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は
じ
め
に 

 
 

井
上
靖
の
「
本
覚
坊
遺
文
」
は
、『
群
像
』
昭
和
五
十
六
年
一
月
号
か
ら
八
月
号

に
か
け
て
計
六
回
、
不
定
期
連
載
さ
れ
た
。
太
閤
秀
吉
か
ら
死
を
賜
っ
た
千
利
休

に
つ
い
て
、
弟
子
の
本
覚
坊
の
視
点
を
通
し
て
語
っ
た
長
篇
小
説
で
あ
る
。
第
十

四
回
日
本
文
学
大
賞
を
受
賞
し
、
井
上
靖
の
晩
年
に
お
け
る
代
表
作
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
「
本
覚
坊
遺
文
」
は
連
載
完
結
以
来
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
で
あ
り
な
が

ら
も
、
作
者
自
身
の
内
面
が
託
さ
れ
た
「
心
境
小
説
」
あ
る
い
は
「
私
小
説
」
だ

と
評
さ
れ
て
き
た
。

（
１
）

中
で
も
福
田
宏
年
は
『
増
補
井
上
靖
評
伝
覚
』
（
平
成
三
年

十
月
、
集
英
社
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

（
２
）

 

 

（
前
略
）「
本
覚
坊
遺
文
」
は
す
で
に
歴
史
小
説
で
は
な
く
、
歴
史
小
説
の
形
を

借
り
て
、
作
家
生
活
の
最
後
の
飾
り
方
、
つ
ま
り
い
か
に
死
ぬ
か
を
自
ら
に
問

い
か
け
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
こ
の
作
品
の
背
後
か
ら
は
、

自
分
も
ま
た
文
学
の
現
場
で
白
刃
を
振
っ
て
死
と
対
決
し
、
切
り
死
に
し
て
果

て
た
い
と
い
う
、
作
者
自
身
の
張
り
の
あ
る
声
が
聞
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す

る
。 

 

 

「
本
覚
坊
遺
文
」
に
は
、
確
か
に
井
上
靖
の
心
境
が
多
分
に
反
映
さ
れ
、
こ
れ 

ら
先
行
論
の
指
摘
は
概
ね
妥
当
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
を
歴
史
小
説
の

形
を
借
り
た
「
心
境
小
説
」
と
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
具
体

的
か
つ
適
切
な
考
察
が
為
さ
れ
て
き
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
中
で
も
〈
利

休
の
死
（
切
腹
）
〉
を
扱
っ
た
「
本
覚
坊
遺
文
」
か
ら
、
執
筆
時
に
満
七
十
四
歳
を

迎
え
た
井
上
靖
の
心
境
、
特
に
作
家
と
し
て
「
い
か
に
死
ぬ
か
」
と
い
う
自
問
を

読
み
取
る
福
田
宏
年
の
見
解
は
、
作
者
の
モ
チ
ー
フ
を
部
分
的
に
押
さ
え
つ
つ
も
、

い
ま
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

結
論
を
少
し
記
せ
ば
、「
本
覚
坊
遺
文
」
に
は
、
井
上
靖
の
特
に
〈
作
家
〉
と
し

て
の
心
境
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
い
か
に
死
ぬ
か
」
と
い
う
自
問
以
上
に
、

自
ら
の
創
作
活
動
を
振
り
返
っ
た
作
者
の
創
作
観
、
文
学
観
の
表
れ
と
言
え
る
。 

 
以
下
に
考
察
を
進
め
た
い
。 

  
 

 
一 

 
 

「
本
覚
坊
遺
文
」
は
タ
イ
ト
ル
に
見
る
ご
と
く
、
千
利
休
の
弟
子
で
あ
っ
た
本

覚
坊
な
る
人
物
が
遺
し
た
手
記
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
一
章
か
ら
五
章
ま

「
本
覚
坊
遺
文
」
論　

― 

千
利
休
像
と
作
家
井
上
靖 

―

高　

木　

伸　

幸
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で
、
そ
れ
ぞ
れ
東
陽
坊
、
岡
野
江
雪
斎
、
古
田
織
部
、
織
田
有
楽
、
千
宗
旦
ら
千

利
休
と
縁
あ
る
五
人
が
登
場
。
本
覚
坊
と
彼
ら
が
利
休
と
の
思
い
出
を
語
り
合
い

な
が
ら
物
語
は
進
行
す
る
。
五
章
に
続
く
終
章
は
、
五
人
と
語
り
合
っ
た
本
覚
坊

が
利
休
の
思
い
出
を
改
め
て
想
起
し
、
最
後
に
利
休
の
切
腹
当
日
を
夢
に
見
て
い

る
。 

 

井
上
靖
は
こ
の
「
本
覚
坊
遺
文
」
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
桑
田
忠
親
編
著
『
利
休

の
書
簡
』（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
、
河
原
書
店
）
を
参
照
し
、
歴
史
学
者
の
熊
倉

功
夫
や
茶
道
研
究
家
の
江
守
奈
比
古
か
ら
史
料
提
供
を
受
け
た
と
明
か
し
て
い

る
。

（
３
）

「
本
覚
坊
遺
文
」
は
基
本
的
に
は
史
料
に
拠
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
と

言
え
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
・
千
利
休
の
場
合
、「
茶
人
」
と
し
て
の
「
大
き

さ
」「
非
凡
さ
を
知
る
直
接
史
料
と
い
う
も
の
は
な
い
」
。「
利
休
を
偶
像
化
、
神
格

化
し
た
」「
説
話
」
の
類
が
多
い
。

（
４
）

従
っ
て
千
利
休
を
小
説
化
す
る
に
は
、
史
料
に

拠
る
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
作
者
の
想
像
を
含
ん
だ
独
自
の
見
解
を
押
し
出
し

な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
が
独
断
と
受
け
取
ら
れ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
創
り
出
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
小
説
の
語
り
の
方
法
、〈
本
覚
坊
遺

文
〉
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
本
覚
坊
は
利
休
の
弟
子
と
し
て
、
史
料
に
も
わ
ず

か
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
手
記
は
実
在
せ
ず
、
井
上
靖
の

創
作
で
あ
る
。

（
５
）

 

 

こ
の
小
説
に
お
け
る
利
休
の
侘
茶
と
人
物
像
は
、
本
覚
坊
が
東
陽
坊
以
下
五
人

の
証
言
に
自
身
の
感
想
を
加
え
、
集
約
す
る
形
で
表
さ
れ
て
い
く
。
史
料
に
拠
り

つ
つ
も
、
作
者
を
背
後
に
控
え
た
本
覚
坊
の
語
り
が
仲
介
と
な
っ
て
、
井
上
靖
の

見
解
を
多
分
に
含
ま
せ
た
利
休
造
形
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
歴
史
上
に
も

存
在
し
た
本
覚
坊
の
名
の
下
で
語
ら
れ
て
い
く
た
め
、
歴
史
的
な
重
み
を
自
然
に

加
え
な
が
ら
読
者
に
伝
わ
る
。
し
か
も
最
終
的
に
は
本
覚
坊
個
人
の
意
見
を
書
い

た
こ
と
に
な
る
故
、
異
説
等
を
含
め
た
史
料
と
の
相
違
は
責
め
ら
れ
ず
に
済
む
。

井
上
靖
個
人
の
見
解
が
史
実
を
軽
視
し
た
主
観
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
防
ぐ

装
置
と
し
て
、
本
覚
坊
に
よ
る
語
り
が
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
本

覚
坊
遺
文
」
が
史
料
に
拠
っ
た
歴
史
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
作
者
の
心

境
小
説
と
も
評
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
語
り
の
形
式
に
拠
っ
て
、
井
上
靖
自
身

の
内
面
が
よ
り
自
由
に
表
れ
た
結
果
だ
と
言
え
よ
う
。 

 

ち
な
み
に
秋
吉
好
は
、
こ
の
井
上
靖
が
設
定
し
た
語
り
手
に
つ
い
て
、
「
歴
史

上
の
本
覚
坊
暹
好
と
は
、
ま
っ
た
く
違
う
」
と
批
判
し
、「
安
易
な
史
実
の
変
更
」

だ
と
断
じ
て
い
る
（
「
三
井
寺
本
覚
坊
暹
好
の
実
像
」
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
『
異

