
「
流
転
」
成
立
考

－
　
井
上
靖
文
学
生
成
の
一
過
程
　
－

は
じ
め
に

「
流
転
」
は
、
『
サ
ソ
デ
ー
毎
日
』
が
昭
和
十
一
年
四
月
末
日
を
締
切
り
に

募
集
し
た
千
葉
亀
推
賞
の
時
代
物
第
一
席
入
選
作
で
、
翌
年
の
同
誌
一
月
三
・

十
日
合
併
号
か
ら
二
月
二
十
一
日
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
。
「
猟
銃
」
（
『
文

嬰
界
』
昭
和
2
4
・
1
0
）
　
「
闘
牛
」
（
『
文
学
界
』
昭
和
2
4
・
1
2
）
　
で
本
格
的
文
壇

デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
井
上
靖
が
、
そ
れ
以
前
に
六
作
執
筆
し
て
い
た
懸
賞
応

募
小
説
の
最
後
を
締
括
る
長
編
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
千
葉
質
受
菅
は
、
十

一
年
三
月
に
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
井
上
靖
が
、
毎
日
新
聞
社
に
入
社
す

る
切
っ
掛
け
に
も
な
っ
た
。
「
流
転
」
は
、
こ
の
作
家
に
お
け
る
習
作
期
の
総

仕
上
げ
に
あ
た
る
作
品
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
そ
の
出
来
、
不
出
来
は
別
に

し
て
、
そ
こ
に
後
年
の
井
上
文
学
に
成
長
し
て
い
く
様
々
な
萌
芽
が
現
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。

私
は
こ
の
「
流
転
」
　
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
創
作
方
法
に
注
目
し
て
考
察
を

高

　

木

　

伸

　

幸

試
み
る
こ
と
に
し
た
。
モ
チ
ー
フ
の
捉
え
方
や
、
物
語
を
作
成
し
て
い
く
そ
の

方
法
に
、
後
年
の
井
上
文
学
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

ぁ
る
。
先
に
結
論
を
少
し
記
す
な
ら
、
そ
の
物
語
作
成
の
方
法
に
は
、
様
々
な
一

参
考
資
料
の
活
用
が
認
め
ら
れ
、
後
に
出
世
作
「
闘
牛
」
や
多
く
の
歴
史
小
説
　
1
5

で
用
い
ら
れ
た
（
調
べ
て
書
く
）
方
法
の
萌
芽
が
窺
わ
れ
る
。
井
上
靖
は
自
ら
ー

に
つ
い
て
、
「
新
聞
記
者
生
活
で
得
た
も
の
は
、
文
章
を
書
く
上
に
調
べ
る
と

（1）

い
う
習
慣
を
身
に
つ
け
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
記
者
生
活
以
前

に
書
か
れ
た
「
流
転
」
　
に
お
い
て
、
既
に
そ
う
し
た
方
法
を
身
に
つ
け
始
め
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
創
作
方
法
に
着
眼
し
な
が
ら
「
流
転
」
を
考
察
し
、
井
上
文
学

生
成
の
一
過
程
に
迫
っ
て
み
た
い
。

初
め
に
、
「
流
転
」
　
の
梗
概
に
つ
い
て
記
す
。
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天
保
十
一
年
河
原
崎
座
の
弥
生
興
業
は
、
能
の
「
安
宅
」
を
芝
居
に
取
り
入

れ
た
新
作
の
「
勧
進
帳
」
　
で
あ
る
。
主
演
の
市
川
海
老
蔵
は
能
役
者
を
恐
れ
て

稽
古
が
振
る
わ
ず
、
三
味
線
の
名
匠
杵
屋
六
三
郎
の
作
っ
た
合
の
手
を
一
カ
所

変
更
さ
せ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
六
三
郎
の
弟
子
新
二
郎
は
、
三
味
線
が
台
無
し

に
な
る
と
反
発
し
、
話
が
こ
じ
れ
る
。
同
じ
こ
ろ
新
二
郎
は
、
秘
か
に
思
い
を

寄
せ
て
い
た
六
三
郎
の
養
女
お
し
の
が
、
六
三
郎
の
息
子
長
次
郎
と
所
帯
を
持

つ
の
が
決
ま
っ
た
こ
と
を
知
り
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。
実
は
お
し
の
も
新
二

郎
を
愛
し
て
い
た
が
、
些
細
な
擦
れ
違
い
か
ら
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
ず
に
い
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
新
二
郎
は
両
国
の
粗
末
な
見
世
物
小
足
に
出
て
い
た
旅
芸
人

の
娘
お
秋
の
芸
に
魅
せ
ら
れ
る
。
以
来
、
毎
晩
、
自
分
の
三
味
線
で
お
秋
に
踊

り
の
稽
古
を
つ
け
、
さ
ら
に
海
老
蔵
へ
の
対
抗
心
も
あ
っ
て
二
人
で
寄
席
に
出

る
こ
と
に
す
る
。
が
、
そ
の
最
初
の
晩
、
二
人
の
「
蓬
莱
」
　
の
嗣
り
は
、
芸
の

半
ば
に
し
て
突
然
の
出
火
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、
そ
の
騒
ぎ
の
最
中
、
か
ね
て

か
ら
お
秋
を
海
老
蔵
に
売
り
つ
け
よ
う
と
企
む
、
お
秋
の
父
親
勘
十
と
、
新
二

郎
は
争
い
、
は
ず
み
で
勘
十
を
刺
し
殺
し
て
し
ま
う
。
兇
状
持
ち
と
な
っ
た
新

二
郎
は
お
し
の
を
振
り
切
っ
て
江
戸
を
出
奔
し
、
後
か
ら
お
秋
も
彼
を
捜
し
求

め
て
旅
に
出
る
。
そ
れ
か
ら
十
年
、
中
断
さ
れ
た
「
蓬
莱
」
を
完
成
さ
せ
た
い

思
い
を
胸
に
、
新
二
郎
と
お
秋
は
お
互
い
を
求
め
て
全
国
を
さ
す
ら
う
。
嘉
永

三
年
、
先
に
豪
奪
な
生
活
が
崇
っ
て
江
戸
十
里
四
方
追
放
の
刑
を
受
け
て
い
た

が
、
そ
れ
が
許
さ
れ
て
江
戸
へ
帰
る
途
中
の
海
老
蔵
と
、
お
秋
は
藤
枝
で
会
う
。

海
老
蔵
は
お
秋
を
不
憫
に
思
い
、
新
二
郎
捜
し
の
協
力
を
約
束
し
二
人
一
緒
に

江
戸
へ
帰
る
こ
と
に
す
る
。
一
方
、
新
二
郎
も
十
年
ぶ
り
に
人
目
を
忍
ん
で
江

戸
へ
帰
り
、
六
三
郎
の
家
で
長
次
郎
の
妻
に
な
っ
た
お
し
の
と
再
会
す
る
。
し

か
し
、
役
人
に
見
つ
か
り
瀕
死
の
重
傷
を
負
う
。
そ
の
新
二
郎
を
海
老
蔵
が
見

つ
け
、
急
い
で
お
秋
を
呼
び
寄
せ
た
。
新
二
郎
の
死
の
寸
前
、
二
人
の
「
蓬
莱
」

の
踊
り
は
つ
い
に
完
成
す
る
。
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「
流
転
」
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
芸
と
恋
の
モ
チ
ー
フ
を
、
井
上
靖

は
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
こ

例
え
ば
、
『
サ
ソ
テ
ー
毎
日
』
編
集
局
に
よ
る
「
審
査
後
記
」
　
に
お
い
て
、

「
流
転
」
は
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
爛
熟
時
代
の
芸
人
社
会
に
材
を
取
り
、
（
中
略
）
　
後
半
ま
た
「
未

完
成
交
響
楽
」
　
の
テ
ー
マ
を
連
想
さ
せ
る
所
が
あ
り
、
し
み
′
r
l
I
と
し
た

余
情
に
富
ん
で
ゐ
る
。

（3）

さ
ら
に
野
間
宏
も
、
「
『
氷
壁
』
の
人
－
井
上
靖
の
人
と
作
品
－
」
　
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

井
上
靖
は
す
で
に
書
い
た
よ
う
に
大
学
を
卒
業
し
た
年
に
『
流
転
』
を

書
き
あ
げ
て
千
葉
亀
雄
質
を
と
っ
た
。
そ
の
と
き
請
わ
れ
て
毎
日
新
聞
社

に
は
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
品
は
「
未
完
成
交
響
楽
」
と
い
う
映

画
を
換
骨
奪
胎
し
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
毎
日
新
聞
の

マ
マ

人
た
ち
を
驚
ろ
か
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、
井
上
靖
は
映
画
「
未
完
成
交
響
楽
」
　
か
ら
何
ら
か
の

影
響
を
受
け
、
「
流
転
」
　
を
創
作
し
た
可
能
性
が
窺
わ
れ
る
。
特
に
井
上
靖
と

（

’

）

深
い
交
友
関
係
を
持
つ
野
間
宏
の
言
葉
は
、
信
憑
性
が
高
い
と
言
っ
て
よ
い
。

井
上
と
野
間
は
、
「
流
転
」
　
が
発
表
さ
れ
て
間
も
な
い
昭
和
十
四
、
五
年
頃
か

ら
詩
作
を
通
し
て
親
交
を
持
っ
て
お
り
、
井
上
が
野
間
に
創
作
の
舞
台
裏
を
明

か
し
て
い
た
可
桂
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
「
流
転
」
と
映
画
「
未
完
成

