
「
回
想
」
と
「
写
生
文
」

ー
後
期
激
石
文
学
試
論
|

序

文
学
テ
ク
ス
ト
に
は
、
あ
る
一
定
方
向
へ
の
時
間
が
流
れ
て
お
り
、
ス
ト
ー
リ

ー
は
多
く
そ
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
激
石
の

時心
制 』

はさ
必壬
円-

L空
品百
問 1
型企
雪ヒ
てお
主恩 しE
出て
さは
れ
て語
お ら
ら れ
ずて
、い

む る
し事
ろ象
時の
間時
軸間

を
整
理
し
た
読
み
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
『
心
』
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
、
「
回
想
」
に
よ
る
語
り
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
「
回
想
」
は
、
「
過

去
」
を
語
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ
り
、
客
観
性
、
い
わ
ば
「
語
る
対
象

と
の
距
離
」
が
関
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、
語
り
手
の
語
る
「
過
去
」

へ
の
視
線
、

あ
る
い
は
意
識
の
在
り
方
が
関
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
、
こ
の
語

る
「
過
去
」

へ
の
視
線
、
あ
る
い
は
意
識
の
在
り
方
と
い
う
点
に
、
対
象
認
識
の

「回想jと「写生文」

在
り
方
を
説
い
た
「
写
生
文
」
と
の
つ
な
が
り
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

激
石
研
究
に
お
け
る
「
写
生
文
」
研
究
に
つ
い
て
、
佐
藤
泰
正
氏
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

「
草
枕
」
を
初
期
作
品
の
終
結
部
と
呼
ぶ
時
、
同
時
に
そ
れ
は
激
石
に
お

け
る
写
生
文
的
実
験
の
、

ひ
と
つ
の
終
結
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た

山

下

航

正

写
生
文
の
効
用
に
つ
い
て
は
「
現
時
の
小
説
及
び
文
章
に
付
て
」
(
明
珂
・

8
)
ほ
か
初
期
の
文
中
に
散
見
で
き
る
が
、
写
生
文
へ
の
批
判
に
対
し
て
、

写
生
文
は
「
幼
稚
ど
こ
ろ
か
却
て
進
歩
発
達
し
た
も
の
」
(
「
文
章
一
口
話
」

明
却
・
日
)
と
い
う
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
、
そ
の
文
体
観
の
何
た
る
か
、

ま
た
後
年
の
「
道
草
」

へ
の
成
熟
に
至
る
必
然
を
明
ら
か
に
読
み
と
る
こ
と

に
d

唱

a
i

が
で
き
よ
う
。

(注
1
0
傍
線
は
山
下
、
以
下
同
)

ま
た
、
玉
置
邦
男
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

強
い
て
い
え
ば
、
写
生
文
と
激
石
と
の
緊
密
な
関
連
性
を
検
討
す
る
こ
と

な
し
に
は
、
初
期
激
石
の
輪
郭
も
見
え
て
こ
な
い
。
初
期
激
石
の
作
品
構
造

の
分
析
と
解
明
に
着
手
す
る
と
き
、
子
規
・
虚
子
と
の
避
遁
の
実
相
は
深
い

意
味
を
帯
び
て
く
る
と
い
え
る
。

(注
2
)

こ
れ
ら
の
見
解
等
に
共
通
し
て
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
多
く
初
期
作
品

に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
佐
藤
氏
の
論
に
見
え
る
、
「
後

年
の
『
道
草
』
へ
の
成
熟
に
至
る
必
然
」
と
い
う
箇
所
も
、
そ
の
関
連
性
を
解
説

す
る
ま
で
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
、
激
石
研
究
に
お
け
る
「
写
生
文
」

の
問

題
に
関
し
て
、
「
回
想
」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
後
期
激
石

文
学
の
像
を
提
出
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。



「回想」と「写生文j

「
写
生
文
」
の
概
念

ま
ず
、
「
写
生
文
」
の
規
定
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
「
写
生
文
」
は
、
文
章
革

