
中
島
敦

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
論

ー
〈
一
身
両
口
〉
現
象
お
よ
び
道
家
思
想
の
投
影

i

中
島
敦
は
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
お
い
て
『
韓
非
子
』
の
「
轟
有
虻
者
。

身
雨
口
、
争
相
舵
也
。
遂
相
食
、
因
自
殺
。
」
を
エ
ピ
グ
ラ
ム
と
し
て
つ
け
、
文

中
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

身
瞳
を
二
つ
に
切
断
さ
れ
る
と
、
直
ぐ
に
、
切
ら
れ
た
各
々
の
部
分
が

互
ひ
に
闘
争
を
始
め
る
畠
が
あ
る
さ
う
だ
が
、
自
分
も
そ
ん
な
虫
に
な
っ

た
や
う
な
気
が
す
る
。
と
い
ふ
よ
り
も
、
未
だ
切
ら
れ
な
い
中
か
ら
、
身

韓
中
が
幾
つ
も
に
分
れ
て
争
ひ
を
始
め
る
の
だ
。
外
に
向
か
っ
て
い
く
針

象
が
無
い
時
に
は
、
我
と
自
ら
を
噛
み
、
さ
い
な
む
よ
り
、
仕
方
が
な
い

中島敦「かめれおん日記」論

の
だ
。

中
島
敦
の
文
学
に
お
い
て
、
常
に
一
事
物
の
中
に
相
対
す
る
二
つ
の
性
向
が

存
在
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
性
向
は
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
お
い
て
、

こ
の
〈
一
身
両
日
〉
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
、
「
か

め
れ
お
ん
日
記
」
に
お
け
る
こ
の
二
身
両
日
〉

の
意
識
は
、
中
島
教
の
精
神
内

孫

林
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部
の
葛
藤
を
描
い
て
い
る
「
自
己
観
察
、
自
己
分
析
」
で
あ
り
、
「
第
一
の
我
と

第
二
の
我
と
の
、
激
烈
な
闘
争
・
角
逐
」
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
引

用
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
我
」
に
相
対
す
る
も
の
は
単
一
の
も
の
で
は
な
い
し
、

必
ず
し
も
同
次
元
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、

そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
「
第
二
の
自

我
」
に
は
同
一
化
し
難
い
。

俺
と
い
ふ
も
の
は
、
俺
が
考
へ
て
ゐ
る
程
、
俺
で
は
な
い
。
俺
の
代
り

に
習
慣
や
環
境
や
が
行
動
し
て
ゐ
る
の
だ
。
之
に
、
遺
停
と
か
、
人
類
と

い
ふ
生
物
の
一
般
的
習
性
と
か
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
と
、
俺
と
い
ふ
特
殊

n
w
d
 内。

な
も
の
は
な
く
な
っ
て
了
ひ
そ
う
だ
。

俺
と
い
ふ
も
の
は
、
俺
を
組
立
て
』
ゐ
る
物
質
的
な
要
素
(
諸
道
具
立
)

と
、
そ
れ
を
あ
や
つ
る
あ
る
も
の
と
で
出
来
上
っ
て
ゐ
る
器
械
人
形
の
や

う
に
考
へ
ら
れ
て
仕
方
が
な
い
。
こ
の
間
、
欠
伸
を
し
か
け
て
、
ふ
と
、

こ
の
動
作
も
、
俺
の
あ
や
つ
り
手
の
操
作
の
や
う
に
感
じ
、
ギ
ヨ
ツ
と
し

て
伸
ば
し
か
け
た
手
を
下
し
た
。
(
中
略
)
私
と
い
ふ
個
人
を
形
成
し
て
ゐ

る
・
私
の
胃
、
私
の
腸
、
私
の
肺
(
い
は
立
、
個
性
を
も
っ
た
其
等
の
器

そ
の
働
い
て
ゐ

閲
)
を
、

は
っ
き
り
と
其
の
色
、
潤
ひ
、
個
感
を
以
て
、
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る
姿
の
ま
』
に
考
へ
て
見
た
。
(
中
略
)
す
る
と
、
私
と
い
ふ
人
間
の
肉
腫

を
組
立
て
て
ゐ
る
各
部
分
に
注
意
が
行
き
亙
る
に
つ
れ
、
次
第
に
、
私
と

い
ふ
人
間
の
所
在
が
判
ら
な
く
な
っ
て
来
た
。
俺
は
一
一
程
何
慮
に
あ
る
?

こ
の
よ
う
に
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
お
い
て
独
立
し
た
個
体
と
し
て
存
在

し
て
い
る
の
は
「
第
一
の
我
と
第
二
の
我
」
と
い
っ
た
単
純
な
構
成
で
は
な
く
、

複
数
の
も
の
が
多
様
な
形
式
で
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
多
重
構
造
を
成
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
、
「
習
慣
」
や
「
俺
を
組
立
て
』
ゐ
る
物
質
的
な
要
素
(
諸
道

具
立
ご
や
「
あ
や
つ
り
手
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
生
命
や
意
思
を
持
っ
て
い
る
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
各
々
の
独
立
し
た
個
体
と
し
て
「
俺
」
と
相
対
し
つ
つ
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
ボ
デ
ィ
ー
に
複
数
の
生
命
が
群
居
す
る
こ
の

意
識
と
描
出
は
、
中
島
敦
文
学
の
特
殊
性
の
一
っ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
思
想
的
視

点
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
は
、
西
洋
思
想
や
近
代
文
学

と
言
う
よ
り
、
中
島
教
の
家
学
で
あ
る
漢
学
に
よ
る
一
つ
の
投
影
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
一
身
両
日
〉
と
い
う

い
わ
ば
、
反
西
洋
的
、
反
近
代
的
な
も
の
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ

う
い
っ
た
反
近
代
的
な
意
識
と
そ
の
描
出
は
、
中
島
教
に
影
響
を
深
く
与
え
た
漢

学
も
し
く
は
中
国
思
想
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
、

そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

陰
陽
と
五
行
は
、
中
国
哲
学
史
や
思
想
史
に
一
貫
す
る
最
も
重
要
な
基
本
概
念

で
あ
る
。
陰
陽
説
は
、
古
代
中
国
の
易
学
の
考
え
方
で
あ
り
、
老
子
の
言
う
「
道

一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
高
物
。
訪
問
物
負
陰
市
抱
陽
、
沖
気
以
馬
和
。
」

生
一
、

(
『
老
子
』
〔
四
十
二
章
〕
)