交
響
楽
」
　
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。

映
画
「
未
完
成
交
響
楽
」
は
、
楽
聖
フ
ラ
ソ
ツ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
を
主
人
公

と
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
の
物
語
で
、
一
九
三
三
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
ヴ
ィ
リ
・

フ
ォ
ル
ス
ト
の
監
督
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
。
日
本
で
は
、
昭
和
十
年
二
月
二
十

八
日
に
大
阪
で
、
同
年
三
月
七
日
に
東
京
で
、
そ
れ
ぞ
れ
公
開
さ
れ
、
キ
ネ
マ

（5）

旬
報
社
優
秀
映
画
の
外
国
映
画
部
門
四
位
に
入
る
な
ど
、
好
評
を
博
し
た
。

（5）

そ
の
梗
概
は
、
次
の
通
り
。
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小
学
校
で
教
鞭
を
執
る
貧
し
い
無
名
作
曲
家
の
青
年
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
、
ウ
ィ
ー

ソ
社
交
界
の
大
物
公
爵
夫
人
の
夜
会
の
演
奏
者
と
し
て
招
待
さ
れ
た
。
質
屋
の

娘
エ
ミ
ー
と
淡
い
思
い
を
寄
せ
合
っ
て
い
た
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
、
そ
の
夜
会
に

彼
女
か
ら
入
質
晶
の
夜
会
服
を
借
り
て
出
席
し
、
自
作
の
「
ロ
短
調
交
響
楽
」

を
ピ
ア
ノ
で
独
英
す
る
。
演
奏
は
快
調
に
進
ん
だ
が
、
第
三
楽
章
に
入
る
と
、

突
然
女
の
高
い
笑
声
が
響
き
中
断
さ
れ
、
怒
っ
た
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
演
奏
を
や

め
て
帰
る
。
そ
の
後
も
彼
は
曲
の
続
き
を
弾
こ
う
と
す
る
が
、
そ
の
度
に
女
の

笑
声
が
思
い
出
さ
れ
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。
や
が
て
ハ
ソ
ガ
リ
ー

の
伯
爵
家
か
ら
、
彼
の
と
こ
ろ
に
音
楽
の
家
庭
教
師
に
産
い
た
い
と
の
申
し
出

が
く
る
。
行
っ
て
み
る
と
そ
の
令
嬢
は
先
日
の
夜
会
で
笑
声
を
上
げ
た
娘
カ
ロ

リ
ー
ネ
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
と
カ
ロ
リ
ー
ネ
は
、
音
楽
の
レ
ッ
ス
ソ
を

続
け
る
う
ち
に
次
第
に
恋
し
合
う
よ
う
に
な
り
、
遠
く
離
れ
た
エ
ミ
ー
は
い
つ

か
影
が
砕
く
な
っ
て
い
た
。
村
の
舞
踏
会
で
、
村
人
の
バ
イ
オ
リ
ソ
に
合
わ
せ

て
民
族
舞
踊
チ
ャ
ル
ダ
ッ
シ
ュ
を
踊
る
カ
ロ
リ
ー
ネ
に
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
魅
了

さ
れ
、
翌
朝
、
二
人
は
麦
畑
で
熱
い
キ
ス
を
か
わ
す
。
し
か
し
、
所
詮
は
身
分

違
い
。
二
人
の
恋
を
許
さ
ぬ
カ
ロ
リ
ー
ネ
の
父
エ
ス
ク
ー
バ
ー
ツ
イ
伯
爵
は
、

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
を
騙
し
て
ウ
ィ
ー
ソ
に
帰
し
て
し
ま
う
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
が
再

び
伯
爵
家
を
訪
ね
た
の
は
、
カ
ロ
リ
ー
ネ
の
結
婚
式
の
日
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
は
結
婚
式
の
席
で
、
は
な
む
け
に
か
つ
て
の
「
ロ
短
調
交
響
楽
」
を
弾

い
た
。
が
、
今
度
も
第
三
楽
章
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
カ
ロ
リ
ー
ネ
が
心
の
痛

み
に
堪
え
か
ね
失
神
し
て
中
断
さ
れ
、
つ
い
に
「
ロ
短
調
交
響
楽
」
　
の
演
奏
は

完
成
す
る
こ
と
な
く
終
わ
る
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
残
り
の
楽
譜
を
破
り
捨
て
、

五
線
紙
の
余
白
に
こ
う
書
き
と
ど
め
た
。
「
わ
が
恋
の
永
遠
に
終
わ
ら
ざ
る
ご

と
く
、
こ
の
曲
も
ま
た
終
わ
ら
ざ
る
べ
し
」

17

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

＊

右
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
未
完
成
交
響
楽
」
　
の
モ
チ
ー
フ
は
、
先
に
見

た
「
流
転
」
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
「
蓬
莱
」
　
の
三
味
線
舞
踊



を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
江
戸
芸
人
の
執
念
を
描
き
、
後
者
は
「
ロ
短
調
交
響

楽
」
　
の
演
奏
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
音
楽
家
の
執
念
を
描
き
、
両
作
と
も
に
、

中
断
さ
れ
た
作
品
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
芸
術
家
の
執
念
が
主
要
な
モ
チ
ー

フ
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ソ
が
、
踊
り
や
音
楽
の
師
と

弟
子
の
関
係
に
あ
る
設
定
も
似
通
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
お
秋
が
三
味
線
に
合

わ
せ
て
「
蓬
莱
」
を
踊
る
姿
は
、
カ
ロ
リ
ー
ネ
が
バ
イ
オ
リ
ソ
に
合
わ
せ
て
チ
ャ

ル
ダ
ッ
シ
ュ
を
踊
る
姿
に
重
な
る
。
さ
ら
に
は
、
お
し
の
や
エ
ミ
1
と
い
っ
た
、

準
ヒ
ロ
イ
ソ
と
も
言
う
べ
き
女
性
が
登
場
し
、
主
人
公
と
そ
の
女
性
と
の
恋
愛

が
、
も
う
一
つ
の
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
両
作
の
類
似
点
だ

と
言
え
な
く
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
両
作
の
間
に
は
、
相
違
点
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

「
未
完
成
交
響
楽
」
　
の
演
奏
は
最
後
ま
で
完
成
し
な
い
の
に
対
し
、
「
流
転
」

の
「
蓬
莱
」
の
踊
り
は
、
最
後
に
完
成
す
る
。
ま
た
「
未
完
成
交
響
楽
」
は
、

主
人
公
が
貧
乏
作
曲
家
で
ヒ
ロ
イ
ソ
が
伯
爵
令
嬢
と
い
う
身
分
違
い
に
あ
る
の

に
対
し
て
、
「
流
転
」
　
は
、
主
人
公
が
一
流
三
味
線
弾
き
で
ヒ
ロ
イ
ソ
が
旅
芸

人
の
娘
と
い
う
逆
の
関
係
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
相
違
は
、
「
未
完
成

交
響
楽
」
を
作
品
に
取
り
入
れ
る
際
の
工
夫
だ
と
取
る
こ
と
も
で
き
、
両
者
は
、

基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
作
品
そ
の
も
の
の
類
似
性
に
加
え
て
、
「
未
完
成
交
響
楽
」
　
の
日

本
公
開
と
井
上
靖
の
「
流
転
」
執
筆
は
、
時
間
的
に
も
接
近
し
て
い
る
。
「
未

完
成
交
響
楽
」
が
日
本
で
公
開
さ
れ
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
阪

で
昭
和
十
年
二
月
二
十
八
日
、
東
京
で
同
年
三
月
七
日
で
あ
っ
た
。
一
方
、

（7）

「
流
転
」
は
、
執
筆
に
「
丁
度
九
一
ケ
月
」
か
か
っ
た
と
井
上
靖
が
言
い
、
そ

の
原
稿
を
締
切
り
ぎ
り
ぎ
り
の
十
一
年
四
月
三
十
日
に
完
成
さ
せ
た
思
い
出
を

T
ヱ

夫
人
の
井
上
ふ
み
氏
が
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
十
一
年
四
月
の
一
ケ
月

間
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
時
間
的
に
近
い
と
こ

ろ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
「
未
完
成
交
響
楽
」
が
公
開
さ
れ
た
当
時
、
井
上
靖
は
映
画
会
社

で
あ
る
新
興
キ
ネ
マ
　
（
今
の
大
映
）
　
に
脚
本
部
員
と
し
て
籍
を
置
い
て
い
た
こ

（9）

と
も
見
逃
せ
な
い
。
井
上
靖
は
懸
賞
小
説
に
連
続
人
選
し
た
技
量
を
買
わ
れ
て
、

昭
和
九
年
四
月
二
十
日
付
で
京
大
在
学
の
ま
ま
新
興
キ
ネ
マ
の
脚
本
部
員
に
採
一

用
さ
れ
、
そ
れ
以
来
、
毎
月
一
回
京
都
か
ら
東
京
大
泉
に
あ
る
同
社
の
撮
影
所
　
1
8

に
足
を
運
ん
で
、
映
画
と
脚
本
の
勉
強
を
続
け
て
い
た
。
そ
う
し
た
井
上
靖
が
、
l

当
時
の
い
わ
ば
ヒ
ッ
ト
作
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
未
完
成
交
響
楽
」
を
観
て
い
る

可
能
性
は
、
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
井
上
靖
は
、
イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー

（拍）

録
『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』
で
、
「
流
転
」
　
の
題
材
と
新
興
キ
ネ
マ
勤
務
の
関
係