新
運
動
を
展
開
し
た
正
岡
子
規
が
唱
え
た
も
の
で
、
そ
の
主
張
が
、
「
叙
事
文
」
(
注

3
)
の
中
に
表
さ
れ
て
い
る
。

文
章
の
面
白
さ
に
も
様
々
あ
れ
ど
も
古
文
雅
語
な
ど
を
用
ゐ
て
言
葉
の
か

ざ
り
を
主
と
し
た
る
は
こ
』
に
言
は
ず
。
持
た
作
者
の
理
想
な
ど
た
く
み
に

述
べ
て
趣
向
の
珍
し
き
を
主
と
し
た
る
文
も
こ
』
に
言
は
ず
。
こ
』
に
言
は

ん
と
欲
す
る
所
は
世
の
中
に
現
れ
来
り
た
る
事
物
(
天
然
界
に
で
も
人
間
界

に
で
も
)
を
窮
し
て
面
白
き
文
章
を
作
る
法
な
り
。

或
る
景
色
文
は
人
事
を
見
て
面
白
し
と
思
ひ
し
時
に
、
そ
を
文
章
に
直
し

て
謂
者
を
し
て
己
と
同
様
に
面
白
く
感
，
せ
し
め
ん
と
す
る
に
は
、
言
葉
を
飾

る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
只
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
』
に
其
事

物
を
模
寓
す
る
を
可
と
す
。

子
規
の
説
く
「
写
生
文
」
は
、
『
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
べ
か

ら
ず
只
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
』
に
其
事
物
を
模
窮
す
る
を
可
と
す
」
と
い
う
、

技
法
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
子
規
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
激
石
も
、

子
規
門
下
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
派
と
自
然
主
義
文
学
と
の
対
立
の
中
、
「
文
章
一

口
話
」
(
注
4
)
に
お
い
て
自
己
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

与
同
門
向
。
同
皇
"
は
、
文
章
若
く
は
絵
画
を
斯
く
分
解
し
て
之
を
技
巧
的

に
の
み
観
じ
得
る
程
、
吾
人
の
頭
脳
が
発
達
し
た
時
に
始
め
て
勃
興
す
べ
き

現
象
で
あ
っ
て
、
又
必
ず
起
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
一
派
で
あ
る
。
其
れ
で
今
の
所

謂
写
生
文
家
に
は
大
に
此
傾
向
が
あ
る
。
此
傾
向
の
あ
る
の
は
時
勢
の
発
展

上
斯
う
い
ふ
一
派
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
機
運
に
到
着
し
た
の
で

一
方
か
ら

云
う
と
寧
ろ
社
会
が
之
を
産
出
す
る
ま
で
に
進
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。

(
中
略
)

前
述
の
次
第
だ
か
ら
所
調
写
生
文
は
現
今
の
社
会
か
ら
は
頗
る
軽
蔑
さ
れ

て
、
何
等
の
価
値
も
な
い
者
の
様
に
言
は
れ
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
ず
自
分
は
さ

う
は
思
は
ぬ
。
日
本
人
の
全
体
、
今
の
所
調
小
説
家
な
ど
の
多
分
の
思
ふ
知

く
、
写
生
文
は
短
く
て
幼
稚
だ
と
言
ふ
の
は
誤
り
で
、
幼
稚
ど
こ
ろ
か
却
て

進
歩
発
達
し
た
も
の
と
云
ふ
て
も
然
る
べ
き
事
と
考
へ
て
ゐ
る
。

「
写
生
文
」
は
、
「
時
勢
の
発
展
上
」
産
出
し
た
も
の
で
、
現
在
「
斯
う
い
ふ

一
派
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
機
運
に
到
着
し
」

て
お
り
、
「
写
生
文
は
短
く
て
幼
稚

だ
と
言
ふ
の
は
誤
り
で
、
幼
稚
ど
こ
ろ
か
却
て
進
歩
発
達
し
た
も
の
と
云
ふ
て
も

で
あ
る
と
い
う
、
「
写
生
文
」
擁
護
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

然
る
べ
き
」

そ
し
て
、
自
ら
も
「
写
生
文
」
論
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
『
写
生
文
』
(
注
5
)

p
h
v
 

噌

Eム

で
あ
る
。

写
生
文
と
普
通
の
文
章
と
の
差
違
を
算
へ
来
る
と
色
々
あ
る
。
色
々
あ
る

う
ち
で
余
の
尤
も
要
点
だ
と
考
へ
る
に
も
関
ら
ず
誰
も
説
き
及
ん
だ
事
の
な
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0

0

0

0

0
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い
の
は
作
者
の
心
的
状
態
で
あ
る
。
他
の
点
は
此
一
源
泉
よ
り
流
露
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
此
源
頭
に
向
か
っ
て
工
夫
を
下
せ
ば
他
は
悉
く
刃
を
迎
へ
て