の
中
の
、
「
荷
物
負
陰
而
抱
陽
」

の
「
陰
」
「
陽
」
な
の

で
あ
る
。

老
子
の
論
は
、
宇
宙
の
誕
生
す
る
過
程
や
宇
宙
万
物
の
形
成
原
理
及
び
そ
の

存
在
形
態
を
論
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
老
子
の
言
う
ご
」
と
は
「
道
」
が
生
ん
だ
も

つ
ま
り
、
「
道
」
に
よ
っ

て
生
れ
た
「
ご
が
あ
っ
て
か
ら
「
陰
」
と
「
陽
」
と
い
う
相
対
す
る
も
の
が
誕
生
、

あ
る
い
は
分
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
陽
」
は
、
天
、
日
、
昼
、

雄
、
表
、
強
な
ど
、
「
陰
」
は
、
地
、
月
、
夜
、
雌
、
裏
、
弱
な
ど
と
い
う
相
対
的

い
わ
ば
、
陰
陽
と
は
、
世
界
万
物
を
両
分
す
る
、

の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
コ
ご
が
生
ま
れ
て
く
る
。

な
具
象
に
演
緯
で
き
る
の
で
、

抽
象
の
総
合
的
概
念
な
の
で
あ
る
。
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五
行
「
金
・
木
・
水
・
火
・
土
」
と
い
う
概
念
は
、
『
尚
書
』
に
お
い
て
始
め

て
言
及
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
五
つ
の
も
の
は
、
字
宙
、
天
地
、
人
世
の
万
物
を

構
成
す
る
基
本
元
素
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ら
は
複
雑
な
相
互
運
動
に
よ
っ
て
万
物
を

生
み
出
す
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
世
界
万
物
の
い
ず
れ
の
中
に
も
こ
の
五
元
素

が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
五
元
素
の
間
に
は
、
ま
た
「
相
生
」
、
「
相

克
」
の
原
理
が
あ
る
。
五
元
素
の
性
質
と
そ
の
相
応
関
係
に
よ
り
、
都
街
は
、
そ

の
関
係
を
「
順
行
」
と
「
逆
行
」
と
に
分
け
る
。
「
五
行
」
と
い
う
言
い
方
は
こ
れ
に
因

ん
で
い
る
。
「
順
行
」
と
は
、
「
木
生
火
、
火
生
士
、
土
生
金
、
金
生
水
、
水
生
木
」

と
い
う
も
の
で
、
「
相
生
」
と
も
言
い
、
「
逆
行
」
と
は
、
「
金
克
木
、
木
克
土
、

土
克
金
、
金
克
水
、
水
克
火
、
火
克
金
」
と
い
う
も
の
で
、
「
相
克
」
と
も
き
守
n
j
o

五
行
説
は
、
ま
た
医
学
に
お
い
て
そ
の
属
性
も
発
見
、
活
用
さ
れ
、
医
学
者



は
、
五
行
説
を
も
っ
て
人
体
を
説
明
す
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
五
行
」
に

対
し
「
肝
、
心
、
牌
、
肺
、
腎
」
の
「
五
臓
」
と
い
う
概
念
が
創
り
出
さ
れ
、

臓
」
も
そ
れ
ぞ
れ
「
五
行
」
に
か
か
わ
り
つ
つ
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

肝
H
木
、
心
H
火
、
牌
H
士
、
肺
H
金
、
腎
H
水
で
あ
る
。
こ
の
対
応
に
お
け
る

内
在
的
な
関
連
性
は
、
例
え
ば
、
「
肝
H

木
」
に
つ
い
て
、
「
木
」
は
、
自
然
に
芽

生
え
て
自
身
を
調
整
、
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
肝
臓
も
、
人

体
の
全
機
能
を
調
達
し
順
調
さ
せ
る
と
い
う
属
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、

肝
臓
は

「
木
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
木
生
火
」
と
い
う
属
性
を
医
学

上
に
応
用
す
れ
ば
、
「
木
」
な
る
肝
臓
は
、
「
火
」
と
い
う
心
臓
を
養
う
性
能
が
あ

る
の
で
、
肝
臓
を
よ
く
養
え
ば
心
臓
も
自
ず
と
健
康
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
古
来
「
三
魂
七
暁
」
や
「
六
神
無
主
」
な
ど
の
よ
う
な
言
い
方
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
体
に
居
る
「
魂
」
を
指
し
、

八
千
冊
以
上
に
も
及

ん
だ
中
国
漢
方
医
学
の
専
門
書
に
は
、
随
所
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
雲
笈
七

第
』
に
よ
れ
ば
「
横
に
な
る
時
、
頭
の
傍
に
暖
炉
を
置
い
て
は
い
け
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、

そ
う
す
れ
ば
六
神
を
不
安
に
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
」
と
記
す
。

こ
こ
で
の
「
六
神
」
と
は
「
心
」
、
「
肺
」
、
「
肝
」
、
「
腎
」
、
「
牌
」
、
「
胆
」

を
主
宰
す
る
神
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

の
六
臓

中島敦「かめれおん日記」論

『
老
子
』
第
六
章
に
は
、
「
谷
神
不
死
、
是
調
玄
牡
。
玄
牡
之
門
、
是
調
天
地

根
。
」
と
い
う
難
解
な
記
述
が
あ
る
。
「
河
上
公
注
」
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
「
谷
神
」

の
「
谷
」
と
は
「
養
う
」
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
神
を
養
え
ば
死
な
な
い
の
だ
」

と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
神
」
と
は
「
五
臓
の
神
」
で
あ
り
、

つ
ま
り
「
肝
」
、
「
肺
」
、

「
心
」
、
「
腎
」
、
「
牌
」
に
そ
れ
ぞ
れ
「
魂
」
、
「
塊
」
、
「
神
」
、
「
精
」
、
「
志
」
と
い

う
主
宰
者
の
神
(
魂
)
が
司
る
わ
け
で
あ
る
。

中
島
敦
の
文
学
に
は
、

と
う
い
っ
た
中
国
思
想
、
と
り
わ
け
道
教
の
影
響
が

「玉

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
い
っ
た
道
教
の
独
特
な
人
体
観
は
、
中
島

教
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
、
そ
れ
ら
が
如
何
に
文
学
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。「

か
め
れ
お
ん
日
記
」

で
は
、
主
人
公
は
自
分
が
虻
と
な
っ
た
よ
う
な
気
が

し
て

「
身
盟
中
が
幾
つ
も
に
分
れ
て
」
争
っ
た
り
、
「
我
と
自
ら
を
噛
み
、
さ
い

な
」
ん
だ
り
す
る
と
、
自
分
自
身
に
起
こ
っ
て
い
る
「
多
生
命
の
共
存
」
と
い
う

異
常
現
象
を
提
起
し
、
点
検
す
る
。
主
人
公
は
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
私
が
大