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
も
い
る
。

ど
う
し
て
こ
う
し
た
題
材
を
選
ん
だ
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
を

書
く
前
に
芝
居
を
書
い
た
り
、
そ
れ
か
ら
映
画
会
杜
に
は
籍
を
置
い
た
り

し
て
た
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
関
係
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
だ
か

ら
、
実
に
映
画
的
な
ん
で
す
ね
。

「
流
転
」
　
の
題
材
が
「
実
に
映
画
的
」
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
に



は
、
映
画
「
未
完
成
交
響
楽
」
　
か
ら
得
た
モ
チ
ー
フ
を
反
映
さ
せ
た
作
品
だ
と

い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
い
で
に
も
う
一
点
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
も
加
え
て
お
く
。

高
等
学
校
の
三
年
生
の
と
き
に
、
『
鉄
路
の
白
薔
薇
』
と
い
う
映
画
を

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
（
中
略
）
　
そ
れ
を
金
沢
の
映
画
館
で
見
ま
し

て
　
（
中
略
）
歩
い
て
下
宿
へ
帰
る
途
中
に
、
い
っ
ぱ
い
筋
が
で
き
て
き
た

ん
で
す
。
（
中
略
）
　
そ
の
映
画
の
物
語
を
も
と
に
し
て
、
あ
の
後
編
は
こ

う
し
た
ら
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
話
し
な
が
ら
来
た

と
き
に
、
友
だ
ち
の
一
人
に
、
「
き
み
は
不
思
議
だ
ね
。
そ
ん
な
の
い
つ

考
え
た
ん
だ
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
映
画
を
見
る
と
、
そ

れ
に
関
連
し
て
な
に
か
が
湧
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね

（
下
略
）

（
『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』
）

こ
こ
に
、
井
上
靖
が
既
に
旧
制
高
校
の
学
生
の
こ
ろ
か
ら
、
映
画
な
ど
を
通

し
て
物
語
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ
て
い
く
資
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
「
流
転
」
も
、
そ
の
よ
う
な
資
質
の
一
産
物
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。以

上
の
こ
と
か
ら
「
換
骨
奪
胎
」
と
い
う
言
稟
は
や
や
大
げ
さ
か
も
し
れ
な

い
が
、
井
上
靖
が
「
未
完
成
交
響
楽
」
か
ら
何
ら
か
の
ヒ
ソ
ト
を
得
、
「
流
転
」

の
創
作
に
活
か
し
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
「
蓬
莱
」
　
の
完
成
を

一
途
に
思
い
つ
づ
け
る
新
二
郎
と
お
秋
の
執
念
、
そ
れ
を
踊
る
お
秋
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
井
上
靖
は
、
千
薬
質
の
応
募
に
臨
ん
で
、
既
に
観
て
い
た
映
画
「
未

完
成
交
響
楽
」
　
に
創
作
の
モ
チ
ー
フ
を
得
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
江
戸
芸
人
の
世

界
に
描
き
直
し
、
時
代
物
「
流
転
」
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
次
に
は
こ
の
江
戸
芸
人
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
た

め
に
、
井
上
靖
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ニ

ー

（

1

）

（〓】

「
流
転
」
は
千
葉
質
の
「
選
者
評
」
で
、
吉
川
英
治
か
ら
「
筆
者
が
ま
た
、

い
は
ゆ
る
芸
道
の
カ
ソ
ど
こ
ろ
に
だ
い
ぶ
予
備
知
識
を
持
っ
て
書
い
た
所
が
成
一

功
し
た
も
の
と
思
ふ
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
江
戸
芸
人
の
世
界
の
描
き
方
　
1
9

か
ら
判
断
し
て
、
井
上
靖
が
何
ら
か
の
下
調
べ
を
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
－

（12）

い
だ
ろ
う
。
福
田
宏
年
氏
は
、
『
井
上
靖
の
世
界
』
　
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。

（
「
流
転
」
執
筆
の
た
め
の
）
参
考
書
と
い
っ
て
は
三
宅
周
太
郎
の
著

書
一
冊
で
、
あ
と
は
平
凡
社
の
百
科
事
典
だ
け
を
頼
り
と
し
て
書
き
上
げ
、

締
切
の
最
後
の
日
に
自
分
で
毎
日
新
聞
社
ま
で
持
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
福
田
氏
の
指
摘
は
、
お
そ
ら
く
井
上
靖
か
ら
直
接
の
聞
き
書
き
で
あ
ろ

う
。
福
田
氏
の
著
作
の
約
五
年
後
に
、
井
上
靖
自
身
、
『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』

で
、
「
三
宅
周
太
郎
の
歌
舞
伎
の
歴
史
に
か
ん
す
る
本
と
百
科
事
典
に
よ
っ
て

雷
い
た
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
流
転
」
　
は



「
百
科
事
典
」
と
「
三
宅
周
太
郎
の
著
書
」
を
参
考
に
し
て
書
か
れ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
検
証
し
て
み
た
い
。

ま
ず
「
百
科
事
典
」
　
に
つ
い
て
は
、
福
田
氏
が
「
平
凡
社
」
　
の
そ
れ
だ
と
述

べ
て
い
る
。
実
際
、
昭
和
六
年
十
一
月
か
ら
十
年
十
月
に
か
け
て
、
平
凡
社
版

『
大
百
科
事
典
』
（
全
二
十
八
巻
）
　
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
後
で
述
べ
る
よ
う

に
、
そ
こ
に
は
「
流
転
」
本
文
の
典
拠
と
お
ぼ
し
き
記
述
が
数
多
く
認
め
ら
れ

る
。
井
上
靖
が
そ
れ
を
参
考
に
用
い
た
と
考
え
て
ま
ず
差
し
支
え
な
い
。

し
か
し
、
一
方
の
「
三
宅
周
太
郎
の
著
書
」
は
、
井
上
靖
の
記
憶
違
い
の
可

（

1

3

一

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
三
宅
周
太
郎
は
、
「
流
転
」
が
執
筆
さ
れ
る
昭
和
十
一

年
四
月
の
時
点
ま
で
に
、
『
演
劇
往
来
』
（
大
正
1
1
・
2
、
新
潮
社
）
、
『
演
劇
評

話
』
（
昭
和
3
・
3
、
新
潮
社
）
、
『
文
楽
ノ
研
究
』
（
昭
和
5
・
5
、
春
陽
堂
）
、

『
演
劇
巡
礼
』
（
昭
和
1
0
・
5
、
中
央
公
論
社
）
　
の
計
四
冊
を
出
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
は
じ
め
の
三
冊
は
、
井
上
の
言
う
「
歌
舞
伎
の
歴
史
」

に
つ
い
て
、
全
く
記
し
て
い
な
い
。
『
演
劇
巡
礼
』
の
み
、
そ
の
第
一
部
「
俳

優
評
論
及
び
芝
居
の
見
方
」
　
の
中
の
「
歌
舞
伎
劇
の
見
方
」
　
「
歌
舞
伎
劇
鑑
賞

法
」
　
（
一
）
　
同
（
二
）
　
の
三
章
で
、
鑑
賞
法
を
説
く
必
要
か
ら
、
歌
舞
伎
の
歴

史
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
流
転
」
　
に
直
接
関
わ
る
記
述
は
、
次
に

挙
げ
る
数
行
だ
け
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
文
化
文
政
期
に
栄
え
た
七
代
R
口
市
川
団
十
郎
（
註
、
海
老

（

1

4

）

　

　

　

　

　

く

わ

ん

じ

ん

ち

や

h

ノ

蔵
に
同
じ
）
　
は
今
日
の
「
勧
進
帳
」
を
大
成
し
ま
し
た
。
能
か
ら
巧
に
脱

胎
し
て
、
今
日
の
音
曲
と
演
劇
と
の
分
子
を
豊
富
に
持
っ
た
「
勧
進
帳
」

を
大
成
し
ま
し
た
。

こ
の
記
述
に
平
凡
社
版
『
大
百
科
事
典
』
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
を
加
え
た
と

し
て
も
、
「
流
転
」
が
書
け
る
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
井
上
靖
が
用
い
た
「
歌
舞
伎
の
歴
史
に
か
ん
す
る
本
」

は
、
三
宅
周
太
郎
の
著
書
で
は
な
く
、
伊
原
敏
郎
（
青
々
園
）
著
『
近
世
日
本

演
劇
史
』
　
（
大
正
2
・
6
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
　
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
同
書
は
寛
政
か
ら
天
保
嘉
永
に
至
る
歌
舞
伎
史
を
詳
述
し
た
研
究
書
で
あ

り
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
「
流
転
」
本
文
の
典
拠
と
お
ぼ
し
き
記
述
が
至

る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。
井
上
は
著
名
な
演
劇
評
論
家
で
あ
る
伊
原
敏
郎
を
、

や
は
り
著
名
な
演
劇
評
論
家
で
あ
る
三
宅
周
太
郎
と
、
ど
こ
か
で
勘
違
い
し
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
は
、
先（15）

に
検
討
し
た
平
凡
社
版
『
大
百
科
事
典
』
の
「
カ
ブ
キ
　
歌
舞
伎
」
　
の
項
目
に

お
い
て
、
一
般
歌
舞
伎
史
を
記
し
た
「
権
威
」
あ
る
「
参
考
書
」
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
井
上
が
同
雷
を
使
用
し
た
可
能
性
は
高
い