土
』
第
二
号
）
。
こ
の
秋
吉
の
考
察
は
、「
本
覚
坊
遺
文
」
発
表
か
ら
約
三
十
年
を

経
て
同
作
を
捉
え
直
し
た
試
み
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
井
上
靖
が
「
本

覚
坊
遺
文
」
を
執
筆
し
た
当
時
に
は
未
発
掘
で
あ
っ
た
新
史
料
に
多
く
を
拠
っ
て

い
る
故
に
、
創
作
方
法
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
必
ず
し
も
適
切
と
言
え
な
い
。

（
６
）

本
論
で
は
上
述
の
ご
と
く
、
作
者
の
自
由
な
見
解
を
歴
史
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

保
っ
て
表
現
で
き
る
語
り
の
方
法
と
し
て
評
価
し
た
い
。 

 

二 

 
 

井
上
靖
が
本
覚
坊
の
語
り
を
通
し
て
、
千
利
休
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
、

少
し
具
体
的
に
確
か
め
て
み
た
い
。 

 

一
章
に
お
い
て
、
東
陽
坊
と
の
対
話
の
中
で
、
太
閤
の
勘
気
に
触
れ
追
放
の
命

を
受
け
た
利
休
が
話
題
と
な
る
。
そ
の
折
、
本
覚
坊
は
、
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）

年
二
月
十
三
日
、
謹
慎
先
の
堺
へ
向
け
て
淀
川
を
降
っ
た
船
上
の
利
休
の
姿
を
想
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像
す
る
。
そ
し
て
実
際
に
見
た
わ
け
で
は
な
い
そ
の
利
休
の
顔
が
、
あ
る
茶
事
で

自
分
が
直
接
見
た
利
休
の
顔
と
同
じ
だ
と
考
え
て
い
る
。
天
正
十
六
（
一
五
八
八
）

年
九
月
四
日
、
古
渓
和
尚
送
別
の
茶
事
で
あ
る
。
古
渓
は
太
閤
の
怒
り
に
触
れ
、

九
州
へ
の
配
流
が
決
ま
っ
て
い
た
。
利
休
は
そ
の
茶
事
を
太
閤
の
邸
宅
・
聚
楽
第

の
屋
敷
内
に
て
開
催
し
、
床
に
は
大
胆
に
も
太
閤
か
ら
預
か
っ
た
掛
物
を
無
断
で

使
用
し
て
い
た
。 

 

一
つ
は
想
像
に
よ
り
、
い
ま
一
つ
は
直
接
目
に
し
た
、
こ
れ
ら
利
休
の
顔
に
つ

い
て
、
本
覚
坊
は
次
の
ご
と
く
語
っ
て
い
る
。 

 

（
前
略
）
堺
へ
降
る
船
の
中
の
師
利
休
の
そ
の
お
顔
も
、
お
姿
も
、
太
閤
さ
ま

に
お
向
け
に
な
っ
て
い
る
お
顔
で
あ
り
、
お
姿
で
あ
る
、
そ
う
い
う
思
い
が
強

く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
聚
楽
第
の
お
屋
敷
に
於
い
て
の
そ
れ
は
、
太

閤
さ
ま
の
御
権
力
へ
お
挑
み
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
堺
へ
降
る
船
の
中
の
お

顔
や
お
姿
は
、
そ
れ
に
対
す
る
太
閤
さ
ま
の
仕
返
し
を
、
面
を
上
げ
て
お
受
け

に
な
っ
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
、
そ
ん
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。 

 
 

太
閤
に
よ
る
追
放
の
命
を
受
け
て
利
休
が
淀
川
を
降
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
古
渓

和
尚
送
別
の
茶
事
も
、
ど
ち
ら
も
多
く
の
利
休
関
連
の
文
献
で
史
実
と
し
て
言
及

さ
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
の
茶
事
に
は
、
本
覚
坊
が
同
席
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。

（
７
）

一
方
、
と
も
に
「
太
閤
さ
ま
に
お
向
け
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
利

休
の
「
お
顔
」
「
お
姿
」
は
、
も
ち
ろ
ん
井
上
靖
の
創
造
で
あ
る
。 

 

井
上
靖
は
史
料
を
参
照
し
た
上
で
、
太
閤
と
い
う
権
力
に
挑
み
、
権
力
に
よ
る

仕
返
し
を
逃
げ
る
こ
と
な
く
、
正
面
か
ら
受
け
る
人
物
と
し
て
利
休
を
描
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
利
休
と
太
閤
の
対
決
の
姿
勢
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
。
例
え
ば
そ
の
こ
と
は
、
四
章
に
お
け
る
織
田
有
楽
の
台
詞
か
ら
も
確
認
で
き

よ
う
。
利
休
の
侘
茶
は
「
遊
び
で
は
な
く
な
」
っ
た
と
言
い
、
か
つ
利
休
が
好
ん

だ
狭
い
茶
室
は
「
と
か
く
真
剣
勝
負
に
な
る
。
真
剣
勝
負
に
な
る
と
、
勝
ち
負
け

に
な
る
。（
中
略
）
死
を
賜
り
か
ね
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
利
休
は
太
閤
に
臆
せ

ず
、
死
を
も
恐
れ
ず
、
自
ら
の
侘
茶
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
、
い
わ
ば
気
性
の
激

し
い
人
物
と
し
て
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

な
お
こ
う
い
っ
た
利
休
像
に
お
い
て
、
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
右
の

引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
語
り
手
・
本
覚
坊
は
、
自
ら
の
発
言
の
多
く
を
「
そ

う
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
お
り
ま
す
」
「
そ
ん
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
」
と

い
っ
た
類
の
語
句
で
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
利
休
像
は
、
あ
く
ま
で
本
覚
坊
の

目
に
映
り
、
本
覚
坊
が
思
い
、
考
え
た
そ
れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
先
に
も
指

摘
し
た
通
り
、
歴
史
離
れ
と
の
批
判
を
受
け
ず
に
、
自
ら
の
見
解
を
自
在
に
打
ち

出
し
て
い
く
方
法
と
し
て
、
井
上
靖
は
本
覚
坊
に
こ
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。 

 

二
章
に
目
を
向
け
る
と
、
岡
野
江
雪
斎
と
の
対
話
を
切
っ
掛
け
に
、
本
覚
坊
は

山
崎
の
妙
喜
庵
の
茶
室
で
の
、
あ
る
出
来
事
を
思
い
出
し
て
い
る
。
茶
室
に
は
利

休
の
他
に
二
人
の
人
物
が
存
し
、
外
に
居
た
本
覚
坊
の
耳
に
は
、
茶
室
の
中
か
ら

次
の
よ
う
な
激
し
い
口
調
が
聞
こ
え
て
く
る
。 

 

 
―
〝
無
〟
と
書
い
た
軸
を
掛
け
て
も
、
何
も
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
〝
死
〟

と
書
い
た
軸
の
場
合
は
、
何
も
か
も
な
く
な
る
。
〝
無
〟
で
は
な
く
な
ら
ん
。

〝
死
〟
で
は
な
く
な
る
！ 

 
 

本
覚
坊
は
、
茶
室
に
利
休
が
迎
え
て
い
た
二
人
の
客
人
の
中
、
一
人
は
利
休
の
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弟
子
の
茶
人
・
山
上
宗
二
で
あ
り
、
右
の
言
葉
を
発
し
た
の
も
彼
で
は
な
か
っ
た

か
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
も
う
一
人
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
こ
れ
も
利
休
の
弟

子
の
茶
人
・
古
田
織
部
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
。
千
利
休
、
山
上
宗

二
、
古
田
織
部
の
三
人
は
、
い
ず
れ
も
切
腹
に
よ
る
死
を
迎
え
て
い
る
。
本
覚
坊

は
、
こ
の
妙
喜
庵
の
茶
室
で
の
一
席
は
三
人
が
死
の
盟
約
を
取
り
交
わ
し
た
場
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。 

 

山
上
宗
二
ら
し
き
人
物
が
発
し
た
「
〝
無
〟
で
は
な
く
な
ら
ん
。
〝
死
〟
で
は

な
く
な
る
」
に
つ
い
て
は
、
利
休
関
連
の
文
献
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