脳
の
生
理
に
詳
し
く
な
い
か
ら
、

又
、
自
意
識
に
就
い
て
の
考
察
を
知
ら
な
い
か

ら
、
こ
ん
な
幼
稚
な
疑
問
が
出
て
来
た
誇
で
は
な
か
ら
う
。
も
っ
と
は
る
か
に
肉

睦
的
な
(
全
身
的
な
)
疑
惑
な
の
だ
。
」
と
分
析
し
た
上
に
、
「
俺
と
い
ふ
も
の
は
、

俺
を
組
み
立
て
』
ゐ
る
物
質
的
な
要
素
、
(
諸
道
具
立
)
と
、
そ
れ
を
あ
や
つ
る

あ
る
も
の
と
で
出
来
上
っ
て
ゐ
る
器
械
人
形
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
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る
の
で
あ
る
。

中
島
敦
が
記
し
て
い
る
諾
現
象
の
中
で
、
最
も
注
意
す
べ
き
も
の
は
、
「
俺
を

組
み
立
て
』
ゐ
る
物
質
的
な
要
素
(
諸
道
具
立
ご
を
「
あ
や
つ
る
あ
る
も
の
」

と
い
う
描
出
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
や
つ
る
あ
る
も
の
」
は
、
物
質
的
な
要
素
の
全

し
か
し
「
私
と
い
ふ
個
人
を

体
を
あ
や
つ
る
単
一
な
も
の
と
も
読
み
取
れ
る
が
、

形
成
し
て
ゐ
る
・
私
の
胃
、
私
の
腸
、
私
の
肺
(
い
は
立
、
個
性
を
も
っ
た
其
等

の
器
開
ご
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
「
各
々
の
部
分
が
互
い
に
闘
争
」
す
る

と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
中
島
敦
が
言
う
「
あ
や
つ
る
あ
る
も
の
」
と
は
単
一

な
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
複
数
の
も
の
を
指
す
に
違
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら

の
「
あ
や
つ
る
あ
る
も
の
」
は
、
統
治
者
と
し
て
肉
体
に
君
臨
し
て
い
る
以
上
、
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当
然
な
が
ら
被
統
治
者
で
あ
る
肉
体
に
相
対
す
る
精
神
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
と
同
時
に
、
そ
の
肉
体
よ
り
高
い
次
元
に
居
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま

さ
に
「
あ
や
つ
り
手
」
が
各
々
の
「
物
質
的
な
要
素
」
に
君
臨
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
「
胃
」
「
腸
」
「
肺
」
な
ど
は
無
生
命
の
物
質
で
は
な
く
な
り
そ
れ
ぞ
れ
魂
を

持
っ
た
生
き
物
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
私
と
い
ふ
人
間
の
所
在
が
判
ら
な

く
な
っ
て
来
た
」
の
も
、
ま
さ
に
「
私
と
い
ふ
人
間
の
肉
腫
を
組
立
て
て
ゐ
る
各
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「
か
め
れ
お
ん
日
記
」

に
現
れ
て
い
る
中
島
敦
の
人
体
観
を
ま
と
め
れ
ば
、

人
間
と
は
、
複
雑
・
複
数
の
も
の
よ
り
構
成
さ
れ
、
体
中
に
そ
れ
ぞ
れ
意
識
を
持

つ
多
数
の
生
命
が
共
存
し
つ
つ
不
調
和
に
よ
り
争
い
あ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
、
複
数
の
生
命
が
群
居
す
る
棲
家
と
し
て
の
人
間
は
、

そ
れ
故
、
人
間
よ

り
高
い
次
元
に
居
る
「
あ
る
も
の
」
に
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
思
想
と
表
出
、

特
に
臓
蹄
器
官
を
そ
れ
ぞ
れ
命
の
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
、
中
島
敦

の
熟
知
す
る
「
陰
陽
」
「
王
行
」
と
妙
な
相
似
形
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

道
教
を
お
い
て
は
他
の
文
化
や
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
思
想
と
そ
の
描
出
は
、
中
島
教
が
道
家
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
た
実
例

の
一
つ
で
も
あ
り
、
中
島
敦
な
り
の
「
陰
陽
」
「
五
行
」
観
の
一
つ
の
閃
き
で
も

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

中
島
敦
が
、
近
代
科
学
で
承
認
さ
れ
に
く
い
こ
う
い
っ
た

〈
一
身
両
日
〉
現

象
を
文
学
に
描
い
た
の
は
、
文
学
を
営
む
た
め
の
装
身
具
で
も
な
け
れ
ば
、
作
者

の
知
的
な
誇
張
で
も
な
い
。
宗
教
的
な
傾
向
が
な
か
っ
た
中
島
敦
が
、
こ
の
汎
神

論
的
な
問
題
を
文
学
に
提
出
し
た
の
は
、
彼
の
実
体
験
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
の

外
に
、
彼
の
教
養
の
基
底
に
あ
る
東
洋
文
化
の
汎
神
論
的
な
思
想
が
自
ず
と
噴
出

そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
思
想
と
追
求
は
、
そ
れ
ま
で

の
「
斗
南
先
生
」
、
「
狼
疾
記
」
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
三
作
で
終
駕
せ
ず
、
そ
の

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

後
、
「
山
月
記
」
、
「
文
字
禍
」
、
「
狐
患
」
、
「
木
乃
伊
」
、
「
盈
虚
」
、
「
牛
人
」
な
ど
に

広
が
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

前
記
の
よ
う
に
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」

の
主
人
公
「
俺
」

は
、
生
命
を
持
つ

独
立
体
と
し
て
多
く
の
も
の
と
も
共
存
し
て
い
る
た
め
、

つ
ね
に
「
ど
れ
だ
け
自

分
の
ほ
ん
も
の
が
あ
ろ
う
か
」
と
不
安
を
持
ち
、
混
沌
た
る
共
同
体
の
中
に
お
け

る
〈
自
我
〉
と
〈
超

h
?
と
の
分
別
や
そ
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
つ
つ
、

円
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a
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〈
自
我
〉

の
発
見
と
そ
の
回
復
に
努
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

現
時
点
で
公
開
さ
れ
て
い
る
中
島
教
の
関
係
資
料
に
即
す
れ
ば
、
「
荘
子
や
列

子
の
羽
を
少
し
。
(
中
略
)
何
と
い
ふ
醜
怪
な
烏
だ
。
」
(
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
)