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
加
え
て
、
私
見
で
は
さ
ら
に
も
う
一
冊
、
井
上
靖
は
東
京
春

陽
堂
版
の
日
本
戯
曲
全
集
第
二
十
七
巻
『
舞
踊
劇
集
』
（
昭
和
3
・
1
0
）
　
も
用

い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
と
、
ま
ず
、
「
流

’
ん
さ
い

転
」
本
文
に
見
ら
れ
る
「
勧
進
帳
」
　
の
弁
慶
の
台
詞
「
万
歳
ま
し
ま
せ
万
歳
ま

い
わ
お

し
ま
せ
、
巌
の
上
、
亀
は
棲
む
な
り
、
あ
り
う
ど
と
ど
」
か
ら
、
井
上
は
何
ら

か
の
方
法
で
「
勧
進
帳
」
　
の
脚
本
に
目
を
通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

20



る
。
そ
の
弁
慶
の
台
詞
を
、
当
時
出
版
さ
れ
て
い
た
脚
本
集
等
で
チ
ェ
ッ
ク
し

た
と
こ
ろ
、
私
の
目
に
入
っ
た
範
囲
で
は
、
同
書
収
録
の
も
の
と
唯
一
、
一
致

（15）

し
た
（
ル
ビ
も
含
め
て
）
。
そ
れ
か
ら
「
長
唄
の
喜
代
八
と
伊
十
郎
」
、
「
喘
子

は
六
三
郎
を
始
め
、
新
二
郎
、
長
次
郎
等
杵
屋
門
下
。
そ
れ
に
望
月
太
左
衛
門

一
家
の
鼓
。
役
は
海
老
蔵
の
弁
慶
、
団
十
郎
の
義
経
、
九
歳
の
富
樫
」
と
い
っ

た
「
流
転
」
　
に
詳
し
く
記
さ
れ
た
「
勧
進
帳
」
　
の
ス
タ
ッ
フ
配
役
名
－
杵
屋

門
下
に
設
定
さ
れ
た
架
空
の
主
人
公
新
二
郎
は
別
に
し
て
ー
が
、
同
書
の
次

の
よ
う
な
解
説
を
参
考
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

（17）
る
。

し

1

や

う

　

さ

く

し

や

　

　

せ

い

な

み

さ

　

へ

い

（
「
勧
進
帳
」
初
演
に
お
け
る
）
　
詞
章
の
作
者
は
三
世
並
木
五
瓶
、

郎
腱
の
観
鞘
は
四
炬
臣
六
三
酎
〓
ハ
野
、
酎
齢
は
酎
用
那
牢
如
腱

は
訳
椚
外
ヨ
坤
剛
寒
襲
肝
、
腎
ヨ
醜
、
郵
邪
神

紳
輔
郡
。
融
郎
叫
謀
に
七
配
蒲
掛
野
艶
に
詣
九
野

巨
．
一
－
一
一
－
L
F
ト
l
L
r
P
か
1
．
に
ド
ル
l
題
．
ト
P
P
　
　
　
ひ
た
ち
ば
つ
　
　
　
い
ち
　
　
か
は
い
ち
ぎ
ヽ
′
　
　
　
か
た
を
か
　
　
　
ち
．
ノ

義
経
に
八
世
市
川
団
十
郎
、
常
陸
坊
に
市
の
川
市
議
、
片
岡
八
郎
に

い
ち
か
は
こ
く
▲
ん
　
　
　
い
　
せ
　
　
　
ら
う
　
　
い
ち
か
ほ
せ
き
▲
ん
　
　
　
す
る
が
の
じ
ら
う
　
　
　
い
ち
か
は
か
い
▲
ん
　
　
は
‘
ん
そ
つ

市
川
黒
猿
、
伊
勢
三
郎
に
市
川
赤
猿
、
駿
河
次
郎
に
市
川
海
猿
、
番
卒
に

を
の
へ
さ
く
　
　
　
ら
り
　
　
い
ち
か
は
は
こ
▲
ん
　
　
　
お
け
た
に
’
ん
さ
く
ら

尾
上
菊
四
郎
、
市
川
箱
猿
、
大
谷
万
作
等
で
あ
っ
た
。

ニ
ー
（
2
）

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
井
上
靖
は
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
の
か
、

「
流
転
」
本
文
と
比
較
し
な
が
ら
逐
次
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
物
語
の
冒
頭
近
く
で
、
「
勧
進
帳
」
　
の
桔
古
に
取
り
組
む
市
川
海
老
蔵

の
心
理
が
次
の
ご
と
く
描
か
れ
て
い
る
。

だ
が
今
度
の
「
勧
進
帳
」
だ
け
は
、
何
故
か
今
ま
で
と
は
異
っ
て
い
た
。

空
っ
ぽ
の
筈
の
見
物
席
に
誰
か
が
い
る
の
だ
。
じ
い
っ
と
、
芸
の
裏
ま
で

見
透
す
よ
う
な
鋭
い
視
線
が
、
何
処
か
ら
か
、
彼
を
絶
え
ず
窺
っ
て
い

た
。
（
中
略
）

（
畜
生
、
又
、
弓
町
さ
ん
が
見
て
い
や
が
る
！
）

に
わ
か

そ
う
感
じ
た
が
最
後
、
手
足
の
動
き
も
鉢
の
こ
な
し
も
連
に
浮
足
立
っ

て
来
て
、
自
分
で
も
楕
な
い
程
、
板
に
付
い
て
い
な
い
作
り
も
の
の
芸
を

自
分
に
感
じ
る
の
で
あ
っ
た
。

追
い
払
え
ば
追
い
払
う
程
、
執
拗
に
喰
い
付
い
て
く
る
視
線
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、
能
役
者
観
世
清
孝
の
眼
だ
っ
た
。
江
戸
八
百
八
町
の
市
民
よ
り
　
2
1

も
、
海
老
蔵
は
た
っ
た
l
人
の
観
世
清
孝
が
怖
か
っ
た
。
抗
る
も
の
が

「
勧
進
帳
」
だ
け
に
、
彼
は
生
来
の
負
け
ん
気
か
ら
、
能
役
者
に
笑
わ
れ

融
叫
剣
劇
訂
立
派
に
抗
っ
て
の
け
た
い
の
で
あ
っ
た
。

右
の
ご
と
く
、
海
老
蔵
は
「
弓
町
さ
ん
」
を
恐
れ
る
あ
ま
り
思
い
通
り
措
古

が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
自
分
の
演
じ
や
す
い
よ
う
に
三
味
線
の
合
の
手
を
一
カ

所
変
え
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
海
老
蔵
と
主
人
公
杵
昆

新
二
郎
の
対
立
が
始
ま
る
。
物
語
の
発
端
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
の
心

理
描
写
は
、
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
天
保
十
一
年
の
新

作
「
勧
進
帳
」
　
の
上
演
の
思
い
出
に
つ
い
て
語
っ
た
、
次
の
梅
若
実
翁
の
談
話

を
参
考
に
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。



（
海
老
蔵
は
）
か
扇
か
巌
は
崩
漑
聖
だ
か
毎
肇
亡
ん
（
鮭
役
者

痢
咄
瑚
刹
）
が
影
は
す
に
達
ひ
な
い
と
、
茶
屋
と
い
ふ
茶
屋
へ
手
を

ち
が
ち
や
や
ち
や
や
て

t
は
お
い
し
た
の
お

廻
し
て
、
御
出
で
な
さ
れ
た
ら
知
ら
し
て
く
れ
、
と
頼
ん
で
置
い
た
（
中

や
が
な
か
’
く
く
わ
ん
じ
ん
ち
ゃ
う
ペ
ん
け
い
な
で

略
）
．
頓
て
中
幕
の
「
勧
進
帳
」
に
な
っ
て
、
ま
だ
弁
慶
も
何
に
も
出
な
い

う
ち
に
、
ヨ
欝
フ
ツ
と
れ
越
し
ま
し
た
二
中
略
）
か
ポ
掛
は
チ
ヤ
ソ

と
三
配
か
ら
か
て
掛
た
ん
だ
さ
う
で
（
中
略
）
朝
野
C
ん
が
謀
も
な

・
い
先
．
き
に
兜
ひ
な
さ
れ
た
の
は
覿
駈
窮
い
窮
が
あ
る
に
避
ひ
な
い
、
触

’
く
な
か
一
‘
ノ
1
と
つ
ざ
さ
や
h
ノ
げ
ん

れ
や
ダ
メ
だ
か
ら
幕
を
し
め
つ
ち
ま
い
、
中
幕
だ
け
飛
ば
し
て
次
の
狂
言

を
し
よ
う
と
い
ふ
（
中
略
）
襲
置
●

1
分
が
さ
し
て
酔
知
な
い
と
計
っ
た
▼

や
つ
た
の
な
か
’
く
だ
も
ら

の
を
、
漸
と
頼
ん
で
中
幕
を
出
し
て
貰
っ
た
（
下
略
）

（
第
十
四
章
「
七
世
市
川
団
十
郎
」
）

お
そ
ら
く
井
上
靖
は
右
の
談
話
を
読
ん
で
、
福
川
海
老
蔵
が
「
弓
町
さ
ん
」

を
恐
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
作
品
に
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
想
像
を
膨

ら
ま
せ
、
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
物
語
の
中
盤
を
過
ぎ
て
、
お
互
い
を
求
め
て
全
国
を
さ
す
ら
う
お
秋
と