場
面
は
井
上
靖
に
よ
る
明
ら
か
な
創
作
と
言
え
る
。

（
８
）

 

 

こ
の
場
面
と
関
連
し
て
、
四
章
で
は
、
織
田
有
楽
が
「
宗
二
も
腹
を
切
っ
た
。

利
休
ど
の
も
腹
を
切
っ
た
。
織
部
ど
の
も
腹
を
切
っ
た
。
茶
人
と
い
う
も
の
は
み

ん
な
腹
を
切
る
」
と
語
っ
た
上
に
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。 

 

 

―
利
休
ど
の
は
た
く
さ
ん
武
人
の
死
に
立
ち
合
っ
て
い
る
。
ど
の
く
ら
い

の
武
人
が
、
利
休
ど
の
の
点
て
る
茶
を
飲
ん
で
、
そ
れ
か
ら
合
戦
に
向
か
っ
た

こ
と
か
。
そ
し
て
討
死
し
た
こ
と
か
。
あ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
非
業
の
死
に
立
ち

合
っ
て
い
た
ら
、
義
理
に
も
畳
の
上
で
は
死
ね
ぬ
だ
ろ
う
。 

  

本
覚
坊
は
、
こ
れ
ら
織
田
有
楽
の
言
葉
を
受
け
て
、
利
休
は
「
た
く
さ
ん
の
武

人
の
方
々
の
死
の
固
め
の
式
に
立
ち
合
っ
」
た
と
の
感
想
を
抱
く
。 

 

す
な
わ
ち
井
上
靖
は
、「
本
覚
坊
遺
文
」
に
お
い
て
、
千
利
休
は
も
ち
ろ
ん
、
利

休
門
下
の
山
上
宗
二
、
古
田
織
部
の
二
人
を
も
含
め
た
彼
ら
三
人
の
侘
茶
に
つ
い

て
、
戦
国
乱
世
と
い
う
時
代
背
景
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
茶
の
席
は
、
自

ら
の
死
を
覚
悟
す
る
「
死
の
固
め
の
式
」
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
利
休
、

宗
二
、
織
部
ら
三
人
は
、
侘
茶
の
席
を
通
し
て
常
に
「
死
」
と
向
か
い
合
い
、
自

ら
も
最
後
は
「
腹
を
切
る
」
に
至
っ
た
茶
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

利
休
の
侘
茶
を
「
死
の
固
め
の
式
」
と
捉
え
る
、
こ
の
「
本
覚
坊
遺
文
」
で
の

解
釈
は
、
野
上
弥
生
子
「
秀
吉
と
利
休
」（
昭
和
三
十
七
年
一
月
～
三
十
八
年
九
月

『
中
央
公
論
』
）
な
ど
、
本
作
に
先
行
す
る
利
休
を
扱
っ
た
作
品
に
は
見
ら
れ
な

い
。
井
上
靖
の
独
創
と
し
て
評
価
で
き
る
。
旧
制
第
四
高
等
学
校
在
学
中
に
は
柔

道
部
主
将
で
あ
っ
た
井
上
靖
は
、
如
何
に
も
気
性
の
激
し
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）

こ
の
作
家
ら
し
い
侘
茶
の
表
現
と
言
え
よ
う
。
利
休
の
人
物

像
と
し
て
、
井
上
靖
そ
の
人
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

 

し
か
し
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
、
利
休
自
身
が
「
死
の
固
め
の
式
」
を
行
わ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
直
接
の
原
因
、
つ
ま
り
〈
利
休
は
な
ぜ
太
閤
か
ら
死
を
賜
っ
た

か
〉
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
十
分
な
追
求
が
為
さ
れ
て
い
な
い
。
五
章
に
て
、
利

休
の
孫
で
あ
る
宗
旦
と
の
対
話
の
後
、
本
覚
坊
は
次
の
ご
と
く
推
測
し
て
い
る
。 

 

 

永
年
、
あ
の
よ
う
に
重
く
用
い
、
い
か
な
る
こ
と
も
お
許
し
に
な
っ
て
い
た

御
茶
頭
利
休
に
対
し
て
、
太
閤
さ
ま
が
あ
の
よ
う
に
お
怒
り
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
、
あ
の
時
期
に
於
て
は
、
た
だ
一
つ
の
場
合
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
御
自
分
が
全
力
を
挙
げ
て
為
し
と
げ
よ
う
と
し
て
お
り
、

そ
し
て
そ
の
時
の
到
来
を
、
今
や
遅
し
と
、
息
を
ひ
そ
め
て
待
っ
て
お
ら
れ
た

朝
鮮
出
兵
の
問
題
に
関
し
て
、
師
利
休
が
お
気
に
召
さ
な
い
こ
と
を
口
走
り
、

そ
れ
が
お
耳
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。 

  

こ
の
本
覚
坊
の
語
り
は
、
野
上
弥
生
子
「
秀
吉
と
利
休
」
を
如
何
に
も
彷
彿
さ

せ
る
。
同
作
で
は
、
石
田
三
成
の
画
策
も
あ
っ
て
、
利
休
の
些
細
な
呟
き
が
、「
唐
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御
陣
（
注
、
朝
鮮
出
兵
）
は
明
智
討
ち
の
よ
う
に
は
い
く
ま
い
」
と
発
言
し
た
と

い
う
噂
に
な
っ
て
広
ま
り
、
そ
れ
が
太
閤
の
耳
に
も
届
き
、
勘
気
を
蒙
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

井
上
靖
が
「
秀
吉
と
利
休
」
を
読
ん
で
い
た
の
は
、
エ
ッ
セ
イ
等
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。

（
１
０
）

桑
田
忠
親
は
『
千
利
休
研
究
』
（
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
、
東
京
堂
出

版
）
で
、「
秀
吉
と
利
休
」
の
影
響
も
あ
っ
て
、
朝
鮮
出
兵
反
対
説
が
利
休
賜
死
の

原
因
と
し
て
一
般
に
広
く
定
着
し
た
も
の
の
、「
史
実
と
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
、

実
証
性
に
欠
け
る
し
、
傍
証
も
、
納
得
性
も
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。「
本
覚
坊
遺

文
」
も
「
秀
吉
と
利
休
」
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
解
釈
を
幾
分
安
易
に
受
け
継
い

で
し
ま
っ
た
気
配
が
な
く
も
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
側
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。 

 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、「
本
覚
坊
遺
文
」
に
お
け
る
井
上
靖
の
表
現
意
図
を
逆

説
的
に
示
し
て
い
よ
う
。「
本
覚
坊
遺
文
」
は
、
史
実
に
基
づ
い
た
歴
史
小
説
の
体

裁
を
取
り
つ
つ
も
、〈
利
休
の
茶
〉
及
び
〈
利
休
の
賜
死
〉
に
関
わ
る
〈
歴
史
の
真

実
〉
を
本
格
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
小
説
で
は
決
し
て
な
い
。
史
料
に
拠

っ
た
千
利
休
像
を
表
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
見
せ
な
が
ら
も
、
実
は
語
り
手
・
本
覚

坊
の
、
そ
の
自
在
な
語
り
口
の
中
に
、
よ
り
重
要
な
井
上
靖
の
裏
の
モ
チ
ー
フ
を

隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

三 

 
 

本
論
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
福
田
宏
年
は
「
本
覚
坊
遺
文
」
か
ら
、
作
家
と

し
て
「
い
か
に
死
ぬ
か
」
と
い
う
井
上
靖
の
自
問
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
利
休
の

侘
茶
を
「
死
の
固
め
の
式
」
と
捉
え
る
解
釈
よ
り
、
執
筆
時
に
満
七
十
四
歳
を
迎

え
、
自
分
の
死
を
意
識
し
始
め
た
作
家
の
心
境
が
確
か
に
窺
わ
れ
よ
う
。
こ
の
小

説
の
一
側
面
と
し
て
、
決
し
て
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。 

 

た
だ
し
、
そ
の
上
で
注
意
し
た
い
の
は
、
戦
国
時
代
を
背
景
と
し
た
利
休
の
侘

茶
に
つ
い
て
、
こ
の
小
説
で
は
現
在
進
行
形
で
描
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一