向
ふ
か
ら
解
決
を
促
が
す
訳
で
あ
る
。

(
中
略
)

写
生
文
家
の
人
事
に
対
す
る
態
度
は
貴
人
が
賎
者
を
視
る
の
態
度
で
は
な

い
。
賢
者
が
愚
者
を
見
る
の
態
度
で
も
な
い
。
君
子
が
小
人
を
視
る
の
態
度

t
ド

ιれ

で
も
な
い
。
男
が
女
を
視
、
女
が
男
を
視
る
の
態
度
で
も
な
い
。
つ
ま
り
大
人

が
小
供
を
視
る
の
態
度
で
あ
る
。
両
親
が
児
童
に
対
す
る
の
態
度
で
あ
る
。

世
人
は
さ
う
思
ふ
て
居
る
ま
い
。
写
生
文
家
自
身
も
さ
う
思
ふ
て
居
る
ま
い
。



し
か
し
解
剖
す
れ
ば
遂
に
こ
』
に
帰
着
し
て
仕
舞
ふ
。

(
中
略
)

写
生
文
家
は
自
己
の
精
神
の
幾
分
を
割
い
て
人
事
を
視
る
。
余
す
所
は
常

に
遊
ん
で
ゐ
る
・
遊
ん
で
ゐ
る
所
が
あ
る
以
上
は
、
写
す
わ
れ
と
、
写
さ
る

』
彼
と
の
聞
に
一
致
す
る
所
と
同
時
に
離
れ
て
居
る
局
部
が
あ
る
と
云
ふ
意

味
に
な
る
。
全
部
が
ぴ
た
り
と
一
致
せ
ぬ
以
上
は
写
さ
る
』
彼
に
な
り
切
っ

て
、
彼
を
写
す
訳
に
は
行
か
ぬ
。
依
然
と
し
て
彼
我
の
境
を
有
し
て
、
我
の

見
地
か
ら
彼
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是
に
於
い
て
写
生
文
家
の
描
写
は

1
1
1
1
1
1
1
1

た
い
じ
ん

多
く
の
場
合
に
於
て
客
観
的
で
あ
る
。
大
人
は
小
児
を
理
解
す
る
。
然
し
全

然
小
児
に
成
り
済
ま
す
訳
に
は
行
か
ぬ
。
小
児
の
喜
怒
哀
楽
を
写
す
場
合
に

。

は
勢
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
』
に
客
観
的
と
云
ふ
は
我
を
写
す
に

。

あ
ら
ず
彼
を
写
す
と
い
ふ
態
度
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

(
圏
点
は
本
文
に
よ
る
)

0

0

0

0

0

0

0

 

激
石
は
、
「
写
生
文
」
の
要
素
と
し
て
「
作
者
の
心
的
状
態
」
に
着
目
し
、
そ

た
い
じ
ん

の
重
要
性
を
「
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態
度
」
「
客
観
的
」
と
い
う
語
で
説
明
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
安
森
敏
隆
氏
が
言
う
よ
う
に
(
注
6
)
、
「
子
規
が
提
示
し
た

『
叙
事
文
』
の
写
生
の
概
念
を
内
包
し
な
が
ら
も
瀬
石
自
身
の
文
体
を
確
立
さ
せ

る
瀬
石
の
写
生
文
」
、

つ
ま
り
独
自
の
「
写
生
文
」
観
で
あ
っ
た
。
「
写
生
文
」
の

「回想」と「写生文」

問
題
を
、
子
規
が
「
ど
の
よ
う
に
書
く
か
」
と
捉
え
た
の
に
対
し
て
、
激
石
は
「
語

る
べ
き
対
象
と
の
距
離
」
と
捉
え
た
。
す
な
わ
ち
、
作
家
の
側
の
問
題
と
い
う
角

度
か
ら
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

整
理
す
れ
ば
、
激
石
の
「
写
生
文
」
観
、

た
い
じ
ん

つ
ま
り
「
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態

度
」
「
客
観
的
」
と
い
っ
た
語
で
表
さ
れ
た
も
の
は
、
〈
語
る
対
象
と
の
距
離
の
あ

り
方
を
示
唆
す
る
も
の
〉
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
注
7
1
こ
れ
は
、
先