と
い
う
類
の
も
の
を
除
い
て
は
、
中
島
敦
が
『
列
子
』
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た

こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
島
敦
は
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
を
執
筆

し
て
い
た
頃
、
『
列
子
』
な
ど
を
耽
読
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
中

島
敦
文
学
と
『
列
子
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
中
島
敦
が
『
列
子
』
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
、
そ
し
て
そ
れ
を
多
次

元
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」

創
作
の
際
、
中
島
敦
が
耽
読
し
て
い
た
『
列
子
』
は
、
こ
の
作
品
に
何
ら
か
の
形

で
そ
の
影
響
を
与
え
て
い
る
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
次
で
は
、

そ
れ
に
つ



い
て
少
し
考
察
し
て
み
る
。

こ
の
『
列
子
』
に
は
、
人
間
の
生
存
形
態
に
関
す
る
論
述
が
あ
る
。

人
自
生
白
終
、
大
化
有
因
。
嬰
該
也
、
少
批
也
、
老
竜
也
、
死
亡
也
。

其
在
嬰
抜
、
気
専
志
一
、
和
之
至
也
。
物
不
喪
駕
、
徳
莫
加
駕
。
其
在
少

社
、
則
気
血
思
溢
、
欲
慮
充
起
。
物
所
攻
駕
、
徳
故
衰
駕
。
(
『
列
子
』
〔
天

瑞
篇
〕
)

『
列
子
』
は
、
人
生
を
「
嬰
抜
」
、
「
少
壮
」
、
「
老
君
」
、
「
死
亡
」
の
四
つ
の

段
階
に
分
け
る
。
「
嬰
該
」
の
時
は
、
心
神
と
意
志
と
が
純
一
で
、
心
身
が
調
和

的
な
天
人
合
一
の
状
態
に
あ
る
ゆ
え
、
外
的
な
も
の
か
ら
害
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

い
し
、
天
性
で
あ
る
「
徳
」
の
も
っ
と
も
高
い
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
少
佐
」

つ
ま
り
成
年
期
に
至
る
と
、
「
無
血
」
が
溢
れ
散
っ
た
り
し
て
、
そ
の
〈
先
天
性
〉

が
次
第
に
薄
く
な
る
。
ま
た
〉
欲
望
や
思
慮
な
ど
が
体
内
に
充
ち
て
く
る
た
め
、

異
物
は
そ
れ
を
通
し
て
侵
蝕
し
や
す
く
な
る
し
、
徳
も
衰
え
て
く
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

中島敦「かめれおん日記j論

中
島
敦
の
成
長
史
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
る
。

彼
は
自
分
の
〈
先
天
性
〉
に
家
学
の
漢
学
教
養
が
加
味
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

現
世
に
お
け
る
彼
の
〈
ほ
ん
も
の
)
の
性
格
、

つ
ま
り
彼
の
東
洋
思
想
的
な
精
神

構
造
の
基
底
が
作
ら
れ
た
が
、
し
か
し
激
変
の
時
代
に
生
き
て
い
た
彼
は
、
成
長

す
る
に
連
れ
、
西
洋
の
現
実
尊
重
的
な
価
値
観
、
物
質
的
な
享
受
、
人
間
の
本
能

的
な
欲
望
な
ど
の
現
実
的
な
も
の
が
だ
ん
だ
ん
と
芽
生
え
、
「
少
壮
」
に
至
っ
て
、

そ
れ
ら
の
欲
望
が
頂
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
欲
望
は
膨
張
す
る
が
、

肉
体
は
衰
微
し
て
い
く
一
方
で
、
成
長
期
の
環
境
も
彼
の
人
生
に
暗
い
影
を
落
と

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
中
島
敦
は
中
年
に
差
し
掛
か
り
、
肉
体
と
精
神
の
両
面
に

不
調
音
が
し
出
し
、
「
噛
み
あ
う
」
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
中
島

教
の
人
生
は
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
お
い
て
巧
妙
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
の
主
人
公
「
俺
」
は
、
『
列
子
』
で
言
う
「
少
枇
」
に

当
た
っ
て
い
る
の
で
、
精
力
や
欲
望
が
心
身
に
充
ち
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
外
物

に
誘
惑
、
侵
害
、
操
ら
れ
や
す
く
な
っ
た
り
す
る
。

つ
い
で
、
中
島
敦
は
、
『
列

子
』
の
「
少
壮
」
時
の
「
気
血
瓢
溢
、
欲
慮
充
起
」
に
対
し
て
「
中
年
」
の
「
我

執
」
や
「
排
他
的
」
を
も
っ
て
対
応
し
、
『
列
子
』
の
一
一
一
一
口
う
「
人
自
生
自
終
、
大

化
有
四
」
論
を
自
分
流
に
具
体
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
中
島
教

が
意
識
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
象
的
に
言
う
な
ら
、

こ
の
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
は
『
列
子
』
の
人
生
論
を
努
境
さ
せ
る
も
の
が
確

実
に
潜
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

内

J
S
生

『
列
子
』
に
は
、
ま
た
「
神
」
と
「
形
」
の
存
在
と
消
失
に
関
す
る
記
述
が
あ
る

が
、
こ
れ
ら
も
中
島
敦
と
内
な
る
繋
が
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

精
神
者
、
天
之
分
。
骨
飴
者
、
地
之
分
。
属
天
清
而
散
、
属
地
濁
而
豪
。

精
神
離
形
、
各
局
其
真
、
故
調
之
鬼
。
鬼
、
騎
也
、
蹄
其
真
宅
。
黄
帝
目
、

精
神
入
其
門
、
骨
路
反
其
根
、
我
尚
何
存
。
(
『
列
子
』
〔
天
瑞
篇
〕
)

そ
の
大
意
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
人
間
の
精
神
は
、
夫
に
属
す
る
も
の
で
、

骨
格
は
地
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
に
属
す
る
も
の
は
清
ら
か
で
、
分
散
的
で

あ
り
、
地
に
属
す
る
も
の
は
濁
り
、
集
結
的
で
あ
る
。
形
を
有
す
る
も
の
は
、
最
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終
に
必
ず
終
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
き
る
も
の
は
理
に
応
じ
必
ず
終
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
精
神
は
形
を
持
つ
体
を
離
れ
、
各
々
真
に
還
る
ゆ
え
に
、
「
鬼
」

と
謂
う
。
「
鬼
」
は
「
帰
」
で
あ
る
。
真
の
宅
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
黄