章
は
利
休
の
切
腹
か
ら
約
六
年
後
に
あ
た
る
慶
長
二
（
一
五
九
七
）
年
に
設
定
さ

れ
、
以
降
章
を
追
う
ご
と
に
時
代
は
下
り
、
終
章
は
利
休
の
死
か
ら
約
三
十
年
後
、

元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
最
も
早
い
段
階
で
あ
る
一
章
に

お
い
て
既
に
、
東
陽
坊
が
本
覚
坊
と
の
対
話
の
中
で
、「
乱
世
の
茶
も
終
っ
た
！
」

「
茶
室
に
入
っ
て
茶
を
頂
き
、
茶
室
を
出
る
と
戦
場
に
向
か
う
（
中
略
）
そ
う
い

う
時
代
は
終
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
も
大
坂
夏
の
陣
の
後
に
自
刃
し
た
古
田
織
部
を
除
い
て
、
語
り
手
・
本
覚

坊
を
含
め
た
主
要
登
場
人
物
五
人
は
、
物
語
の
現
在
に
お
い
て
、
戦
乱
の
渦
中
に

在
る
わ
け
で
な
く
、
死
に
直
面
し
た
立
場
に
置
か
れ
て
は
い
な
い
。
利
休
の
侘
茶

を
次
第
に
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
戦
国
乱
世
の
そ
れ
と
し
て
回
顧
し
、
東
陽
坊
も
、

岡
野
江
雪
斎
も
、
織
田
有
楽
も
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
ご
く
自
然
な
死
を
迎
え
て

い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
死
」
と
「
乱
世
」
は
、
作
家
が
執

筆
時
に
直
面
し
て
い
た
相
手
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
以
上
に
過
去
を
顧
み
て
想
起

さ
れ
た
何
か
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
覚
坊
の
語
り
の
中
か
ら
、
物
語
の
冒
頭
と
結
末
近

く
に
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
た
、
二
つ
の
場
面
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
見
え
て
こ
よ

う
。 

 

ま
ず
一
章
の
中
で
、
本
覚
坊
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
利
休
の
切
腹
か
ら

「
二
十
日
ほ
ど
経
っ
た
頃
」
に
見
た
「
夢
の
お
話
」
で
あ
る
。 
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（
10
）



 

冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
が
一
本
続
い
て
お
り
ま
し
た
。
余
人
の
誰
も
が
踏
み
込

め
よ
う
と
は
思
わ
れ
ぬ
、
一
木
、
一
草
と
て
な
い
、
長
い
長
い
小
石
の
道
で
ご

ざ
い
ま
す
。（
中
略
）
／
そ
の
時
ふ
と
気
付
い
た
の
で
す
が
、
私
か
ら
か
な
り
離

れ
た
前
方
を
、
も
う
一
人
の
人
間
が
歩
い
て
お
り
ま
す
。
す
ぐ
師
利
休
だ
と
気

付
き
ま
し
た
。
あ
あ
、
自
分
は
師
の
お
供
を
し
て
こ
の
淋
し
い
道
を
、
冥
界
の

道
を
歩
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。（
中
略
）
／
そ
う
だ
、
い
ま
自
分
は
師

の
お
供
を
し
て
、
聚
楽
第
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
誰
も
が
踏

み
込
め
な
い
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
は
、
や
が
て
京
の
都
に
入
っ
て
行
く
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。（
中
略
）
／
そ
の
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
が
、
京
の
町
の
た
だ
中

を
突
切
っ
て
聚
楽
第
の
中
に
入
っ
て
い
る
（
後
略
） 

  

次
い
で
終
章
に
て
、
本
覚
坊
は
以
下
の
ご
と
く
語
っ
て
い
る
。
織
田
有
楽
の
葬

儀
に
向
か
う
も
悪
寒
に
襲
わ
れ
て
引
き
返
し
、
そ
の
際
の
半
ば
夢
の
ご
と
き
体
験

で
あ
る
。 

 

（
前
略
）
あ
あ
、
こ
の
道
は
い
つ
か
師
利
休
の
お
供
を
し
て
歩
い
た
、
あ
の
夢

の
中
の
道
だ
と
思
っ
た
。（
中
略
）
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
が
一
本
続
い
て
い
る
。

（
中
略
）
あ
の
夢
の
中
で
、
冥
界
の
道
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
道
で
は
な
い

か
、
そ
れ
で
な
く
て
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
魂
の
冷
え
上
が
る
淋
し
い
道
が

続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
が
、
今
も
全
く
同
じ
気
持
で
あ
っ
た
。

（
後
略
）
／
い
ま
師
と
自
分
が
歩
い
て
い
る
道
は
、
ま
さ
し
く
京
に
入
り
、
聚

楽
第
の
ま
ん
中
を
突
き
ぬ
け
、
そ
れ
か
ら
ま
た
京
を
出
て
、
更
に
そ
の
先
へ
真

直
ぐ
に
ど
こ
ま
で
も
伸
び
て
い
る
道
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
し
て
そ
の

道
の
ず
っ
と
先
を
、
師
は
お
ひ
と
り
で
お
歩
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

あ
る
。（
中
略
）
／
師
お
ひ
と
り
の
道
で
あ
る
。
師
以
外
、
誰
も
踏
み
込
め
ぬ
道

で
あ
る
。
師
以
外
誰
が
こ
の
よ
う
に
淋
し
い
道
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。 

  

こ
れ
ら
本
覚
坊
が
夢
の
中
で
見
た
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
・
小
説
「
猟
銃
」（
昭
和
二
十
四
年
十
月
『
文
学
界
』
）

に
お
い
て
、「
落
莫
と
し
た
白
い
河
床
」
と
し
て
描
い
て
以
来
、
井
上
靖
が
繰
り
返

し
表
し
て
き
た
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
を
歩
く
利

休
に
よ
っ
て
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
こ
の
小

説
の
モ
チ
ー
フ
が
よ
り
深
い
場
所
か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
。 

 

右
の
引
用
の
ど
ち
ら
に
も
、
そ
の
道
が
「
冥
界
の
道
」
の
よ
う
だ
と
記
さ
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
利
休
の
侘
茶
の
道
が
戦
国
乱
世
の
中
、
死

を
覚
悟
し
た
取
り
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
に
は
表
し
て
い
る
。
ま
た
小
説

「
猟
銃
」
で
は
、
「
落
莫
と
し
た
白
い
河
床
」
が
描
か
れ
た
作
中
詩
に
お
い
て
、

「
中
年
の
孤
独
な
る
精
神
と
肉
体
」
と
の
詩
句
が
見
ら
れ
、
小
説
に
先
行
す
る
散

文
詩
「
猟
銃
」（
昭
和
二
十
三
年
十
月
『
詩
文
化
』
）
に
も
、「
人
生
の
白
い
河
床
を

の
ぞ
き
見
た
中
年
の
孤
独
な
る
精
神
と
肉
体
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
同

様
に
「
本
覚
坊
遺
文
」
で
も
、「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
が
「
魂
の
冷
え
上
が
る
淋

し
い
道
」
で
あ
り
、「
師
お
ひ
と
り
の
道
」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て

い
る
。 

 
つ
ま
り
本
作
に
お
け
る
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
は
、
侘
茶
の
道
で
死
と
向
か

い
合
い
な
が
ら
、
誰
に
も
頼
る
こ
と
な
く
一
人
闘
う
、
利
休
の
孤
独
な
生
の
表
現

だ
と
ひ
と
ま
ず
言
え
よ
う
。 

 

小
説
「
猟
銃
」
で
「
白
い
河
床
」
を
描
い
て
か
ら
約
五
年
後
、
井
上
靖
は
『
大
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衆
文
学
代
表
作
全
集
８
井
上
靖
集
』（
昭
和
三
十
年
三
月
、
河
出
書
房
）
の
巻
頭
に

次
の
よ
う
な
自
筆
筆
碩
を
掲
げ
て
い
る
。 

 

 

戦
国
時
代
ほ
ど
人
々
の
運
命
が
あ
ら
わ
に
見
え
る
時
代
は
な
い
。 

 

月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
一
本
の
川
筋
の
よ
う
に
。 

  

こ
れ
は
「
白
い
河
床
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
白
い
河
床
」
を
大
い
に
彷
彿

さ
せ
る
。「
本
覚
坊
遺
文
」
に
お
け
る
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
は
、
こ
の
イ
メ
ー