に
見
た
「
回
想
」
の
手
法
と
ま
さ
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
回
想
」
に
よ
る
語
り

「
回
想
」
を
激
石
の
小
説
に
探
っ
て
み
る
と
、
『
坑
夫
』
(
明
治
四
十
一
年
一
月

ー
四
月
)
、
『
心
』
、
『
道
草
』
(
大
正
四
年
六
月

1
九
月
)
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
「
回
想
」
へ
の
転
換
に
よ

っ
て
「
写
生
文
」
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
家
の
意
図
、
ま
た
そ
の
実
践
と
し

て
の
、
『
坑
夫
』
『
心
』
『
道
草
』
が
見
え
て
来
よ
う
。

ま
ず
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
『
心
』
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

私
は
月
の
末
に
東
京
へ
帰
っ
た
。
先
生
の
避
暑
地
を
引
き
上
げ
た
の
は
そ

れ
よ
り
ず
っ
と
前
で
あ
っ
た
。
私
は
先
生
と
別
れ
る
時
に
、
「
是
か
ら
折
々

御
宅
へ
伺
つ
で
も
宜
ご
ざ
ん
す
か
」
と
聞
い
た
。
先
生
は
単
簡
に
た
ゾ

勾

t
唱
E
A

ア
え

』
入
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
云
っ
た
丈
で
あ
っ
た
。
其
時
分
の
私
は
先
生
と
余
程

懇
意
に
な
っ
た
積
で
ゐ
た
の
で
、
先
生
か
ら
も
う
少
し
濃
か
な
言
葉
を
予
期

し
て
掛
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
此
物
足
り
な
い
返
事
が
少
し
私
の
自
信
を

傷
め
た
。

私
は
斯
う
い
ふ
事
で
よ
く
先
生
か
ら
失
望
さ
せ
ら
れ
た
。
先
生
は
そ
れ
に

気
が
付
い
て
ゐ
る
様
で
も
あ
り
、
文
全
く
気
が
付
か
な
い
様
で
も
あ
っ
た
。

私
は
又
軽
微
な
失
望
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
た
め
に
先
生
か
ら
離
れ

て
行
く
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
寧
ろ
そ
れ
と
は
反
対
で
、
不
安
に
揺
か
さ

れ
る
度
に
、
も
っ
と
前
へ
進
み
た
く
な
っ
た
。
も
っ
と
前
へ
進
め
ば
、
私
の

予
期
す
る
あ
る
も
の
が
、
何
時
か
眼
の
前
に
満
足
に
現
は
れ
て
来
る
だ
ら
う

と
思
っ
た
。
私
は
若
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
凡
て
の
人
間
に
対
し
て
、
若
い
血



「回想Jと「写生文」

が
斯
う
素
直
に
働
か
う
と
は
思
は
な
か
っ
た
。
私
は
何
故
先
生
に
対
し
て
丈

斯
ん
な
心
持
が
起
る
の
か
解
ら
な
か
っ
た
。
引
判
州
制
到
刷
出
引
制
ゴ
剖
引

日
に
な
っ
て
、
始
め
て
解
っ
て
来
た
。
先
生
は
始
め
か
ら
私
を
嫌
っ
て
ゐ
た

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
が
私
に
示
し
た
時
々
の
素
気
な
い
挨
拶

や
冷
淡
に
見
え
る
動
作
は
、
私
を
遠
け
や
う
と
す
る
不
快
の
表
現
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
傷
ま
し
い
先
生
は
、
自
分
に
近
づ
か
う
と
す
る
人
間
に
、

近
づ
く
程
の
価
値
の
な
い
も
の
だ
か
ら
止
せ
と
い
ふ
警
告
を
与
へ
た
の
で
あ

る
。
他
の
懐
か
し
み
に
応
じ
な
い
先
生
は
、
他
を
軽
蔑
す
る
前
に
、
ま
づ
自

分
を
軽
蔑
し
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
る
。

私
は
無
論
先
生
を
訪
ね
る
積
で
東
京
へ
帰
っ
て
来
た
。
帰
っ
て
か
ら
授
業

の
始
ま
る
迄
に
は
ま
だ
二
週
間
の
日
数
が
あ
る
の
で
、
其
う
ち
に
一
度
行
つ

て
置
か
う
と
思
っ
た
。

(
四
)