帝
日
く
、
精
神
が
其
の
門
に
入
り
、
骨
格
は
其
の
根
に
返
る
。
ゆ
え
に
、
私
は
尚

何
処
に
居
る
の
か
。

『
列
子
』
〔
天
瑞
篇
〕
は
、
主
に
宇
宙
万
物
の
本
源
と
人
間
の
現
世
に
お
い
て

と
る
べ
き
態
度
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
に
引
い
た
箇
所
は
、
人
間
な
る
も

の
を
構
成
さ
せ
る
二
つ
の
相
対
す
る
要
素
、
つ
ま
り
精
神
と
肉
体
の
属
性
に
つ
い

て
論
じ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
論
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
精
神
は
天
に
属

す
る
も
の
で
、
地
上
の
肉
体
と
一
体
化
す
る
前
に
す
で
に
「
特
殊
性
」
を
具
備
し
て

お
り
、
地
に
下
り
て
地
の
も
の
で
あ
る
肉
体
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
人
間
と
い
う

も
の
が
誕
生
、
そ
し
て
、
精
神
と
肉
体
が
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
返
る
べ
き
所
に
返
っ

て
い
く
と
、
人
間
と
い
う
も
の
は
死
滅
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
『
列
子
』
の
精
神
と
身
体
の
分
立
・
統
合
論
が
、
「
か

め
れ
お
ん
日
記
」
に
影
を
落
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
抽
出
が
あ
る
。
主
人
公
は
、
吉

田
の
俗
世
に
執
着
す
る
話
を
聞
い
て
か
ら
、
あ
ま
り
愉
快
で
は
な
い
気
持
に
な
っ

て
、
外
に
出
て
何
気
な
く
東
の
空
を
仰
い
だ
、
そ
の
時
、
「
春
以
来
、
半
年
ぶ
り

で
オ
リ
オ
ン
の
昇
っ
て
く
る
の
を
見
つ
け
」
、
「
私
は
思
わ
ず
『
ア
ア
』
と
曹
を
出

し
」
て
感
動
し
、

ま
た
「
三
つ
の
惑
星
を
見
上
げ
な
が
ら
」
、
「
誕
生
し
た
日
の
・

瑞
祥
に
充
ち
た
星
座
の
配
置
が
自
分
の
偉
大
さ
へ
の
自
信
」
と
い
う
詩
を
思
い
出

し
つ
つ
「
青
春
へ
の
郷
愁
に
胸
を
焼
か
れ
る
よ
う
な
思
い
を
」
し
た
と
述
懐
す
る
。

「
狼
疾
記
」
な
ど
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
青
泰
へ
の
郷
愁
」
的
な
感

動
を
招
い
た
の
は
、
「
自
分
」
が
「
瑞
祥
に
充
ち
た
星
座
」
と
一
体
化
す
る
こ
と

が
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
先
天
的
自
我
を
も
っ
「
自
分
」
と
「
天
」
の

永
遠
性
と
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
主
人
公
の
感
傷
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
天
に
属
し
永
遠
性
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
「
星
座
」
は
『
列

子
』
の
「
天
之
分
」
と
し
て
の
「
精
神
者
」
の
代
物
と
な
っ
て
お
り
、
俗
世
の
地

上
に
居
り
肉
体
を
持
つ
自
分
の
こ
と
は
『
列
子
』
の

格
者
」
の
代
用
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
表
出
は
、
中
島
敦
の
〈
先
天
的
〉
自
我
観
の
一
つ
の
顕
れ
と
言

「
地
之
分
」
と
し
て
の
「
骨

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
〈
先
天
的
〉
自
我
観
は
、
ま
だ
暖
昧

な
段
階
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
狼
疾
記
」
に
至
っ
て
よ
り
明
確
化
さ
れ
る
。
「
狼
疾
記
」

に
、
次
の
よ
う
な
描
出
が
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
三
つ
の
生
の
あ
り
方
で
あ
る
。
第
一
、
自
分
は
今
の
人
間
と
違

っ
た
さ
ら
に
高
い
存
在
(
他
の
遊
星
の
上
に
棲
む
も
の
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
見
え

な
い
存
在
、
ま
た
は
時
代
を
異
に
し
た
・
人
類
の
絶
滅
し
た
後
の
地
球
上
に
出
て

来
る
も
の
〉
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
第
二
、
自
分
が
臨
終
の

時
、
振
り
返
っ
て
み
て
感
じ
る
で
あ
ろ
う
、
一
生
の
短
さ
へ
の
感
じ
、
大
き
な
も

の
の
中
に
お
け
る
自
分
の
位
置
を
悟
ら
ず
に
あ
く
せ
く
と
過
ご
し
、
そ
の
生
に
つ

い
て
最
後
の
瞬
間
に
始
め
て
は
っ
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
断
定
す
る
。
第
三
、
南

米
の
酪
馬
は
、
危
険
を
感
じ
た
ら
太
古
の
氷
河
時
代
に
先
祖
が
し
た
よ
う
に
あ
る

安
全
な
場
所
を
目
指
し
て
助
か
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
、
自
分
の
不
安
も
こ

う
し
た
前
代
の
残
存
物
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の

〈
先
天
的
〉
な
自
我
観
は
「
か
め
れ
お
ん
日

記
」
の
論
の
進
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。



こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
「
俺
」

は
只
現
世
で
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な

ぃ
、
す
な
わ
ち
現
時
点
の
「
俺
」
は
、
生
命
の
長
い
連
環
上
の
一
環
に
す
ぎ
ず
、

今
の
環
境
な
ど
の
外
在
の
も
の
よ
り
先
に
存
在
し
、
ま
た
次
々
と
各
環
境
(
他
の

遊
星
や
、

目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
や
ま
た
他
の
境
界
な
ど
)

の
中
を
巡
っ
て
い
く

(
輪
廻
)

の
も
の
で
あ
る
。

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
お
い
て
、
中
島
敦
は
、
〈
自
我
〉
お
よ
び
そ
の

天
性
〉
に
つ
い
て
の
暗
示
と
追
求
が
「
狼
疾
記
」
ほ
ど
明
確
に
示
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
「
狼
疾
記
」
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。

中
島
敦
は
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
を
通
し
て
、

天
に
属
し
つ
つ
肉
体
と
結
合
す
る

前
の
「
精
神
」
、
す
な
わ
ち
後
天
的
要
素
を
伴
わ
な
い

を
密
か
に
追
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
思
想
は
『
列
子
』
と
通

底
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

〈
先
天
性
〉

の

〈
自
我
〉

中
島
教
と
『
列
子
』
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
察
し
て
み
る
。