ジ
と
同
様
に
、
〈
利
休
の
孤
独
な
生
〉
を
戦
国
時
代
の
一
つ
の
運
命
と
し
て
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。 

井
上
靖
は
「
風
林
火
山
」（
昭
和
二
十
八
年
十
月
～
二
十
九
年
十
二
月
『
小
説
新

潮
』
）
を
初
め
と
す
る
戦
国
物
、
い
わ
ゆ
る
時
代
小
説
を
数
多
く
手
掛
け
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
武
士
同
士
の
戦
い
を
物
語
の
中
心
に
据
え
、
合
戦
の
場
面
を
躍
動
的
に

描
い
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
娯
楽
色
の
強
い
時
代
小
説
と
は
大
き
く
視
点
を
変
え
、

「
本
覚
坊
遺
文
」
は
、
利
休
の
侘
茶
を
中
心
に
戦
国
時
代
を
捉
え
直
し
た
小
説
で

も
あ
ろ
う
。
実
際
「
本
覚
坊
遺
文
」
の
終
章
で
は
、
語
り
手
の
夢
の
中
で
、
利
休

が
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
を
「
戦
国
乱
世
の
茶
の
道
」
で
「
利
休
ひ
と
り
の
道
」

だ
と
言
い
、
た
だ
し
利
休
の
「
少
し
先
」
を
「
山
上
宗
二
」
が
、
利
休
の
「
あ
と
」

を
「
古
田
織
部
」
が
「
歩
い
て
行
っ
て
い
る
」
と
も
語
っ
て
い
る
。「
戦
国
乱
世
」

に
生
き
る
茶
人
と
し
て
、
利
休
、
宗
二
、
織
部
の
三
人
は
侘
茶
に
命
が
け
で
取
り

組
み
、「
切
腹
」
と
い
う
最
期
に
向
か
っ
て
い
く
。
そ
の
「
運
命
」
の
過
程
が
「
冷

え
枯
れ
た
磧
の
道
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
井
上
靖
が
「
本
覚
坊
遺
文
」
執
筆
の
構
想
を
本
格
的
に
練
り
始
め
て
い

た
時
期
の
文
章
を
挙
げ
て
み
た
い
。
幾
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
や
対
談
等
か
ら
、
井
上

靖
は
昭
和
五
十
年
前
後
か
ら
、
同
作
執
筆
の
準
備
を
本
格
化
さ
せ
て
い
た
と
推
察

で
き
る
。

（
１
１
） 

ま
ず
井
上
靖
は
、
茶
道
の
心
得
を
タ
イ
ト
ル
に
付
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
わ
が
一
期

一
会
」（
昭
和
四
十
九
年
五
月
五
日
～
五
十
年
一
月
二
十
六
日
『
毎
日
新
聞
（
日
曜

版
）
』
）
を
連
載
す
る
中
で
、「
自
分
の
過
去
を
埋
め
て
い
る
茫
々
た
る
磧
」
と
の
語

句
を
用
い
て
い
る
。

（
１
２
） 

次
い
で
自
伝
エ
ッ
セ
イ
「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」

（
１
３
）

（
昭
和
五
十
二
年
一
月
一
、
三

日
～
三
十
一
日
『
日
本
経
済
新
聞
』
）
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

  

芥
川
賞
を
受
け
た
の
が
（
注
、
昭
和
）
二
十
五
年
だ
か
ら
、
作
家
生
活
二
十

六
年
、
そ
の
間
に
、
ざ
っ
と
算
え
て
、
長
、
中
篇
併
せ
て
五
十
篇
、
短
篇
百
八

十
篇
を
書
い
て
い
る
。（
中
略
）
こ
う
し
た
作
品
の
群
れ
が
、
自
分
の
歩
い
て
来

た
道
を
埋
め
て
い
る
。
／
そ
の
自
分
が
作
家
と
し
て
歩
い
て
来
た
道
を
振
り
返

っ
て
見
る
と
、
茫
々
た
る
雑
草
が
か
な
り
長
い
一
本
の
道
を
埋
め
て
い
る
感
じ

で
あ
る
。（
中
略
）
ま
た
時
に
は
、
雑
草
に
覆
わ
れ
た
道
に
は
見
え
な
い
で
、
一

本
の
長
い
磊
々
た
る
磧
の
道
に
見
え
る
。
大
小
の
石
が
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
い

る
。
こ
の
方
も
ま
た
荒
涼
た
る
眺
め
で
あ
る
。（
中
略
）
／
と
も
あ
れ
、
雑
草
の

道
で
あ
れ
、
磧
の
道
で
あ
れ
、
私
が
自
分
の
足
で
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
造
っ
て

来
た
道
で
あ
る
。
自
分
の
足
跡
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
私
が
こ
れ
か
ら
歩
く

道
も
、
こ
れ
に
続
い
て
の
び
て
ゆ
く
。 

 

「
茫
々
た
る
磧
」「
一
本
の
長
い
磊
々
た
る
磧
の
道
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

「
白
い
河
床
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
に
重
な
る
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
。「
白
い
河
床
」
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
で
描
か
れ
た
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（
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）

（
12
）

（
13
）



イ
メ
ー
ジ
も
、
「
本
覚
坊
遺
文
」
へ
と
モ
チ
ー
フ
が
通
底
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。
井
上
靖
は
「
わ
が
一
期
一
会
」
お
い
て
、
自
ら
の
人
生
で
経
験
し
た
大
切
な

出
会
い
を
振
り
返
り
、「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」
で
は
、
自
身
の
人
生
、
特
に
作
家
と

し
て
歩
ん
で
き
た
過
程
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
「
本
覚
坊
遺
文
」
に
お
い
て
は
、

「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
を
利
休
に
歩
か
せ
る
こ
と
で
、
戦
国
乱
世
に
お
け
る
利

休
の
孤
独
な
生
を
表
し
つ
つ
、
文
壇
的
処
女
作
「
猟
銃
」
と
芥
川
賞
作
「
闘
牛
」

（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
『
文
学
界
』
）
に
始
ま
る
作
家
自
身
の
創
作
活
動
の
過

程
を
半
ば
無
意
識
の
ま
ま
振
り
返
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

例
え
ば
「
本
覚
坊
遺
文
」
一
章
で
は
、
語
り
手
と
東
陽
坊
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、

利
休
の
言
葉
「
侘
数
寄
常
住
、
茶
之
湯
肝
要
」
を
紹
介
し
、
二
章
で
は
、
や
は
り

本
覚
坊
と
岡
野
江
雪
斎
の
対
話
の
中
で
、
連
歌
の
言
葉
「
枯
レ
カ
ジ
ケ
テ
寒
カ
レ
」

に
対
す
る
利
休
の
師
・
紹
鷗
の
感
想
「
茶
ノ
湯
ノ
果
テ
モ
カ
ク
ア
リ
タ
キ
」
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
対
し
て
井
上
靖
は
「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」
の
連
載
終
了
よ
り
約

半
年
後
、「
枯
れ
か
じ
け
て
寒
き
」（
昭
和
五
十
二
年
七
月
『
季
刊
芸
術
』
）
と
題
す

る
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
利
休
、
紹
鷗
に
よ
る
こ
れ
ら
の
言
葉
を
紹
介

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
倣
っ
た
作
家
と
し
て
の
「
自
戒
の
言
葉
」
と
し
て
、

「
作
家
精
神
、
常
住
に
候
、
創
作
、
肝
要
に
候
」「
文
学
の
果
て
も
ま
た
か
く
あ
り

た
き
」
「
枯
れ
か
じ
け
て
寒
き
、
常
住
に
候
、
創
作
、
肝
要
に
候
」
と
書
い
て
い

る
。

（
１
４
）

井
上
靖
が
、
本
覚
坊
の
視
点
に
よ
っ
て
茶
人
・
利
休
を
描
き
な
が
ら
、
作
家

と
し
て
の
自
ら
の
在
り
方
を
見
つ
め
直
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら

も
確
か
め
ら
れ
よ
う
。 

加
え
て
井
上
靖
は
、
こ
れ
も
「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」
の
中
で
、「
闘
牛
」（
昭
和