鎌
倉
で
「
先
生
」
と
出
会
い
、
帰
京
す
る
ま
で
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
第
一

段
落
は
、
事
実
と
し
て
の
「
私
」
や
「
先
生
ご
の
言
動
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
第
二
段
落
で
は
、
そ
の
事
実
を
、
語
っ
て
い
る
「
現
在
」
か
ら
眺
め
て
何
ら
か

の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
当
時
を
読
者
に
解
説
し
て
い
る

「
私
」
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
が
最
も
現
れ
て
い
る
の
が
、
傍
線
部
の
「
私
は
若

か
っ
た
。
」
あ
る
い
は
「
先
生
の
亡
く
な
っ
た
今
日
に
な
っ
て
、
始
め
て
解
っ
て

来
た
。
」

と
い
う
言
説
で
あ
り
、
後
に
続
く
第
三
段
落
で
は
、
ま
た
語
る
内
容
が

「
過
去
」

へ
と
戻
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
図
示
し
た
も
の
が
、
次
の

I
、
E
の
図
で
あ
る
。

図
式
I

「
過
去
」

B 

私

v/ ~ど誌、記、主
B A A A A 

t ミ:ょ、ふ
a-a 

「
現
在
」

図
式
I
の
実
線
は
、
「
過
去
」
か
ら
「
現
在
」

図
式
E
A
1

‘ー・

O
D
 

噌

E
A

B ‘-A 毛ーーB ‘ーーA ‘ー司B ‘ーーA 

数
の
、

A
は
語
ら
れ
て
い
る
「
過
去
」
を
、

へ
の
時
間
の
流
れ
を
表
し
、
複

B
は
語
ら
れ
て
い
る
「
現
在
」
、
「
現

在
」
で
の
語
り
手
の
意
識
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、

B
に
存
在
す
る
。
ま
た
、
『
心
』
の
「
下

そ
れ
ら
を
何
服
す
る
よ
う
な
位
置
、

先
生
と
遺
書
」
に
注
目
す
る
と
、
最
後
部
A
4
が
こ
れ
に
当
た
り
、
下
層

a
で
表

す
こ
と
に
よ
り
、
『
心
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
と
同
じ
回
想
構
造
が
指
摘
で
き

る
。
な
お
、

A 

a
は
、
テ
ク
ス
ト
内
で
は
時
間
的
な
長
さ
に
差
が
あ
り
、
ま
た

実
際
に
は
多
く
設
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
便
宜
上
こ
の
よ
う
に
表
し
て
お
く
。

そ
し
て
、
図
式
E
は、

そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
て
い



る
か
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
で
、
「
私
」
と
「
先
生
」
が
過
ご
し
て
い
た
「
過
去
」

に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
、
当
時
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
く
。
そ

の
途
中
、
当
時
を
「
現
在
」
か
ら
振
り
返
っ
て
分
析
す
る
よ
う
な
言
説
が
挿
入
さ

れ
つ
つ
、
「
過
去
」

へ
と
戻
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
語
り
が
繰
り
返
し
行
わ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
作
家
が
「
回
想
」
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

『
坑
夫
』
で
も
、
同
様
の
語
り
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
平
生
の
自
分
な
ら
、
何
故
坑
夫
に
な
れ
ば
結
構
な
ん
だ
と
か
、
ど

う
し
て
坑
夫
よ
り
下
等
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
か
、
自
分
は
儲
け
る
事
許
を

目
的
に
働
く
人
間
ぢ
ゃ
な
い
と
か
、
儲
け
さ
へ
す
り
や
何
処
が
い
〉
ん
だ
と

か
、
何
と
か
蚊
と
か
理
窟
を
担
ね
て
、
出
来
る
丈
自
己
を
主
張
し
な
け
れ
ば

堪
弁
し
な
い
所
を
、
只
大
人
し
く
控
へ
て
居
た
。

口
丈
大
人
し
い
の
で
は
な

で
抵
抗
す
る
気
が
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ぃ
、
腹
の
中
か
ら

何
で
も
此
の
時
の
自
分
は
、
単
に
働
け
ば
い
』
と
云
ふ
事
丈
を
考
へ
て
居

(
九
)