新
二
郎
の
悲
し
い
擦
れ
違
い
を
描
い
た
場
面
が
注
目
さ
れ
る
。か

す
ら

「
町
の
辻
々
や
、
空
地
に
は
俄
舞
台
が
設
け
ら
れ
」
、
人
々
は
「
ポ
テ
髪
を

っ
け
」
「
半
面
を
冠
っ
て
」
大
騒
ぎ
を
す
る
孟
蘭
盆
会
の
博
多
で
、
お
秋
は
ひ
ょ
っ

と
こ
の
半
面
を
冠
り
、
「
俄
師
」
に
な
っ
て
新
介
と
名
を
変
え
て
い
た
新
二
郎

は
お
か
め
の
半
面
を
冠
っ
て
、
と
も
に
同
じ
「
俄
舞
台
」
に
上
が
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
お
互
い
面
を
冠
っ
て
い
た
た
め
、
相
手
に
気
付
か
ず
擦
れ
違
っ
て
し

ま
う
。
二
人
の
放
浪
生
活
中
の
山
場
と
言
う
べ
き
こ
の
場
面
は
、
次
に
挙
げ
る

は

か

た

に

は

か

　

　

　

（

1

8

）

『
大
百
科
事
典
』
の
「
ハ
カ
タ
ニ
ワ
カ
　
博
多
俄
」
の
項
目
を
参
考
に
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

博
多
俄
は
概
ね
惑
融
密
封
に
行
は
れ
た
。
（
中
略
）
ポ
テ
掌
と
半
面
を

用
ひ
て
、
や
や
演
劇
的
の
趣
向
に
発
達
し
た
の
は
天
保
頃
か
ら
で
、
当
時

は
町
々
の
空
地
、
寺
社
境
内
な
ど
に
俄
舞
台
を
設
け
、
市
井
の
雑
事
を
諷

刺
的
に
脚
色
し
て
演
じ
た
。
（
中
略
）
痢
剛
は
そ
れ
ぞ
れ
組
合
を
作
っ
て
、

市
内
各
所
の
舞
台
を
巡
演
し
て
歩
き
、
或
は
町
の
辻
、
軒
先
な
ど
で
も
手

軽
に
一
席
演
じ
た
。
（
下
略
）

井
上
靖
は
右
の
解
説
の
中
に
お
秋
と
新
二
郎
を
投
げ
込
ん
で
、
そ
の
ま
ま
一

つ
の
場
面
に
作
り
上
げ
た
気
配
さ
え
あ
る
。

な

け

し

づ

く

　

　

　

　

（

1

9

）

さ
ら
に
物
語
の
終
盤
、
先
に
「
長
押
造
り
」
　
の
住
居
に
暮
ら
す
菜
蓉
な
生
活

が
崇
っ
て
「
江
戸
十
里
四
方
追
放
」
の
刑
を
受
け
、
そ
れ
が
「
御
赦
免
」
に
な
っ

て
江
戸
へ
帰
る
途
中
の
海
老
蔵
と
お
秋
が
藤
枝
で
出
会
い
、
お
秋
を
不
憫
に
思
っ

た
海
老
蔵
が
新
二
郎
捜
し
に
協
力
を
約
束
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
際
の
海
老

蔵
に
関
す
る
設
定
は
、
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
の
次
の
よ
う
な
解
説
に
基
づ
い

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

’

ち

ぷ

ぎ

や

l

ノ

　

け

ん

さ

よ

　

　

と

こ

ろ

（
天
保
十
三
年
）
　
四
月
六
日
、
町
奉
行
の
検
挙
す
る
所
と
な
り
、
（
中

い

た

　

　

え

ど

　

り

　

は

・

ノ

つ

ゐ

ほ

へ

′

　

し

上

　

　

　

　

　

　

か

略
）
　
六
月
に
至
り
、
江
戸
十
里
四
方
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
り
。
彼
九
が

ぎ

い

じ

や

う

せ

ん

わ

ん

　

　

そ

の

す

ぢ

　

く

だ

　

　

　

し

っ

そ

け

ん

や

く

　

れ

い

　

ふ

罪
状
は
前
年
十
月
、
其
筋
よ
り
下
さ
れ
し
質
素
倹
約
の
令
に
触
れ
た
る
に

す

l

こ

は

．

　

　

　

　

　

　

　

　

1

2

ま

た

く

　

　

な

げ

し

づ

く

　

　

　

　

　

　

　

　

と

こ

　

　

由

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

ち

て
、
即
ち
（
中
略
）
居
宅
を
長
押
造
り
に
し
、
床
に
塗
り
か
ま
ち
を
用
ひ
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こ

と

　

　

　

　

　

・

こ

h

ノ

し
事
（
中
略
）
等
に
あ
り
き
。

虹
の
（
註
、
嘉
永
二
年
）
十
二
月
、
麗
禦
憲
の
雫
り
し
か
は

旦
大
阪
へ
引
返
し
、
更
に
東
下
の
途
次
、
翌
年
二
月
、
名
古
屋
の
舞
台
に

b

L

b

．

．

　

一

　

　

l

　

　

　

　

か

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

え

ど

　

か

へ

現
は
る
ゝ
こ
と
六
日
間
に
し
て
、
九
年
ぶ
り
に
江
戸
へ
帰
り
た
り
き
。

（
第
十
四
章
「
七
世
市
川
団
十
郎
」
）

井
上
靖
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
だ
際
に
、
「
追
放
赦
免
」
　
に

な
っ
た
海
老
蔵
が
江
戸
へ
帰
る
道
中
を
作
品
に
取
り
入
れ
、
そ
こ
で
海
老
蔵
と

放
浪
中
の
お
秋
を
出
会
わ
せ
、
そ
し
て
そ
の
出
会
い
か
ら
、
海
老
蔵
の
協
力
で

お
秋
と
新
二
郎
の
再
会
が
つ
い
に
実
現
す
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
導
入
し
よ
う

と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
二
人
の
出
会
い
の
土
地

が
藤
枝
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
海
老
蔵
が
六
日
間
立
ち
寄
っ
た
名
古
屋
か

ら
比
較
的
近
く
、
か
つ
江
戸
へ
向
か
う
途
中
に
位
置
す
る
宿
場
町
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。こ

の
よ
う
に
、
「
流
転
」
　
の
本
文
と
、
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
や
『
大
百
科
事

典
』
の
記
述
を
対
比
し
て
い
く
と
、
井
上
靖
が
こ
れ
ら
の
資
料
を
取
り
入
れ
つ

っ
、
そ
こ
か
ら
様
々
に
想
像
力
を
働
か
せ
て
要
所
要
所
の
場
面
を
作
成
し
、
物

語
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
参
考
資
料
を
、
い
わ
ば
物
語

を
膨
ら
ま
せ
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
用
い
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

そ
う
し
た
一
方
で
、
井
上
靖
は
江
戸
芸
人
の
世
界
を
、
よ
り
リ
ア
ル
に
表
わ

し
て
い
く
た
め
に
、
参
考
資
料
を
細
か
な
描
写
に
も
活
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

例
え
は
、
両
国
の
町
に
つ
い
て
、
「
日
に
三
千
両
と
言
わ
れ
る
両
国
だ
っ
た
。

朝
の
青
物
市
場
で
千
両
、
昼
の
見
世
物
で
千
両
－
併
し
、
残
り
の
納
涼
に
は

少
々
時
節
外
れ
の
二
月
で
は
、
流
石
の
両
国
も
陽
が
落
ち
る
と
共
に
、
急
に
ひ
っ

そ
り
と
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
終
う
」
な
ど
と
、
さ
も
わ
け
知
り
顔
に
述
べ
て
い
る

文
章
は
、
『
大
百
科
事
典
』
の
「
江
戸
時
代
の
両
国
橋
は
一
日
三
千
両
の
繁
昌

と
い
は
れ
、
即
ち
朝
の
青
物
市
場
で
千
両
、
昼
の
見
世
物
で
千
両
、
夜
の
納
涼

り
や
h
ノ
ご
く
l

′
．
し
（
加
）

で
千
両
、
計
三
千
両
の
意
で
あ
る
」
（
「
リ
ョ
ー
ゴ
ク
バ
シ
両
国
橋
」
）
と
い

う
解
説
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
二
郎
と
お
秋
が
寄
肝
に
出

あ
お
せ
ん

る
こ
と
を
知
っ
た
巷
間
の
人
々
が
、
「
な
に
し
ろ
青
銭
十
二
枚
で
、
新
二
郎
の

三
味
が
聞
け
る
ん
だ
。
長
生
き
は
す
る
も
ん
さ
」
と
噂
話
を
し
て
い
る
の
も
、

同
じ
く
『
大
百
科
事
典
』
の
「
寄
料
は
一
人
前
四
十
八
文
即
ち
俗
に
青
銭
と
称

す
る
二
厘
銭
一
箇
四
文
づ
つ
の
勘
定
で
あ
つ
た
か
ら
十
二
枚
の
青
銭
が
席
料
と

（
2
1
）

い
ふ
わ
け
で
あ
っ
た
」
（
「
ヨ
セ
寄
席
」
）
と
い
う
解
説
を
参
考
に
し
た
も
の

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
「
蓬
莱
」
を
踊
る
お
秋
の
姿
に
つ
い
て
も
、
「
舞
踊
を
以
っ