二
十
四
年
十
二
月
『
文
学
界
』
）
に
よ
る
芥
川
賞
受
賞
に
触
れ
、
そ
の
際
に
佐
藤
春

夫
か
ら
貰
っ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
を
回
想
し
て
い
る
。 

  

―
あ
な
た
は
何
で
も
こ
な
せ
る
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
放
っ
て
お
か

な
い
で
し
ょ
う
。
橋
は
す
で
に
焼
か
れ
た
。
あ
と
は
斬
死
、
、
す
る
ば
か
り
で
す
よ
。 

 

井
上
靖
は
芥
川
賞
受
賞
直
後
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
文
学
と
私
」
（
昭
和
二

十
五
年
七
月
『
沼
津
東
高
新
聞
』
）
の
中
で
も
、
こ
の
佐
藤
春
夫
の
言
葉
を
取
り
上

げ
、
「
私
が
多
く
の
先
輩
友
人
か
ら
得
た
激
励
の
言
葉
の
中
で
、
こ
れ
が
一
番
心

に
し
み
た
有
難
い
言
葉
だ
っ
た
」
と
記
し
、
「
文
学
す
る
こ
と
の
き
び
し
さ
を
戦

場
に
た
と
え
、
そ
こ
で
倒
れ
る
ま
で
闘
え
と
い
う
意
味
で
、
文
学
す
る
こ
と
が
、

い
か
に
苛
烈
な
も
の
で
あ
る
か
を
、（
注
、
佐
藤
）
先
生
は
改
め
て
私
に
諭
し
て
下

さ
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。 

文
壇
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
お
よ
そ
十
年
間
、
昭
和
三
十
年
代
半
ば
に
至
る
ま
で
の
井

上
靖
の
創
作
活
動
は
、
ま
さ
に
こ
の
佐
藤
春
夫
の
言
葉
に
暗
示
さ
れ
た
通
り
で
あ

っ
た
。
文
芸
誌
に
限
ら
ず
、
新
聞
、
週
刊
誌
等
を
含
め
た
巨
大
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

よ
り
注
文
が
殺
到
し
、
井
上
靖
は
そ
れ
ら
を
全
て
断
る
こ
と
な
く
引
き
受
け
、「
昭

和
二
十
五
年
か
ら
昭
和
三
十
五
、
六
年
に
至
る
ほ
ぼ
十
年
間
は
、
こ
れ
が
一
人
の

人
間
に
書
き
得
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
多
作
を
し
て
い
る
」

（
１
５
）

。
例
え
ば
昭
和
二
十

六
年
に
は
、
一
年
間
で
長
篇
、
短
篇
併
せ
て
三
十
七
本
も
の
小
説
を
発
表
す
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

（
１
６
） 

し
か
し
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
佐
藤
春
夫
の
言
葉
に
対
す
る
井
上
靖

の
受
け
止
め
方
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
注
文
が
殺
到
し
、
濫
作
せ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
す
る
佐
藤
の
言
葉
に
対
し
て
、
井
上
靖
は
決
し

て
怯
え
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
感
謝
し
、
前
向
き
な
姿
勢
で
受
け
止
め
て
い
る
。

そ
し
て
佐
藤
春
夫
か
ら
頂
戴
し
た
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、
敢
え
て
「
斬
死
」
と
い
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）

（
15
）

（
16
）



う
表
記
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
斬
死
」
と
い
う
表
記
は
辞
書
に
掲
載
さ
れ

て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
本
来
「
惨
死
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 

す
な
わ
ち
芥
川
受
賞
の
直
後
、
井
上
靖
は
近
い
将
来
に
お
け
る
自
身
の
作
家
像

を
、「
戦
場
」
で
斬
り
合
う
ご
と
く
闘
い
、「
切
腹
」
を
も
覚
悟
す
る
武
人
の
よ
う

に
思
い
浮
か
べ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」
を
執
筆
し

た
時
点
に
お
い
て
も
、
多
作
を
続
け
た
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
約
十
年
間
の
自
分
の

姿
に
つ
い
て
、
や
は
り
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
で
回
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
文
学
の
現
場
で
白
刃
を
振
っ
て
死
と
対
決
し
、
切
り
死
に
し
て
果
て
た
い
」
と

い
う
、
福
田
宏
年
が
指
摘
す
る
七
十
四
歳
の
井
上
靖
の
自
問
と
通
じ
つ
つ
も
、
決

し
て
同
じ
で
は
な
い
。
井
上
靖
は
作
家
デ
ビ
ュ
ー
当
初
よ
り
、
つ
ま
り
晩
年
に
至

っ
て
死
を
意
識
す
る
よ
り
遥
か
以
前
か
ら
、
小
説
の
創
作
を
単
な
る
知
性
の
産
物

で
な
く
、
命
が
け
で
取
り
組
む
べ
き
行
為
と
見
做
し
て
き
た
。
年
齢
や
肉
体
の
衰

え
と
は
無
関
係
に
抱
い
て
い
た
、
そ
の
独
特
の
創
作
観
が
、「
本
覚
坊
遺
文
」
に
は

表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
来
て
「
本
覚
坊
遺
文
」
に
お
け
る
千
利
休
像
が
、
井
上
靖
の
人
物
像
を

単
に
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
井
上
靖
の
考
え
る
作
家
の
あ
る
べ
き
姿
、
一

つ
の
理
想
像
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
よ
う
。
「
斬
死
」
を
覚

悟
し
た
〈
作
家
・
井
上
靖
〉
の
激
し
い
創
作
姿
勢
が
、「
切
腹
」
を
覚
悟
し
た
〈
茶

人
・
利
休
〉
の
侘
茶
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
ご
く
自
然
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。 物

語
の
ほ
ぼ
末
尾
に
近
い
終
章
の
一
場
面
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
。
利
休
は

本
覚
坊
の
夢
の
中
で
、
切
腹
直
前
に
太
閤
と
対
話
し
、
「
上
さ
ま
の
お
力
に
縋
っ

て
」「
多
勢
の
方
々
を
そ
こ
（
注
、
利
休
の
茶
室
「
妙
喜
庵
」
）
へ
入
れ
よ
う
と
思
」

っ
た
の
が
「
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
」
あ
り
、
妙
喜
庵
の
茶
室
に
は
「
自
分
ひ

と
り
が
そ
こ
に
坐
っ
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
「
侘
茶
の
世

界
」
は
「
長
い
間
、
私
に
と
っ
て
は
不
自
由
な
世
界
で
あ
っ
た
」
が
「
上
さ
ま
か

ら
死
を
賜
」
り
、「
自
分
の
死
を
代
償
と
し
て
」「
生
き
生
き
し
た
、
し
か
も
自
由

な
世
界
に
変
」
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。 

こ
の
利
休
の
台
詞
の
奥
か
ら
、
以
下
の
ご
と
き
作
家
の
モ
チ
ー
フ
が
垣
間
見
え

よ
う
。 

井
上
靖
は
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
直
後
か
ら
「
多
勢
」
の
読
者
を
獲
得
し
、
間
も
な
く

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
へ
と
昇
り
つ
め
た
。
だ
が
、
実
は
多
く
の
読
者
か
ら
迎
え
ら

れ
て
い
た
そ
の
約
十
年
間
こ
そ
、
作
家
と
し
て
最
も
「
不
自
由
」
な
時
代
で
も
あ

っ
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
様
々
な
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
書
き
た
い
作
品
を
思

う
よ
う
に
書
け
な
い
状
況
が
続
き
、
小
説
の
創
作
と
は
本
来
「
自
分
ひ
と
り
」
の

た
め
に
為
す
べ
き
だ
と
あ
る
時
期
か
ら
考
え
直
し
た
。
井
上
靖
は
自
身
の
創
作
活

動
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
深
読
み
す
れ

ば
、
利
休
の
侘
茶
を
「
多
勢
」
に
広
め
、
し
か
し
彼
に
「
死
」
を
賜
っ
た
「
上
さ

ま
（
太
閤
）
」
に
よ
っ
て
、
井
上
靖
を
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
へ
押
し
上
げ
、
ま
た
彼

に
「
斬
死
」
を
強
い
る
ご
と
く
濫
作
さ
せ
た
巨
大
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
象
徴
さ
れ