『
列
子
』
の

〔
湯
間
篇
〕
に
、
扇
鵠
が
魯
の
公
居
と
越
の
斉
嬰
に
そ
の
心
を

交
換
さ
せ
た
話
が
あ
る
。

中島敦「かめれおん日記」論

魯
の
公
居
と
越
の
斉
嬰
が
、
そ
れ
ぞ
れ
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
一
周
鵠

に
観
て
も
ら
っ
て
治
っ
た
。
が
、
肩
鵠
は
、
今
二
人
の
か
か
っ
た
病
気
は
外
的
原

因
に
よ
っ
て
息
わ
さ
れ
た
も
の
で
、
薬
で
は
治
っ
た
が
、
し
か
し
、
二
人
は
ま
た

先
天
的
な
病
気
に
も
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
体
の
発
育
す
る
に
従
い

ま
す
ま
す
重
く
な
る
に
違
い
な
い
、
今
そ
の
病
気
を
治
し
て
あ
げ
た
ら
ど
う
だ
ろ

そ
れ
は
何
の
病
気
か
と
聞
い
た
。
一
扇
鵠
の
言
う
に

よ
れ
ば
、
公
属
は
志
が
強
い
が
気
質
が
弱
い
、
ゆ
え
に
、
謀
略
に
長
じ
る
が
果
断

ぅ
、
と
提
案
し
た
。
二
人
は
、

に
乏
し
い
。
斉
嬰
は
志
が
弱
い
が
気
質
が
強
い
た
め
、
謀
略
に
乏
し
い
が
専
断
に

な
り
す
ぎ
る
。
若
し
、

お
二
人
の
心
を
お
互
い
に
交
換
す
れ
ば
そ
れ
が
治
る
の
だ

と
。
そ
れ
で
二
人
は
応
諾
し
た
。
「
心
」
を
交
換
し
て
治
っ
た
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
家

に
帰
っ
た
。
し
か
し
、
公
雇
が
斉
嬰
の
家
に
帰
り
、
斉
嬰
が
公
居
の
家
に
帰
っ
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
人
の
家
人
は
其
れ
を
認
め
ず
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
。

結
局
、
扇
鵠
が
出
て
そ
の
詳
細
を
説
明
し
て
、
そ
の
紛
糾
が
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
。

先

こ
の
寓
話
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
点
に
注
意
す
べ
き
だ
と
思
う
。
第
一
、
取

り
替
え
ら
れ
た
「
心
」
と
は
、
肉
体
に
相
対
す
る
概
念
で
、
「
気
質
」
と
「
志
」
を

含
ん
で
い
る
「
精
神
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
世
に
生
れ
た

以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
〈
先
天
的
〉
な
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
二

人
の
心
的
な
疾
患
も
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
、
恒
常
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
第
二
、

心
を
交
換
さ
れ
た
二
人
は
、
肉
体
が
昔
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
心
(
精
神
)
が
変
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
家
と
考
え
る
相
手
(
肉
体
)
の
家
に
帰
っ
た

の
で
あ
る
。
第
三
、
心
が
取
り
替
え
ら
れ
た
主
人
の
こ
と
を
不
承
認
し
た
家
族
は
、

こ
れ
ま
で
人
の
世
に
お
け
る
見
慣
れ
て
き
た
肉
体
と
い
う
外
形
を
他
人
か
ら
区
別

す
る
唯
一
の
基
準
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

p
h
u
 

aι
・

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」

「
俺
」
も
、

公
居
と
斉
嬰
と
同
様
に
「
心
」

の
病

の

に
患
わ
さ
れ
、
心
と
体
と
の
不
調
和
に
よ
り
苦
し
ん
で
い
る
。
「
俺
」

は
、
自
分

が
「
惨
め
さ
、
情
け
な
さ
、
う
じ
う
じ
、
く
す
ぶ
り
、
我
と
我
が
身
を
噛
み
、

し、

じ
け
果
て
」
る
な
ど
の
病
症
が
あ
る
と
気
づ
き
、
不
安
と
焦
燥
と
を
感
じ
る
。
ま

た
、
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
一
体
、
ど
う
し
て
、

又
、
何
時
頃

か
ら
、
こ
ん
な
風
に
な
っ
て
了
っ
た
の
だ
ら
う
?
兎
に
角
、
気
が
付
い
た
時
に
は
、

既
に
こ
ん
な
へ
ン
な
も
の
に
な
っ
て
了
っ
て
ゐ
た
の
だ
。
」
と
反
省
し
、
さ
ら
に

は
、
こ
う
い
っ
た
状
態
に
な
っ
た
原
因
は
、
「
根
本
的
な
・
先
天
的
な
・
あ
る
能
力



中島敦「かめれおん日記」論

の
欠
知
に
よ
る
も
の
ら
し
い
」
と
断
定
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
俺
」
は
、
「
根
本
的
な
・
先
天
的
な
・
あ
る
能
力
の
欠
如
」

た
め
、
没
功
利
主
義
、
も
の
ご
と
に
対
す
る
単
純
化
、
ま
た
は
す
べ
て
の
こ
と
を
、

「
大
き
な
も
の
」
や
「
永
遠
」
と
対
比
し
考
え
、
そ
の
「
無
意
味
さ
」
、
「
無
常
」

を
常
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
俺
」
は
自
分
の
〈
先
天
性
〉
に
固

執
し
て
い
る
た
め
、
〈
自
我
〉
と
し
て
の
〈
心
〉
は
現
世
に
お
け
る
〈
肉
体
〉
と

ズ
レ
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
主
人
公
の
言
う
「
根
本
的
な
・
先

天
的
な
・
あ
る
能
力
」
と
は
、
人
間
と
し
て
生
の
本
能
と
い
う
べ
き
能
力
、

つ
ま

り
現
実
に
こ
の
世
に
生
き
る
能
力
を
言
う
の
で
あ
る
。

扇
鵠
は
、
人
間
と
し
て
あ
る
べ
き
天
人
合
一
的
な
状
態
に
回
復
さ
せ
る
た
め

に
魯
の
公
居
と
趨
の
斉
嬰
の
心
を
お
互
い
に
交
換
さ
せ
た
。
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」

に
お
け
る
、
「
俺
」
も
、
周
り
の
人
聞
が
み
な
正
常
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
、

羨
ま
し
く
感
じ
、
自
分
も
そ
の
一
人
の
吉
田
の
よ
う
に
現
実
的
に
生
き
よ
う
と
、

こ
の
男
を
自
分
の
手
本
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
「
心
」
を
取
り
替
え
よ
う
と
試
み
た
。

