
ら
も
、
娘
の
爪
と
い

う
現
実
の
制
約
を
易
々
と
飛
び
超
え
て
、
現
実
に
対
応
物
を
持
た
ぬ
極
め
て
抽

象
的
な
く
悲
劇
の
露
三
女
の
悲
劇
の
美
〉
へ
転
調
さ
れ
、
固
有
の
世
界
を
形
作
っ

て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
極
め
て
抽
象
的
な
こ
と
ば
が
作
品
か
ら
不
自
然

な
分
離
を
起
こ
さ
ぬ
の
は
、
作
品
が
女
の
非
現
実
的
な
美
を
希
求
す
る
主
人
公

た
ち
の
内
面
世
界
で
成
り
立
ち
、
そ
こ
に
取
り
込
ま
れ
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。

作
家
の
内
面
世
界
に
出
現
す
る
世
界
と
い
う
意
味
で
、
と
も
に
非
現
実
の
対
象

を
扱
い
な
が
ら
、
川
端
は
そ
れ
を
易
々
と
形
象
化
し
て
み
せ
る
の
に
、
谷
崎
の

こ
と
ば
は
、
現
実
の
外
面
を
な
ぞ
る
に
終
わ
る
。
先
に
見
た
「
饒
太
郎
」
の
一

節
と
比
較
す
る
ま
で
も
な
く
、
両
者
の
こ
と
ば
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。

毒
婦
に
し
ろ
、
妖
婦
に
し
ろ
、
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
官
能
生
活
に
し
ろ
、

あ
る
い
は
ま
た
、
絵
の
具
に
彩
ら
れ
た
女
中
の
怪
し
い
顔
に
し
ろ
、
そ
れ
自
体

は
い
ず
れ
も
現
実
の
存
在
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
作
家
が

表
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
当
の
対
象
は
、
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
そ
れ
が
彼
固

有
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
性
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
濾
過
さ
れ
て
出
現
す
る
も

の
こ
そ
、
彼
が
描
こ
う
と
し
た
対
象
で
あ
る
。
両
者
は
質
に
於
て
決
定
的
に
異

な
っ
て
い
る
。
作
家
の
内
面
世
界
に
出
現
す
る
後
者
は
、
彼
の
み
に
感
得
さ
れ

る
だ
け
で
、
そ
れ
は
現
実
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
谷
崎
は
、

そ
れ
を
直
接
語
れ
ず
、
前
者
の
外
面
を
空
し
く
縁
取
る
だ
け
に
終
わ
る
。
彼
の

こ
と
ば
は
、
現
実
の
外
面
に
似
せ
て
し
か
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。

作
家
の
〈
頭
に
発
酵
す
る
怪
し
い
悪
夢
〉
は
、
〈
自
然
主
義
の
小
説
と
は
、
全

く
傾
向
を
異
に
し
た
〉
現
実
に
は
存
在
せ
ぬ
世
界
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
彼
の
こ
と
ば
は
、
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
根

元
的
な
場
所
で
写
実
の
発
想
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
象
を
写
し
て

谷
崎
文
学
の
出
発
（
前
田
久
徳
）

行
く
姿
勢
に
於
い
て
、
自
然
主
義
の
写
実
の
方
法
を
谷
崎
も
ま
た
継
承
し
て
い

る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
、
彼
の
こ
と
ば
は
時
代
的
制
約
を
受
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
谷
崎
文
学
前
半
期
の
展
開
は
、
現
実
に
似
せ
て
し
か
語
れ
ぬ
と
い
う
、

自
ら
の
こ
と
ば
が
背
負
っ
た
宿
命
と
の
格
闘
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
過
言
で
は
な

い
。自
分
の
所
有
す
る
こ
と
ば
の
質
を
自
覚
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
「
刺
青
」

や
「
騏
麟
」
を
一
種
の
観
念
小
説
と
し
て
書
い
た
の
で
あ
る
。
「
刺
青
」
に
先
だ
っ

て
発
表
さ
れ
た
「
誕
生
」
（
明
寧
９
）
「
象
」
（
明
⑱
．
Ⅲ
）
を
気
分
劇
と
見
る
評
が
あ

る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
と
ば
に
よ
っ
て
〈
気
分
〉
を
い
か
に
醸
成
す
る
か
と
い

う
実
験
が
、
こ
の
戯
曲
二
編
の
意
図
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
誕
生
」
「
象
」
と
「
刺

青
」
と
の
執
筆
時
期
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
住
作
家
自
身
に
矛
盾
す
る
発
一
一
一
一
口

（
４
）

が
あ
る
の
で
、
に
わ
か
に
決
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
出
発
期
か
。
ｂ

谷
崎
は
己
の
こ
と
ば
が
担
っ
た
宿
命
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

『
７
。「
饒
太
郎
」
以
後
も
、
谷
崎
な
り
の
こ
と
ば
の
実
験
が
続
く
。
「
悪
魔
」
以
上

に
扱
う
題
材
を
〈
も
シ
と
色
彩
の
濃
い
、
血
だ
ら
け
な
〉
（
「
秘
密
」
）
世
界
に
求

め
、
そ
の
異
常
さ
を
強
調
し
て
血
み
ど
ろ
の
世
界
を
展
開
し
、
特
異
な
感
覚
美

の
世
界
を
表
出
し
よ
う
と
し
た
「
お
艶
殺
し
」
天
４
．
１
）
や
、
戯
曲
「
恐
怖
時

代
」
（
大
５
．
３
）
。
地
震
の
恐
怖
に
お
の
の
く
〈
私
〉
の
内
的
世
界
を
作
品
に
う
っ

そ
う
と
し
た
「
病
蔭
の
幻
想
」
（
大
５
ｍ
）
、
神
韻
標
紗
と
し
た
雰
囲
気
や
幻
想
的

な
空
間
を
取
り
込
も
う
と
し
た
「
人
魚
の
嘆
き
」
（
大
６
ｉ
）
や
「
魔
術
師
」
局
）

と
そ
の
努
力
が
続
く
。
い
ず
れ
も
、
自
ら
の
こ
と
ば
に
特
異
な
感
覚
世
界
や
幻

想
性
の
表
出
能
力
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
谷
崎
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
超
え
る
た
め
に
は
、
題
材
を
異
常