て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。 

実
際
、
井
上
靖
は
昭
和
三
十
年
代
終
盤
以
降
、
多
く
の
読
者
に
触
れ
る
新
聞
・

週
刊
誌
等
は
主
要
な
発
表
舞
台
と
せ
ず
、
次
第
に
作
品
量
を
減
ら
し
て
い
っ
た
。

昭
和
四
十
年
代
に
入
れ
ば
、
小
説
の
発
表
は
連
載
も
含
め
て
一
年
間
に
片
手
で
足

り
る
本
数
と
な
り
、

（
１
７
）

そ
の
ま
ま
「
本
覚
坊
遺
文
」
連
載
ま
で
至
っ
て
い
る
。
井
上

靖
が
作
家
と
し
て
「
自
由
な
世
界
」
を
手
に
入
れ
る
べ
く
、
創
作
の
姿
勢
を
改
め

て
い
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
井
上
靖
は
六
十
歳
代
に
入
っ
て
か
ら
、
つ
ま
り

昭
和
四
十
二
年
以
降
の
自
ら
の
創
作
に
つ
い
て
、
た
と
え
新
聞
を
発
表
舞
台
に
し
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た
小
説
に
お
い
て
も
「
文
学
雑
誌
に
書
く
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
た
だ
一
人
の
読

者
の
こ
と
も
考
え
な
い
で
、
自
分
自
身
の
た
め
に
書
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と

記
し
て
い
る
（
「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」
）
。 

先
述
の
ご
と
く
井
上
靖
は
「
斬
死
」
を
も
恐
れ
ぬ
激
し
い
創
作
姿
勢
を
強
く
肯

定
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
作
家
と
し
て
の
出
発
期
の
場
合
で
あ
っ
た
。
井
上

靖
の
次
男
卓
也
に
よ
れ
ば
、
井
上
靖
は
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
当
時
を
振
り
返
っ
て
、「
出

だ
し
は
、
量
だ
ね
。
量
を
こ
な
せ
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
」
と
語
っ
て
い
た
ら
し
い
。

（
１
８
）

従
っ
て
作
家
と
し
て
の
「
出
だ
し
」
を
過
ぎ
た
段
階
か
ら
、
利
休
が
死
を
代
償
に

「
自
分
ひ
と
り
」
の
た
め
だ
け
の
侘
茶
を
取
り
戻
し
た
ご
と
く
、
作
家
は
自
分
の

た
め
に
、
納
得
の
で
き
る
作
品
を
書
い
て
い
く
べ
き
だ
と
も
考
え
て
い
た
。
自
ら

の
作
家
人
生
に
お
い
て
、
濫
作
期
を
乗
り
越
え
て
か
ら
抱
い
た
、
井
上
靖
の
い
ま

一
つ
の
理
想
像
が
、
や
は
り
利
休
像
を
通
し
て
、
そ
れ
と
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。 

千
利
休
の
歩
く
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
は
「
聚
楽
第
に
向
か
」
い
、
そ
の
「
聚

楽
第
の
ま
ん
中
を
突
き
ぬ
け
」
、
さ
ら
に
「
ど
こ
ま
で
も
伸
び
て
い
る
」
。〈
茶
人
・

利
休
〉
を
そ
の
よ
う
に
回
顧
す
る
語
り
手
・
本
覚
坊
の
背
後
に
は
、
た
だ
な
る
作

者
で
な
く
、
こ
の
小
説
を
執
筆
し
た
時
点
か
ら
自
ら
の
創
作
活
動
を
振
り
返
り
、

見
つ
め
直
し
た
、
昭
和
五
十
六
年
現
在
の
〈
作
家
・
井
上
靖
〉
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

井
上
靖
が
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
先
へ
と
進
ん
で
行

こ
う
と
す
る
作
家
の
道
が
、「
本
覚
坊
遺
文
」
に
は
秘
か
に
、
し
か
し
力
強
く
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 

お
わ
り
に 

 
 

「
本
覚
坊
遺
文
」
は
史
実
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
視
点
人
物
・
本
覚
坊
の
語
り
を

通
し
て
、
井
上
靖
自
身
の
見
解
を
自
在
に
表
現
し
て
い
る
。
千
利
休
を
戦
国
乱
世

の
中
、
死
と
向
か
い
合
い
な
が
ら
侘
茶
に
取
り
組
ん
だ
、
気
性
の
激
し
い
人
物
と

し
て
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
千
利
休
に
「
冷
え
枯
れ
た
磧
の
道
」
を
歩
ま
せ

る
こ
と
で
、
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
以
降
約
十
年
間
の
濫
作
期
を
中
心
に
、
作
者
自
身
の

創
作
活
動
を
振
り
返
り
、
今
後
を
展
望
し
て
い
る
。
歴
史
小
説
の
形
を
借
り
な
が

ら
、
こ
の
作
家
の
い
わ
ば
文
学
観
を
も
窺
わ
せ
る
稀
有
な
小
説
と
し
て
、
「
本
覚

坊
遺
文
」
は
井
上
靖
文
学
を
考
察
す
る
上
で
、
貴
重
な
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

 

  

注 （
1
）
篠
田
一
士
「
文
芸
時
評
」（
昭
和
五
十
六
年
七
月
二
十
七
日
『
毎
日
新
聞
（
夕
刊
）
』
）
、

佐
々
木
基
一
・
三
木
卓
・
磯
田
光
一
「
第
六
十
九
回
創
作
合
評
」
（
昭
和
五
十
六
年

九
月
『
群
像
』
）
、
佐
々
木
基
一
・
大
庭
み
な
子
・
黒
井
千
次
「
読
書
鼎
談
―
井
上
靖

『
本
覚
坊
遺
文
』
―
」
（
昭
和
五
十
七
年
三
月
『
文
芸
』
）
参
照
。 

（
2
）
福
田
宏
年
は
「
『
本
覚
坊
遺
文
』
の
周
辺
」（
昭
和
五
十
七
年
一
月
二
十
七
日
『
聖
教

新
聞
』
）
、「
書
評
・
井
上
靖
著
『
本
覚
坊
遺
文
』
」（
昭
和
五
十
七
年
二
月
『
文
学
界
』
） 

で
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
意
見
を
書
い
て
い
る
。 

（
3
）
「
『
本
覚
坊
遺
文
』
ノ
ー
ト
」
（
昭
和
五
十
七
年
八
月
『
群
像
』
）
参
照
。 

（
4
）
注
（
3
）
に
同
じ
。 

（
5
）
「
本
覚
坊
あ
れ
こ
れ
」
（
昭
和
五
十
七
年
七
月
『
波
』
）
参
照
。 

（
6
）
秋
吉
好
は
「
三
井
寺
本
覚
坊
暹
好
の
実
像
」（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
『
異
土
』
第

二
号
）
で
『
利
休
大
事
典
』（
平
成
元
年
十
月
、
淡
交
社
）
や
「
園
城
寺
再
興
略
記
」
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（
園
城
寺
編
『
天
台
寺
門
宗
教
文
化
資
料
集
成
・
歴
史
編
・
園
城
寺
記
録
』
平
成
十

九
年
十
月
、
園
城
寺
）
を
自
説
の
根
拠
に
用
い
つ
つ
、
「
井
上
靖
の
本
覚
坊
暹
好
の

造
形
」
と
「
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
本
覚
坊
暹
好
」
に
は
「
ず
い
ぶ
ん
相
違
」
が
あ
り
、

「
史
料
の
取
捨
選
択
に
よ
る
史
実
の
改
変
」
が
為
さ
れ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
と
も
に
井
上
靖
が
「
本
覚
坊
遺
文
」
を
執
筆
し
た
当
時

未
刊
で
あ
り
、
特
に
後
者
は
作
者
の
死
後
の
出
版
で
あ
る
。
小
説
発
表
か
ら
約
三
十

年
を
経
て
同
作
を
捉
え
直
し
た
試
み
と
し
て
注
目
に
値
す
る
も
の
の
、
創
作
方
法
の

批
判
と
し
て
は
適
切
と
言
い
難
い
。
秋
吉
は
そ
の
一
方
で
、
「
彼
（
注
、
井
上
靖
）

は
本
覚
坊
暹
好
の
名
前
で
書
く
必
要
は
な
く
、
正
々
堂
々
と
架
空
の
利
休
に
仕
え
た

弟
子
を
設
定
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
本
覚
坊
遺
文
」
の
後
、