て
東
西
に
鳴
る
歌
右
街
門
や
三
拝
五
郎
等
の
そ
れ
か
ら
は
、
到
底
窺
う
事
の
出

来
な
い
芸
の
細
か
さ
と
柔
か
さ
が
あ
っ
た
」
と
形
容
し
て
い
る
の
は
、
『
近
世

∫
ん
く
わ
ぷ
ん
せ
い
い
た
せ
い
h
J
た
▲
も
ん
せ
い
つ
ら
れ
ノ

日
本
演
劇
史
』
の
「
文
化
文
政
に
至
り
て
、
三
世
歌
右
衛
門
と
三
世
三
拝
五
郎

ぷ
上
ヘ
ノ
も
つ
と
う
ぎ
い
あ
ひ
き
つ
か
ヘ
ノ

と
が
、
舞
踊
を
以
て
東
西
に
柏
舐
箱
せ
る
あ
り
」
（
第
二
十
五
茸
「
東
西
の
劇

場
音
楽
」
）
と
い
う
文
章
の
一
部
を
借
り
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
比
較
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
井
上
靖
は
参
考
資
料
か
ら
、
江
戸
の
文
化
や
芸
道
に
関
わ

る
言
葉
を
抜
き
だ
し
、
そ
れ
ら
を
細
部
の
描
写
に
活
か
す
こ
と
で
、
芸
人
世
界
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を
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
雰
囲
気
の
あ
る
も
の
に
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
三
味
線
の
描
写
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。

先
に
井
上
靖
が
参
考
に
し
た
と
お
ぼ
し
き
『
大
百
科
事
典
』
　
の
「
サ
ミ
セ
ソ

（22）

三
味
線
」
　
の
項
目
を
挙
げ
る
。

【
構
造
二
二
昧
組
は
胴
と
陣
と
竪
㌫
（
俗
に
前
と
い
ふ
）
の
三
部
か

ら
成
り
、
海
老
尾
に
は
紋
を
巻
く
た
め
の
転
手
（
ま
た
は
嘘
郵
俗
に
糸

巻
と
い
ふ
）
　
が
三
箇
あ
り
（
中
略
）
樟
及
び
海
老
尾
は
紅
木
を
最
上
と
し
、

紫
檀
こ
れ
に
次
ぎ
、
桜
及
び
樫
を
用
ひ
る
を
下
品
と
す
る
。
（
中
略
）
腑

く
わ
り
ん

は
昔
は
椋
、
梅
、
桜
等
で
作
ら
れ
た
が
、
今
で
は
花
梨
を
最
上
と
し
、
桑

を
次
位
と
し
、
桜
を
下
品
と
す
る
。
（
中
略
）
．

【
名
器
】
　
徳
川
時
代
の
初
期
に
京
都
に
石
村
近
江
と
い
ふ
三
味
線
の
名
匠

が
あ
っ
た
。
（
下
略
）

右
の
解
説
か
ら
、
傍
線
を
付
し
た
三
味
線
の
名
器
の
条
件
を
抜
き
出
し
、
新

二
郎
が
父
の
遺
物
と
し
て
大
切
に
す
る
「
訝
」
　
の
イ
メ
ー
ジ
を
次
の
ご
と
く
作

り
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
宗
と
埠
は
転
彗
痺
晶
、
余
程
の
時
代
物
ら
し
い
が
、
造
り
は

立
派
だ
っ
た
。
嘘
邸
の
癖
の
あ
る
反
り
具
合
と
胴
の
円
み
か
ら
察
し
て
、

石
村
近
江
の
作
か
と
も
思
わ
れ
る
が
銘
は
な
か
っ
た
。

『
大
百
科
事
典
』
か
ら
抜
き
出
し
た
言
葉
の
活
用
に
よ
り
、
描
写
を
い
か
に

も
細
か
く
具
体
的
に
し
、
あ
た
か
も
「
芸
道
の
カ
ソ
ど
こ
ろ
」
を
押
さ
え
た
か

の
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
表
現
と
言
え
よ
う
。
福
田
宏
年
氏
は

（封）

『
井
上
靖
評
伝
覚
』
で
右
の
文
章
を
挙
げ
、
「
玄
人
は
だ
し
の
三
味
線
の
描
写
」

だ
と
絶
讃
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
表
現
は
、
あ
く
ま
で
芸
人
世
界
の
雰
囲
気
作
り
の
レ
ベ
ル

に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

お
秋
と
新
二
郎
の
「
芸
人
根
性
」
を
よ
り
リ
ア
ル
に
表
わ
す
た
め
に
使
わ
れ
、

単
な
る
雰
囲
気
作
り
以
上
の
効
果
を
感
じ
さ
せ
る
の
が
、
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ソ

の
い
わ
ば
敵
役
で
あ
り
、
最
後
に
は
協
力
者
に
も
な
っ
た
、
市
川
海
老
蔵
の
造

形
で
あ
る
。

先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
市
川
海
老
蔵
に
つ
い
て
『
近
世
日
本
演
劇
史
』

を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
「
弓
町
さ
ん
」
を
恐
れ
る
心
理
が
括
写
さ
れ
、
「
江
戸
一

十
里
四
方
」
　
の
「
追
放
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
同
書
を
典
　
2
4

拠
に
し
た
と
お
ぼ
し
き
描
写
は
数
多
く
、
細
か
な
と
こ
ろ
で
は
、
彼
が
「
俳
－

1

乃

、

　

　

　

　

　

　

l

h

、

句
」
を
好
み
、
「
牛
皮
」
を
好
物
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
及
ん
で
い
る
。

作
品
中
、
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
を
通
し
て
最
も
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
の
が

市
川
海
老
蔵
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
鮮
明
で
リ
ア
ル
な
感
触
を

一
｝
．
、

伝
え
て
く
る
。
私
は
そ
う
し
た
市
川
海
老
蔵
像
の
中
で
も
、
特
に
次
に
挙
げ
る

役
者
像
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
を
見
る
と
、
七
世
市
川
団
十
郎
（
海
老
蔵
）
　
の

芸
風
が
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

郡
す
る
に
、
掛
れ
は
三
根
酎
十
鋼
の
如
く
、
翫
樺
と
炬
掛
と
、
欝
と

恥
部
甘
利
卦
叫
（
中
略
）
轟
邸
郷
の
如
く
、
宗
就
を
も
掛
く
し
、



わ

じ

つ

　

も

つ

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

と

ん

和
実
を
専
ら
と
せ
し
三
世
三
洋
五
郎
の
江
戸
風
に
加
味
す
る
に
、
殆
ど

此
等
を
打
し
て
一
丸

す
n
l
は
　
　
　
　
せ
い
だ
ん
　
　
ら
h
ノ
　
　
ぎ
け
い

と
な
せ
る
も
の
即
ち
七
世
団
十
郎
の
技
芸
な
り
し
な
り
。

（
第
十
四
葦
「
七
世
市
川
団
十
郎
」
）

こ
れ
に
対
し
て
、
「
流
転
」
　
の
市
川
海
老
蔵
の
芸
風
は
、
彼
に
敵
意
を
持
つ

新
二
郎
の
目
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

俗
物
！
　
新
二
郎
は
海
老
蔵
を
常
々
斯
う
考
え
て
い
た
。
時
代
も
世
話

も
荒
事
も
和
事
も
、
み
ん
な
一
通
り
器
用
に
や
っ
て
の
け
、
上
方
に
行
け

叫
劃
刻
印
に
、
巧
み
に
芸
風
を
使
い
分
け
て
、
少
し
の
破
綻
も
見
せ
な
い

海
老
蔵
の
芸
を
新
二
郎
は
少
し
も
買
っ
て
い
な
か
っ
た
。

海
老
蔵
の
芸
の
中
に
は
、
な
る
程
、
三
洋
五
郎
や
歌
右
衛
門
、
幸
四
郎

の
当
代
の
名
人
と
言
わ
れ
る
役
者
が
雑
居
し
て
い
た
が
、
肝
心
の
役
者
と

し
て
の
海
老
蔵
自
身
が
い
な
い
と
思
う
の
だ
っ
た
。
い
る
の
は
、
そ
の
場

ほ
’
か
ん

そ
の
場
を
綺
罪
に
繕
っ
て
、
喝
采
を
博
す
る
相
聞
の
海
老
蔵
だ
。

二
つ
の
文
章
を
見
較
べ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
井
上
靖
は
『
近
世
日
本
演
劇
史
』

の
解
説
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
活
か
し
っ
つ
、
そ
こ
に
新
二
郎
の
批
判
を
加
え
る
こ

と
で
、
海
老
蔵
の
役
者
像
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
役
者
像
は
、
同
書
を
通
し
た

実
際
の
海
老
蔵
の
芸
風
に
基
づ
い
た
描
写
で
あ
る
だ
け
に
、
鮮
明
で
リ
ア
ル
な

感
触
を
伝
え
て
く
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
見
逃
し
て

な
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
に
新
二
郎
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
新
二

郎
の
芸
人
像
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
客
を
喜
ば

せ
る
た
め
に
、
あ
れ
も
こ
れ
も
器
用
に
こ
な
し
て
い
く
役
者
海
老
蔵
の
イ
メ
ー

ジ
を
反
射
鏡
に
し
て
、
「
俗
物
」
　
で
も
「
期
間
」
　
で
も
な
い
、
三
味
線
一
筋
に

打
ち
込
む
新
二
郎
の
芸
人
像
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
お
秋
と
と
も
に
、
「
蓬
莱
」

の
完
成
を
思
い
つ
づ
け
る
彼
の
「
芸
人
根
性
」
が
、
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
に
基
づ
き
つ
つ
造
形