六

○
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を
世
界
に
求
め
、
そ
の
異
常
さ
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
幻
想
仕
立

て
の
構
想
に
苦
労
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
固
有
の
心
性

を
作
品
内
部
に
構
造
化
し
、
謂
わ
ば
そ
れ
を
く
ぐ
っ
た
こ
と
ば
を
獲
得
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
一
段
階
と
し
て
、
外
界
の
存
在
物
と
し
て
の
対
象
と
、
そ
れ

が
己
の
心
性
を
通
過
し
た
時
、
は
じ
め
て
出
現
す
る
も
の
と
の
関
係
を
、
作
家

が
見
つ
め
整
理
し
直
す
の
は
、
大
正
期
も
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
そ

れ
が
一
つ
の
成
果
を
結
ぶ
ま
で
に
は
、
「
痴
人
の
愛
」
（
大
過
・
３
～
６
、
Ⅲ
．
、
～
Ⅲ
．

７
）
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
道
筋
を
追
う
の
は
、
本
稿
で
予
定
し
た
範

囲
を
超
え
る
。
最
後
に
、
以
下
の
こ
と
を
一
一
一
一
口
い
添
え
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と

に
す
る
。

文
壇
か
ら
常
に
一
定
の
距
離
を
と
り
、
特
定
の
作
家
と
の
付
き
合
い
に
も
慎

重
だ
っ
た
こ
の
作
家
が
、
例
外
的
に
佐
藤
春
夫
と
深
い
交
友
を
続
け
た
の
は
、

ゆ
え
な
し
と
は
し
な
い
。
こ
と
ば
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
彼
に
、
「
田
園
の
憂

麓
」
天
６
．
６
）
の
作
者
は
無
視
で
き
ぬ
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
春
夫
の
存
在

を
気
に
し
な
く
な
る
の
は
、
こ
の
問
題
を
谷
崎
な
り
に
超
え
る
方
途
を
見
出
し

た
「
蓼
喰
ふ
塁
」
（
昭
３
．
，
～
４
．
６
）
以
後
の
こ
と
で
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
形

で
扱
わ
れ
た
夫
人
譲
渡
事
件
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
、
二
人
の
関
係
が

持
っ
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
側
面
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

春
夫
と
の
交
友
と
鏡
花
に
示
し
た
関
心
や
敬
愛
と
の
根
は
同
じ
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

［
註
］

（
１
）
永
井
荷
風
「
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
」
（
「
三
田
文
学
」
明
“
．
、
）

（
２
）
拙
稿
「
『
異
端
者
の
悲
し
み
』
の
モ
チ
ー
フ
」
（
「
文
学
」
季
刊
第
一
巻
第
三
号
、
一
九

九
○
・
七
）

谷
崎
文
学
の
出
発
（
前
田
久
徳
）

＊
本
稿
の
大
要
は
、
「
日
本
文
学
協
会
第
十
回
研
究
発
表
大
会
」
（
一
九
九
○
・
七
・
一
、
於

青
山
学
院
大
学
）
で
発
表
し
た
。

（
３
）
野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』
（
’
九
七
三
・
八
、
中
央
公
論
社
）

（
４
）
「
『
少
年
世
界
』
へ
の
論
文
」
（
大
６
．
５
）
で
は
、
〈
そ
れ
（
「
誕
生
」
）
は
帝
国
文
学
へ

出
き
う
と
思
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
帝
国
文
学
で
握
り
つ
ぶ
さ
れ
た
の
で
、
恰
度

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
新
思
潮
」
の
創
刊
号
に
、
他
に
何
も
間
に
合
は
な
い
為
め
に
貴
ふ
さ
ぎ
に
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。
（
略
）
次
い
で
「
刺
青
」
を
「
新
思
潮
」
第
三
号
へ
出
し
た
〉
（
傍
点
、
筆
者
）
と
あ

り
、
一
方
、
『
明
治
大
正
文
学
全
集
第
三
十
五
巻
谷
崎
潤
一
郎
』
（
春
陽
堂
、
昭
３
．
２
）
の

「
解
説
」
で
は
、
〈
「
誕
生
」
よ
り
も
此
の
「
刺
青
」
の
方
が
先
に
書
け
て
ゐ
た
の
で
、
此
れ

が
ほ
ん
た
う
の
処
女
作
で
あ
る
〉
と
あ
り
、
「
青
春
物
語
」
（
昭
６
．
９
～
８
．
３
）
に
も
同
様

の
発
言
が
あ
り
、
「
新
思
潮
」
の
創
刊
号
が
出
る
前
に
「
刺
青
」
の
原
稿
を
木
村
荘
太
に
読

ま
せ
た
と
言
っ
て
い
る
。
本
稿
に
直
接
関
係
し
な
い
の
で
触
れ
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
も

決
定
的
な
根
拠
が
な
い
以
上
、
後
者
の
回
想
で
作
家
が
〈
「
刺
青
」
神
話
〉
を
作
ろ
う
と
し

た
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
。

一
ハ
ー