井
上
靖
が
「
孔
子
」（
昭
和
六
十
二
年
六
月
～
平
成
元
年
五
月
『
新
潮
』
）
に
お
い
て
、

架
空
の
弟
子
・
蔫
薑
に
よ
る
語
り
を
創
造
し
た
こ
と
と
も
関
連
し
、
説
得
力
あ
る
見

解
と
言
え
る
。 

（
7
）
井
上
靖
が
「
千
利
休
」「
『
本
覚
坊
遺
文
』
ノ
ー
ト
」
等
の
エ
ッ
セ
イ
で
書
名
を
挙
げ

て
い
る
桑
田
忠
親
『
千
利
休
』
、
堀
口
捨
己
『
利
休
の
茶
』
、
唐
木
順
三
『
千
利
休
』

の
三
冊
を
見
る
と
、
天
正
十
六
年
九
月
四
日
の
茶
事
が
い
ず
れ
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

本
覚
坊
の
名
前
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
桑
田
忠
親
『
千
利
休
』
、
唐
木
順
三
『
千
利

休
』
で
は
、
太
閤
に
よ
る
追
放
の
命
を
受
け
た
千
利
休
が
淀
川
を
船
で
降
っ
て
堺
へ

帰
っ
た
こ
と
、
そ
の
際
に
細
川
三
斎
、
古
田
織
部
の
見
送
り
を
受
け
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
紹
介
し
て
い
る
。
な
お
『
利
休
大
事
典
』
の
中
で
、
米
原
正
義
は
天
正
十
六
年
九

月
四
日
の
茶
事
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ま
で
『
古
渓
和
尚
送
別
の
茶
会
』
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
た
」
が
、
古
渓
が
実
際
は
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
等
を
理

由
に
挙
げ
、
「
古
渓
送
別
の
茶
会
で
な
く
、
古
渓
想
望
の
茶
会
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
」
と
新
説
を
出
し
て
い
る
（
加
筆
の
上
、『
天
下
一
名
人
・
千
利
休
』〈
平
成
五
年

三
月
、
淡
交
社
〉
に
収
録
）
。
秋
吉
好
も
前
掲
の
論
で
こ
の
説
に
触
れ
、
作
中
と
史

実
が
異
な
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
注
（
6
）
に
書
い
た
通
り
、
井
上

靖
が
「
本
覚
坊
遺
文
」
を
執
筆
し
た
際
に
は
知
り
得
な
か
っ
た
新
説
で
あ
り
、
こ
こ

に
紹
介
す
る
に
止
め
る
。 

（
8
）
山
本
健
吉
は
「
『
死
』
か
『
無
』
か
―
『
本
覚
坊
遺
文
』
一
説
―
」（
昭
和
五
十
九
年

四
月
『
す
ば
る
』
）
の
中
で
、
井
上
靖
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
。
井
上
靖
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
よ
り
該
当
の
場
面
の
想
を
得
た
と
言
え
る
。「
今

道
氏
（
注
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
の
会
長
で
あ
っ
た
故
今
道
潤
三
氏
）
が
新
聞
記
者
時
代
に
、
天

龍
寺
の
関
師
に
書
い
て
も
ら
っ
た
軸
に
、
『
無
』
と
あ
っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、
河
上
肇

に
書
い
て
も
ら
っ
た
ら
、
『
死
』
と
書
い
た
。
そ
れ
を
氏
は
二
つ
な
が
ら
茶
掛
に
し

て
、
茶
室
を
作
っ
た
と
き
に
掛
け
た
。
す
る
と
、
『
無
』
で
は
何
も
無
く
な
ら
な
い

が
、
『
死
』
を
掛
け
る
と
無
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
。
井
上
氏
は
そ
れ
を
聞
い

て
納
得
し
た
。『
無
』
と
い
う
抽
象
的
な
言
葉
は
弱
く
、『
死
』
と
い
う
直
接
そ
の
も

の
を
指
す
言
葉
の
強
さ
に
は
か
な
わ
な
い
と
思
っ
た
、
と
は
井
上
氏
の
感
想
で
あ

る
」
。 

（
9
）
井
上
卓
也
『
グ
ッ
ド
バ
イ
、
マ
イ
・
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
―
父
・
井
上
靖
へ
の
レ
ク

イ
エ
ム
―
』
（
平
成
三
年
六
月
、
文
芸
春
秋
社
）
参
照
。 

（
10
）
注
（
3
）
に
同
じ
。 

（
11
）
三
好
行
雄
と
の
対
談
「
作
家
の
内
部
」（
昭
和
五
十
年
三
月
『
国
文
学
・
解
釈
と
教

材
の
研
究
』
）
で
、
井
上
靖
は
「
い
ま
利
休
を
小
説
に
書
い
て
い
る
」
と
語
っ
て
い

る
。
池
田
大
作
と
の
往
復
書
簡
「
四
季
の
雁
書
」
（
昭
和
五
十
年
七
月
～
五
十
一
年

六
月
『
潮
』
）
で
も
、
昭
和
五
十
年
八
月
半
ば
過
ぎ
か
ら
一
カ
月
間
を
軽
井
沢
の
仕

事
場
で
過
ご
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
前
々
か
ら
の
懸
案
で
あ
る
利
休
の
生
涯
を
小

説
の
形
で
綴
る
仕
事
に
取
り
か
か
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
、
そ
の
大
体
の
構
想
を
立
て
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る
つ
も
り
の
軽
井
沢
行
き
で
あ
り
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。 

（
12
）
井
上
靖
は
「
わ
が
一
期
一
会
」
の
最
終
章
「
終
回
に
臨
ん
で
」
の
中
で
、
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。「
（
前
略
）
自
分
が
歩
ん
で
き
た
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
何

と
た
く
さ
ん
の
す
ば
ら
し
い
一
生
に
一
度
の
出
会
い
が
あ
る
こ
と
か
。
（
中
略
）
長

い
人
生
行
路
に
於
て
、
そ
こ
だ
け
が
輝
い
て
見
え
て
い
る
。
（
中
略
）
〝
わ
が
一
期

一
会
〟
で
は
、
自
分
の
過
去
を
埋
め
て
い
る
茫
々
た
る
磧
の
中
か
ら
、
そ
こ
だ
け
き

ら
め
い
て
見
え
て
い
る
小
さ
な
石
ば
か
り
拾
っ
て
来
た
よ
う
な
気
が
す
る
。（
中
略
）

茫
々
た
る
磧
の
中
か
ら
、
そ
こ
だ
け
き
ら
め
く
小
さ
な
石
を
拾
っ
た
と
記
し
た
が
、

そ
う
し
た
石
は
想
像
し
て
い
た
よ
り
た
く
さ
ん
あ
っ
た
」
。 

（
13
）
原
題
「
私
の
履
歴
書
」
。
単
行
本
と
し
て
、
昭
和
五
十
二
年
六
月
、
文
芸
春
秋
社
刊
。 

（
14
）
井
上
靖
は
「
『
本
覚
坊
遺
文
』
ノ
ー
ト
」
で
も
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
文
章
を
書
い
て
い

る
。 

（
15
）
福
田
宏
年
『
井
上
靖
の
世
界
』
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
、
講
談
社
）
参
照
。 

（
16
）
作
品
数
は
曾
根
博
義
編
「
井
上
靖
作
品
年
表
」（
『
井
上
靖
全
集
別
巻
』
平
成
十
二
年

四
月
、
新
潮
社
）
に
拠
る
。 

（
17
）
注
（
16
）
に
同
じ
。 

（
18
）
注
（
9
）
に
同
じ
。 

 

付
記 

井
上
靖
の
作
品
引
用
は
、
全
て
『
井
上
靖
全
集
』
全
二
十
八
巻
別
巻
一
（
平
成
七
年

四
月
～
十
二
年
四
月
、
新
潮
社
）
に
拠
っ
た
。
そ
の
他
の
引
用
文
中
、
旧
字
体
は
新
字
体
に

改
め
た
。
傍
点
は
私
に
付
し
た
。 

 

（
た
か
ぎ 

の
ぶ
ゆ
き
、
別
府
大
学
教
授
） 
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