し
か
し
、
〈
ほ
ん
も
の
〉
の
〈
自
我
〉
か
ら
「
本
質
論
な
ど
悪
魔
に
喰
わ
れ
て
し
ま

え
!
」
と
猛
烈
に
批
判
さ
れ
る
。

「
俺
」
に
と
っ
て
、
自
分
の
〈
心
〉
を
取
り
替
え
な
け
れ
ば
、
「
現
賓
と
自
分

と
の
聞
を
、
寒
天
質
の
視
力
を
屈
折
さ
せ
る
も
の
が
隔
て
て
」
、
「
直
援
そ
と
の
も

の
に
触
れ
感
じ
る
こ
と
が
出
来
」
ず
、
い
つ
ま
で
も
〈
一
身
両
日
〉
と
い
う
苦
境

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
苦
境
を
強
い
ら
れ
る
。
さ
り
と
て
、
取
り
替
え
よ
う
と
し
た

ら
、
ま
た
〈
ほ
ん
も
の
〉

〈
自
我
〉
か
ら
抵
抗
さ
れ
る
。
主
人
公
は
、
ま
さ
に

の

こ
う
い
っ
た
ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
、
苦
悩
し
つ
つ
、

る。

「
我
が
身
を
噛
み
」
あ
う
の
で
あ の

四

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
の
結
末
の
と
こ
ろ
に
、
「
俺
」
の
寂
客
た
る
心
象
風
景
が
描

か
れ
て
い
る
。
場
所
は
中
島
敦
が
よ
く
散
策
し
て
い
た
横
浜
外
人
墓
地
と
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

去
年
の
丁
度
今
頃
、
矢
張
霧
の
か
』
っ
た
朝
、
こ
の
同
じ
場
所
に
座
つ

て
町
や
港
を
見
下
ろ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
今
そ
れ
を
思
ひ
だ
し
た
。

そ
れ
が
何
だ
か
二
三
日
前
の
こ
と
の
や
う
な
気
が
し
た
。
と
い
ふ
よ
り
、

今
も
其
の
時
か
ら
縫
い
て
同
じ
風
景
を
眺
め
て
ゐ
る
や
う
な
蟹
な
気
が
し

た
。
私
の
心
に
時
々
浮
か
ん
で
く
る
想
像
|
一
生
の
終
り
に
臨
ん
で
必
ず

感
じ
る
で
あ
ら
う
・
自
分
の
一
生
の
時
の
短
か
さ
果
敢
な
さ
の
感
じ
(
本
嘗

-46ー

に
肉
腫
的
な
、
そ
の
感
覚
)
を
直
接
に
想
像
し
て
見
る
癖
が
、
私
に
は
あ
る

ー
ー
が
、
文
ふ
っ
と
心
を
掠
め
た
。
一
年
前
が
現
在
と
ま
る
で
匡
別
で
き

な
い
や
う
に
思
は
れ
る
今
の
感
じ
が
、
死
ぬ
と
き
の
そ
れ
に
似
た
も
の
で

は
な
い
か
と
思
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

二
腫
私
達
の
魂
は
不
滅
な
も
の
で
す
か
?
そ
れ
と

も
、
肉
腫
と
共
に
滅
び
て
了
ふ
も
の
で
す
か
?
」
、
「
自
分
も
世
俗
の
人
々
と
同
じ

こ
れ
は

「
狼
疾
記
」
の

く
、
其
の
瞬
間
ま
で
は
、
無
我
夢
中
で
、
大
き
な
も
の
の
中
に
於
け
る
自
分
の
位

置
な
ど
は
全
然
悟
ら
ず
に
、
あ
く
せ
く
と
世
事
に
心
を
煩
は
し
て
過
ご
し
、
(
い

一
度
二
度
位
は
、
雑
聞
の
中
で
立
ち
止
っ
て
思
索
す
る
男
の

ゃ
、
そ
の
途
中
で
、



や
う
に
、
ひ
ょ
い
と
自
分
の
真
の
位
置
に
気
付
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
)

さ
て
其
の
最
後
の
瞬
間
に
至
っ
て
、
始
め
ハ
ツ
と
す
る
の
だ
ら
う
。
」
と
い
う
表

現
と
同
質
の
問
題
で
あ
り
、
生
命
と
し
て
最
も
現
実
的
で
且
つ
深
刻
な
問
題
を
提

起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
中
島
教
は
ま
た
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
の
一
節
を
引
用
し
、
世
俗

的
な
立
場
か
ら
主
人
公
の
非
現
実
的
な
精
神
性
向
を
否
定
し
つ
つ
教
示
す
る
。

人
間
の
生
活
と
い
ふ
も
の
は
、
苦
し
み
一
杯
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
不

幸
に
は
休
み
と
い
ふ
も
の
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
若
し
人
間
の
こ

の
生
活
よ
り
も
っ
と
快
い
も
の
が
偲
り
に
あ
る
と
し
て
も
、
聞
が
そ
れ
を

取
囲
み
、
我
々
の
眼
か
ら
隠
し
て
了
っ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
に
此
の
地
上
の

存
在
と
い
ふ
も
の
は
燦
か
し
い
や
う
に
見
え
ま
す
の
で
、
私
共
は
狂
人
の

や
う
に
そ
れ
に
執
着
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
故
と
申
し
ま
し
て
、
私

共
は
他
の
生
活
を
存
じ
ま
せ
ん
し
、
地
下
で
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
就
い

て
は
何
も
知
る
所
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
。

こ
の
一
節
は
、
『
列
子
』
の

「
生
不
知
死
、

死
不
知
生
、
来
不
知
去
、
去
不
知
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来
。
」
と
い
う
論
と
通
底
し
て
い
る
。
た
だ
『
列
子
』
の
知
に
対
し
て
、
「
形
式
を

超
え
た
事
柄
に
つ
い
て
は
何
も
解
ら
な
い
や
う
に
」
、
ま
た
「
超
自
然
と
か
、
さ

う
し
た
も
の
の
存
在
が
、

疾
記
」
)

(
ま
た
、
非
存
在
が
)
理
論
的
に
証
明
で
き
な
い
」
(
「
狼

よ
う
に
造
ら
れ
た
人
間
に
と
っ
て
、
永
遠
に
患
の
中
で
生
き
る
し
か
な

い
運
命
を
背
負
い
続
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
「
俺
」
に
お
け
る
〈
一
身
両
日
〉
の
現
象
の
提
起
は
、
中
島
教
の