さ
れ
た
海
老
蔵
の
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
明
さ
が
、
作
品
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
支

え
る
支
柱
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
「
流
転
」
　
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
形
成
さ
れ

た
の
か
、
は
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
も
う
一
点
、
井

上
靖
が
さ
ら
な
る
取
材
を
し
て
い
た
可
能
性
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

（祖）

ふ
み
夫
人
が
『
や
が
て
芽
を
ふ
く
』
　
で
、
「
流
転
」
　
の
執
筆
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
回
想
を
し
て
い
る
。

「
芸
人
」
　
に
つ
い
て
は
全
然
、
靖
は
知
ら
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
母
の

義
弟
に
、
文
楽
の
三
味
線
弾
き
で
少
し
名
の
あ
る
人
が
い
て
、
時
々
足
立

の
家
（
註
、
ふ
み
夫
人
の
実
家
）
　
に
も
来
た
こ
と
が
あ
り
、
私
も
そ
の
人

を
知
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
こ
の
人
に
一
度
話
を
聞
い
て
み
て
は
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
小
説
の
参
考
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
、
「
流
転
」
が
「
文
楽
の
三
味
線
弾
き
」
　
に
も
取
材
の
上
で
、
執

筆
さ
れ
た
作
品
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
本
文
の
至
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る

三
味
線
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
の
取
材
が
大
い
に
活
か
さ
れ
、
描
写
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
高
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
ト
ツ
ツ
ル
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ト
ツ
ツ
ル
　
ト
ツ
ツ
ル
　
ツ
ル
ソ
　
ト
　
テ
テ
レ
テ
レ
テ
レ
」
な
ど
と
い
っ

た
三
味
線
の
撥
音
の
描
写
な
ど
に
、
そ
の
成
果
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
し
、
先
に
挙
げ
た
、
福
田
宏
年
氏
か
ら
「
玄
人
は
だ
し
」
と
絶
讃
さ
れ
た
三

味
線
「
訝
」
　
の
描
写
も
、
百
科
事
典
を
主
な
拠
り
所
と
し
つ
つ
も
、
三
味
線
弾

き
か
ら
取
材
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
福
田
氏
に
そ
の
よ
う
に
言
わ
し
め
る
描

写
と
し
て
成
り
立
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
右
の
ふ
み
美
人
の
回
想
以
外
に
手
掛
か
り
は
な
く
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で

も
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

む
す
び

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
井
上
靖
は
ま
ず
「
未
完
成
交
響
楽
」
　
に
創
作

の
モ
チ
ー
フ
を
待
、
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
や
『
大
百
科
事
典
』
等
を
参
考
に

し
っ
つ
、
か
つ
　
「
文
楽
の
三
味
線
弾
き
」
　
に
も
取
材
し
た
上
で
、
「
流
転
」
を

完
成
さ
せ
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
映
画
か
ら
得
た
モ
チ
ー
フ
を
、
江
戸
芸
人
の
物
語
に
膨
ら
ま

せ
た
と
こ
ろ
に
、
井
上
靖
の
想
像
力
の
あ
り
か
が
窺
わ
れ
る
し
、
そ
の
映
画
が

当
時
の
話
題
作
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
読
者
の
興
味
を
惹
き
そ
う
な
材
料

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
、
後
の
流
行
作
家
井
上
靖
の
萌
芽
が
あ
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
参
考
資
料
を
活
用
し
た
り
、
芸
人
に
取
材

を
し
た
り
す
る
方
法
は
、
後
年
の
井
上
文
学
に
お
け
る
（
調
べ
て
書
く
）
方
法

の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
萌
芽
は
、
『
大
百
科
事
典
』
に
多
く
を
頼
る
な

ど
、
や
や
安
易
で
粗
雑
な
形
で
現
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
影
響
を
指

摘
さ
れ
て
き
た
新
聞
記
者
体
験
以
前
に
、
既
に
こ
う
し
た
方
法
を
用
い
て
い
た

こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
井
上
靖
が
も
と
も
と
（
調

べ
て
書
く
）
方
法
に
適
し
た
資
質
の
持
主
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
流

転
」
　
の
創
作
方
法
に
見
る
よ
う
に
、
井
上
靖
は
（
調
べ
る
）
こ
と
を
通
し
て
、

想
像
力
を
よ
り
豊
か
に
働
か
せ
、
物
語
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ
て
い
く
と
と
も
に
、

描
写
を
よ
り
細
か
く
精
確
な
も
の
に
し
、
作
品
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
保
証

し
て
い
っ
た
作
家
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
流
転
」
に
現
れ
た
こ
れ
ら
の
萌
芽
は
、
十
数
年
に
及
ぶ
新
聞
記
者
生
活
に

よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
、
や
が
て
「
闘
牛
」
　
に
結
実
し
て
い
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

数
々
の
歴
史
小
説
の
名
作
へ
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
考
察
は
、

別
の
機
会
を
挨
つ
こ
と
と
し
た
い
。

註（
1
）
「
私
の
自
己
形
成
史
」
（
『
日
本
』
昭
和
盟
・
5
～
1
1
、
『
幼
き
日
の
こ
と
・
青
春
放

浪
』
（
昭
和
5
1
・
1
0
、
新
潮
文
庫
）
収
録
）
な
お
、
福
田
宏
年
氏
は
『
井
上
靖
の
世
界
』

（
昭
和
4
7
・
9
、
講
談
社
）
　
で
、
こ
の
井
上
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
井
上
は
十
五
年
の
新
聞
記
者
生
活
の
入
ノ
ち
、
昭
和
十
九
年
か
ら
二
十
一
年

に
至
る
ほ
ぼ
二
年
間
だ
け
を
社
会
部
で
暮
ら
し
た
が
、
あ
と
は
学
芸
部
記
者
と
し
て
過

し
た
。
そ
の
仕
事
の
ほ
と
ん
ど
は
、
宗
教
欄
に
せ
よ
美
術
批
評
に
せ
よ
、
ゆ
っ
く
り
と

調
べ
て
容
く
仕
事
で
あ
っ
た
。
井
上
は
後
年
、
周
密
な
調
査
と
克
明
な
取
材
を
必
要
と

す
る
歴
史
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
下
地
は
こ
の
新
聞
記
者
時
代
に
作
ら
れ
た
も

の
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
」
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（
2
）
『
サ
ソ
デ
ー
毎
日
』
昭
和
1
1
・
8
・
2
　
な
お
、
引
用
箇
所
以
外
の
と
こ
ろ
で
、

「
前
半
、
時
に
鏡
花
の
『
歌
行
燈
』
の
神
韻
を
思
は
せ
」
る
、
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
三
味
線
弾
き
の
主
人
公
が
ヒ
ロ
イ
ン
に
踊
り
の
楷
古
を
つ
け
、
か
つ
殺
人
を

犯
し
て
放
浪
の
旅
に
出
る
と
い
う
、
本
作
品
の
人
物
設
定
お
よ
び
物
語
展
開
は
、
泉
拉

花
の
「
歌
行
燈
」
　
（
『
新
小
説
』
明
治
4
3
・
1
）
　
に
も
似
通
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ

こ
か
ら
も
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、

作
品
そ
の
も
の
の
類
似
以
外
に
、
は
っ
き
り
し
た
根
拠
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
2
）
『
別
冊
文
塾
春
秋
』
昭
和
3
2
・
2
、
『
群
像
日
本
の
作
家
2
0
井
上
的
』
（
平
成
3
・
3
、

小
学
館
）
　
収
録
。

（
4
）
井
上
靖
と
野
間
宏
の
対
談
「
詩
か
ら
小
説
へ
」
（
『
群
像
』
昭
和
∽
・
1
）
　
は
、
二
人

の
交
友
関
係
に
詳
し
く
、
昭
和
十
九
年
、
野
間
が
思
想
犯
に
よ
る
刑
余
者
の
身
で
結
婚

式
を
挙
げ
た
際
、
井
上
が
唯
一
人
、
友
人
親
戚
代
表
で
出
席
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
語
ら

れ
て
い
る
。

（
5
）
以
上
の
記
述
は
、
キ
ネ
マ
旬
報
増
刊
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
2
0
0
』
（
昭
和
5
9
・
1
）

に
よ
る
。

（
6
）
V
H
S
『
未
完
成
交
響
楽
』
（
平
成
9
・
3
、
I
V
C
社
。
淀
川
長
治
監
修
、
日
本

語
吹
替
版
）
　
に
よ
る
。

（
7
）
「
〝
流
転
″
の
作
者
　
井
上
靖
氏
」
（
『
サ
ソ
デ
ー
毎
日
』
昭
和
1
1
・
8
・
2
）

（
8
）
『
や
が
て
芽
を
ふ
く
』
（
平
成
8
・
1
、
潮
出
版
）

（
9
）
藤
沢
全
署
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』
（
平
成
5
・
1
2
、
三
省
堂
）
　
に
よ
る
。