晴
息
体
質
や
心
臓
機
能
の
衰
微
お
よ
び
内
臓
諸
器
官
の
不
調
和
な
ど
に
よ
る
、
生

に
対
し
て
の
生
理
的
な
反
応
と
そ
れ
へ
の
文
学
的
描
出
と
思
わ
れ
る
し
、
作
者
の

観
念
的
、
価
値
論
的
、
東
西
文
化
的
な
矛
盾
の
一
流
露
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

〈
一
身
両
日
〉
と
い
う
表
象
は
ま
た
、
肉
体
自
身
、
肉
体
と
精
神
、
近
代
と
反
近

代
、
東
洋
精
神
と
西
洋
文
明
、
自
我
と
他
者
、
個
と
全
体
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ

リ
エ

l
シ
ヨ
ン
に
変
奏
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
在
に
解
釈
・
還
元
で
き
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
に
あ

る
少
な
か
ら
ざ
る
道
家
思
想
の
投
影
と
中
島
敦
文
学
の
隠
れ
た
主
題
か
ら
す
れ

ば
、
そ
れ
ら
よ
り
も
、
生
命
存
在
の
本
質
、
す
な
わ
ち
道
家
論
理
で
唱
え
て
い
る

不
老
不
死
へ
の
追
求
と
そ
れ
へ
の
不
能
こ
そ
が
、
〈
一
身
両
口
〉

の
現
象
を
文
学

訴
え

さ
せ
た

そ真
つの
い原
つ閉

たで
中あ
国っ
思た
悠と
のき
上 Z
に亙
成か

1りも
.1L し
つ』

芹な
v . し、

も「
σコカミ
でめ
あれ
るお
。ん

円

id-

日
記
」
と
は
、

注

(
1
)
佐
々
木
充
著
『
中
島
教
の
文
学
』
(
昭
和
四
十
八
年
六
月
、
桜
楓
社
刊
)
参
照
。

な
お
、
こ
の
論
は
中
島
敦
二
身
両
日
〉
現
象
に
関
す
る
最
も
代
表
的
な
論
と
思

わ
れ
る
。

(
2
)
向
世
陵
編
『
中
国
哲
学
智
恵
』

c
o
c
o
年

ω月
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
)
参
照
。

な
お
、
「
陰
陽
五
行
説
」
の
濫
傍
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、

殿
周
に
由
来
し
春
秋
戦
国
時
代
に
百
家
争
鳴
と
と
も
に
そ
の
開
花
期
を
迎
え
た
と

さ
れ
る
。
し
か
し
、
新
資
料
が
発
見
さ
れ
る
に
つ
れ
、
「
陰
陽
五
行
」
は
、
「
前
史

文
明
」
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
う
新
釈
も
あ
る
が
、
な
お
未
確
定
で
あ

る。

(
3
)

こ
の
論
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
一
致
し
な
い
。
中
国
哲
学
の
中

で
は
老
子
ほ
ど
難
解
な
論
理
は
な
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
従
来
老
子
の
『
道
徳
経
』

に
対
す
る
解
釈
は
ま
ち
ま
ち
で
、
百
人
の
読
者
な
ら
百
種
類
の
解
釈
が
で
き
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
文
中
に
お
け
る
関
係
の
記
述
も
筆
者
の
理
解
に
基
づ
い
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た
も
の
で
あ
る
。

(

4

)

(

注

2
)
に
同
じ
。

(
5
)

王
懐
輿
等
編
『
中
国
文
化
筒
史
』

(
M
o
o
-

年

ω月
、
斉
魯
書
社
出
版
)
参
照
。

(
6
)
王
涛
等
編
『
中
国
成
語
大
辞
典
』
(
-
喜
三
牛
8
月
、
上
海
辞
書
出
版
社
)
。

(
7
)

〈
一
身
両
日
〉
現
象
は
、
「
斗
南
先
生
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
提
起
さ
れ
、
そ
の

後
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
を
通
じ
て
「
狼
疾
記
』
に
至
っ
て
明
断
化
し
て
く
る
。

(
8
)

〈
自
我
〉
と
〈
超
自
我
〉
は
、
筆
者
が
中
島
敦
の
〈
一
身
両
口
〉
に
基
づ
い
て
定

義
し
た
も
の
で
、
〈
自
我
〉
と
は
、
〈
先
天
性
〉
を
含
む
本
当
の
自
分
を
意
味
し
、

〈
超
自
我
〉
と
は
、
後
天
的
に
形
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
〈
自
我
〉
と
相
対

「
3
4
P
E
〉
コ
コ
「

4
t
c
dヨ
「
、
J

コ
三
白
ワ
'3
。

-
t
J
〈
，
7
4
4
Z
Y
G
O
-
-
J
F
1
1
v
L
+
f
V
1
4‘
U
寸

4
6
4

(
9
)

郡
司
勝
義
編
「
年
譜
」
(
『
中
島
敦
全
集
・
第
三
巻
』
昭
和
五
十
一
年
九
月
、
筑

摩
書
房
)

(ω)
注

(
1
)
に
同
じ
。
佐
々
木
充
氏
は
、
中
島
敦
文
学
と
『
列
子
』
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
「
名
人
伝
」
は
『
列
子
』
の
リ
テ
l
ル
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
「
名
人
伝
」
の
基
材
は
、
『
列
子
』
の
ど
の
部
分
で
あ
っ
て
も
い

い
の
で
は
な
く
、
正
確
に
こ
れ
ら
の
話
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
話

も
分
割
さ
れ
て
原
型
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
作
者
の
要
求
に
添
っ
て
姿
を
変
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
」
と
論
じ
、
ま
た
中
島
教
が
「
名
人
伝
」
の
創
作
に
あ

た
っ
て
、
「
『
列
子
』
は
隈
々
ま
で
目
を
通
し
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
」
と
、

そ
し
て
「
彼
の
作
品
の
モ
テ
ィ

1
フ
は
外
か
ら
素
材
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
は
な

く
、
素
材
が
本
来
的
に
は
ら
ん
で
い
る
も
の
が
、
中
島
の
魂
と
対
応
し
た
時
、
中

島
の
モ
テ
ィ

1
フ
と
し
て
結
晶
す
る
」
も
の
だ
と
指
摘
す
る
。

(
日
)
鷺
只
雄
氏
箸
『
中
島
敦
論
|
「
狼
疾
」
の
方
法
』
(
平
成
二
年
五
月
、
有
精
堂
)
。

-48-

【
付
記
】本

稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
外
国
人
特
別
研
究
員
フ
エ
ロ

l
シ
ツ
プ
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
指
導
教
官
久
保
田
啓
一
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
に
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
併
せ
て
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

(
そ
ん
・
じ
ゅ
り
ん
、
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
・

広
島
大
学
外
国
人
客
員
研
究
員
)