（
1
0
）
昭
和
5
2
・
4
、
中
央
公
論
社
。
聞
き
手
は
篠
田
一
士
、
辻
邦
生
。

（
1
1
）
註
（
2
）
に
同
じ
。

（
1
2
）
註
（
1
）
前
出
。

（
曇
以
下
の
参
考
資
料
に
関
す
る
検
討
は
、
河
竹
繁
俊
博
士
喜
寿
記
念
出
版
刊
行
会
栢

『
日
本
演
劇
研
究
霞
目
解
題
』
（
昭
和
4
1
・
7
、
平
凡
社
）
、
国
立
国
会
図
古
館
お
よ

び
国
立
劇
場
所
蔵
図
書
の
日
録
を
参
考
に
し
た
上
で
、
逐
一
現
物
に
あ
た
っ
て
確
か
め
た
。

（
1
4
）
七
世
市
川
団
十
郎
は
、
天
保
三
年
三
月
、
子
海
老
蔵
に
団
十
郎
の
名
を
譲
り
、
自
ら

海
老
蔵
と
改
称
。
よ
っ
て
、
天
保
十
一
年
三
月
の
新
作
「
勧
進
帳
」
で
は
、
海
老
蔵
を

称
し
て
い
た
。
（
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
に
よ
る
）

（
15）
第
五
巻
（
昭
和
7
・
4
）
所
収
。

（
空
こ
の
弁
慶
の
台
詞
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
晶
掃
日
本
戯
曲
大
系
』
竺
一
巻
（
大
正

l

′
‘
ん
ぜ
い
い
は
は

1
4
・
8
、
衆
芳
堂
）
に
掲
載
の
「
勧
進
帳
」
で
は
、
「
万
歳
ま
し
ま
せ
、
巌
の
上
！
、
」

で
あ
り
、
伊
坂
梅
雪
編
『
増
補
勧
進
帳
考
』
（
昭
和
2
・
2
、
法
木
容
店
）
に
掲
載
の

は
ん
せ
い
い
は
ほ
’
へ
か
め
†

そ
れ
は
「
万
歳
ま
し
ま
せ
く
、
巌
の
上
、
亀
は
住
む
な
り
、
あ
り
う
ど
ん
ど
う
」
で
あ

り
、
カ
ナ
メ
叢
欝
第
三
霜
『
江
戸
脚
本
中
幕
物
』
（
大
正
3
・
9
、
梁
江
笠
）
に
掲
載

の
も
の
は
、
該
当
す
る
台
詞
が
な
い
。

（
1
7
）
物
語
の
終
盤
、
藤
枝
の
場
面
に
お
い
て
、
海
老
蔵
の
「
門
下
」
と
し
て
顔
を
出
す

「
市
議
」
「
菊
四
郎
」
の
二
人
の
人
物
名
も
、
こ
の
解
説
に
見
ら
れ
る
「
市
の
川
市
蔵
」

「
尾
上
菊
四
郎
」
か
ら
採
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
（
「
勧
進
帳
」
の
舞
台
が
）

凝
り
に
凝
っ
た
渋
い
も
の
だ
っ
た
せ
い
か
（
中
略
）
当
り
芸
程
、
見
物
は
沸
か
な
か
っ

た
れ
ノ
P
し

た
け
れ
ど
」
と
い
う
本
文
も
、
同
じ
解
説
中
の
「
（
『
勧
進
帳
』
は
）
当
時
と
し
て
は

す
こ
ぷ
し
ぷ
‘
た
い
み
し
よ
t
ん
あ
一
‘
む
か

頗
る
渋
い
舞
台
を
見
せ
た
が
、
初
演
に
は
余
り
迎
へ
ら
九
ず
」
と
い
う
文
章
を
参
考
に

し
た
も
の
だ
ろ
う
。

（
18）
第
二
十
巻
（
昭
和
8
・
7
）
所
収
。
な
お
、
本
作
品
で
は
「
博
多
仁
輪
加
」
と
表
記

し
て
お
り
、
『
大
百
科
事
典
』
の
「
博
多
俄
」
と
異
な
る
が
、
第
二
十
巻
所
収
の
「
ニ

ワ
カ
」
の
項
目
に
は
、
「
仁
輪
加
」
と
「
俄
」
の
二
つ
の
表
記
が
見
ら
れ
る
。
そ
ち
ら

も
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

（
1
9
）
作
品
中
、
市
川
海
老
蔵
宅
は
「
深
川
島
田
町
」
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
庭
に
「
御
影
石

の
燈
鴨
」
が
あ
る
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
も
、
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
第

モ
ふ
か
が
は
し
一
ェ
だ
一
よ
ち
て
い
に
は
む
さ
ネ
か
げ
l
、
L
と
＿
′
ら
う
そ
の
た
ム
一
l
た
さ
し
お
き

十
四
車
の
「
其
の
深
川
島
田
町
の
邸
は
（
中
略
）
庭
向
へ
は
御
影
石
の
燈
銑
其
他
数
多
差
腔
」

と
い
う
解
説
を
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
0
）
的
二
十
六
巻
（
昭
和
9
・
1
）
所
収
。
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（
2
1
）
第
二
十
六
巻
所
収
。

（
2
2
）
第
十
巻
（
昭
和
7
・
9
）
所
収
。

（
2
3
）
『
サ
ソ
デ
ー
毎
日
』
初
出
の
ル
ビ
は
「
虹
未
」
。

（
2
4
）
昭
和
封
・
9
初
版
、
平
成
3
・
1
0
増
補
版
、
集
英
社
。

か

　

　

　

モ

ム

　

　

　

せ

い

だ

ん

　

ら

＿

′

　

い

は

つ

（
2
5
）
第
十
四
章
「
七
世
市
川
団
十
郎
」
　
に
、
「
彼
九
は
祖
父
な
る
五
世
団
十
郎
の
衣
鉢
を

い

’

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

ヤ

ー

ノ

が

い

　

ぎ

ん

え

い

つ
ぎ
て
文
筆
の
才
を
も
右
せ
り
き
」
　
と
記
さ
れ
、
「
生
涯
の
吟
詠
」
　
の
何
点
か
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

く

わ

し

る

ゐ

　

　

　

　

r

h

ノ

ひ

（
2
6
）
第
十
四
章
「
七
世
市
川
団
十
郎
」
　
に
、
「
菓
子
類
で
は
、
牛
皮
と
カ
ス
テ
ラ
が

だ
い
か
h
ノ
‘
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
ノ
　
　
の
i
・
F
ん
　
　
　
　
く
わ
　
l
L
や
　
　
　
　
l
 
A
ノ
・
も
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
L
l
な
み
　
　
　
ち
が
　
　
　
　
　
　
r
l
ノ
ひ

大
好
物
に
て
、
上
野
附
近
の
菓
子
屋
へ
注
文
す
る
が
人
並
と
違
ひ
、
牛
皮
は
か
り
は

で

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ト

な

ら

　

さ

く

じ

つ

　

　

あ

つ

ら

　

　

h

出
来
た
て
ゞ
は
い
け
ず
と
て
、
必
ず
昨
日
の
を
誹
へ
て
買
は
し
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。

こ

r

よ

′

、

’

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

や

ぐ

ち

（
2
7
）
例
え
ば
、
「
海
老
蔵
は
、
寛
政
六
年
の
秋
、
小
玉
と
言
う
名
で
市
村
座
の
『
矢
口
の

わ
た
L

渡
』
に
新
田
徳
寿
丸
に
扮
し
た
四
歳
の
初
舞
台
か
ら
、
五
十
の
今
日
ま
で
、
四
十
数
年

の
役
者
生
活
の
中
で
、
今
度
の
『
勧
進
帳
』
程
、
苦
し
い
桔
古
を
し
た
事
は
な
か
っ
た
」

と
い
う
本
文
は
、
次
に
挙
げ
る
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
　
の
文
章
を
借
用
し
た
も
の
と
考

せ
い
だ
ん
　
　
　
ら
l
′
　
　
ど
h
′
ネ
や
＿
ノ
　
　
　
こ
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′
、
わ
ん
せ
い
　
　
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
さ

え
ら
れ
る
。
「
七
世
団
十
郎
は
童
名
を
小
玉
と
い
ひ
、
寛
政
六
年
　
（
四
歳
）
　
秋
、

い
ち
む
ら
ぎ
　
　
　
　
　
　
ゃ
ん
ヽ
ち
　
　
わ
た
し
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
た
と
く
じ
ゆ
t
る
　
　
　
ふ
ん
　
　
　
　
　
ゆ
ら
ひ
や
’
ご
の
す
け
　
　
　
も
り
た
か
ん
や

市
村
座
の
『
矢
口
の
波
』
　
に
、
新
田
徳
寿
九
に
扮
し
、
由
良
兵
庫
之
助
の
森
田
勘
弥
に

か

い

は

，

　

　

　

と

，

り

や

，

　

　

　

　

モ

　

は

つ

‘

た

い

介
抱
さ
れ
て
登
場
せ
L
を
其
の
初
舞
台
と
す
」
　
（
第
十
四
章
「
七
世
市
川
団
十
郎
」
）た

‘
＿

＊
『
サ
ソ
デ
ー
毎
日
』
初
出
の
ル
ビ
は
「
小
玉
」
。

（
2
8
）
註
（
8
）
前
出
。

＊
引
用
文
中
、
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
、
傍
線
は
全
て
私
に
付
け
た
。
ま
た
、

「
流
転
」
本
文
の
引
用
は
、
全
て
『
井
上
靖
全
集
』
第
八
巻
（
平
成
7
・
1
2
、
新
潮

社
）
　
に
よ
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
平
成
九
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

（
「
『
流
転
』
論
－
井
上
靖
文
学
生
成
の
一
過
程
－
」
）
　
を
、
再
考
察
の
上
、
題
目
を
改

め
、
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
ご
意
見
を
戴
い
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

ま
た
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
供
林
況
二
先
生
に
様
々
な
ご
教
示
を
仰
い
だ
。
記
し
て
、
厚

く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

－
　
た
か
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－