た
ら
し
い
。
有
し
く
も
働
き
さ
へ
す
れ
ば
、
|
|
荷
し
く
も
此
の
ふ
わ
ふ
わ

の
魂
が
五
体
の
う
ち
に
、
う
ろ
つ
き
な
が
ら
も
居
ら
れ
さ
へ
す
れ
ば
|
|
要

す
石
に
死
に
切
れ
な
い
も
の
を
、
強
て
殺
し
て
仕
舞
ふ
ほ
ど
の
無
理
を
冒
さ

な
い
以
上
は
、
坑
夫
以
上
だ
ら
う
が
、
坑
夫
以
下
だ
ら
う
が
、
儲
か
ら
う
が
、

「回想」と「写生文J

儲
か
る
ま
い
が
、
頓
と
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
る
。
(
中
略
)

其
の
上
坑
夫
と
聞
い
た
時
、
何
ん
と
な
く
嬉
し
い
心
持
が
し
た
。
自
分
は

第
一
に
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
と
云
ふ
決
心
で
自
宅
を
飛
び
出
し
た
の
で
あ

る
。
夫
れ
が
第
二
に
は
死
な
〉
く
っ
て
も
好
い
か
ら
人
の
居
な
い
所
へ
行
き

た
い
と
移
っ
て
来
た
。
そ
れ
が
ま
た
何
時
の
間
に
か
移
っ
て
、
第
三
に
は
と

も
か
く
も
働
か
う
と
変
化
し
ち
ま
っ
た
。
所
で
、
さ
て
働
く
と
な
る
と
、
並

一
歩
進
め
て
云
へ
ば
第
一
に
緑

の
働
き
方
よ
り
も
第
二
に
近
い
方
が
い
』
、

故
の
あ
る
方
が
望
ま
し
い
。
第
て
第
二
、
第
三
と
知
ら
ぬ
聞
に
心
変
り
が

し
た
様
な
も
の
与
、
変
り
つ
』
進
ん
で
来
た
、
心
の
状
態
は
、
有
耶
無
耶
の

聞
に
緑
を
引
い
て
、
擦
れ
落
ち
な
が
ら
も
、
振
り
返
っ
て
、
故
の
所
を
慕
ひ

っ
』
押
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
坑
夫
は
自
分
に
取
っ
て
天
職
で

あ
る
。
ー
ー
と
詰
所
ま
で
明
瞭
に
は
無
論
考
へ
な
か
っ
た
が
、
只
坑
夫
と
聞

い
た
時
、
何
と
な
く
陰
気
な
心
持
ち
が
し
て
、
其
の
陰
気
が
文
何
と
な
く
嬉

し
か
っ
た
。
今
思
ひ
出
し
て
み
る
と
、
矢
つ
張
り
ど
う
あ
っ
て
も
他
人
の
事

と
し
か
受
け
取
れ
な
い
。

そ
こ
で
自
分
は
ど
て
ら
に
向
か
っ
て
か
う
云
っ
た
。

「
僕
は
一
生
懸
命
に
働
く
積
で
す
が
、
坑
夫
に
し
て
呉
れ
る
で
せ
う
か
」
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(
十
。
傍
点
は
本
文
に
よ
る
)

「
自
分
」
が
、
「
ど
て
ら
」
か
ら
の

「
坑
夫
」

の
勧
誘
を
受
け
、
そ
れ
に
応
じ

る
場
面
で
あ
る
。
「
九
」
ま
で
は
、
「
何
と
か
蚊
と
か
理
窟
を
担
ね
て
、
出
来
る
丈

自
己
を
主
張
し
な
け
れ
ば
堪
弁
し
な
い
所
を

只
大
人
し
く
控
へ
て
居
た
。

口
丈

大
人
し
い
の
で
は
な
い
、
腹
の
中
か
ら
丸
で
抵
抗
す
る
気
が
出
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
」
と
、
「
過
去
」
の

「
自
分
」

の
状
態
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
続

く
「
十
」

で
は
、
「
何
で
も
此
の
時
の
自
分
は
、
単
に
働
け
ば
い
』
と
云
ふ
事
丈

を
考
へ
て
居
た
ら
し
い
。
」
や
、
「
今
思
ひ
出
し
て
み
る
と
、
矢
つ
張
り
ど
う
あ
つ

ひ

と

て
も
他
人
の
事
と
し
か
受
け
取
れ
な
い
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
語
り
手
は
「
現
在
」

か
ら
「
過
去
」
を
振
り
返
っ
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
現
在
」
か
ら
「
過
去
」

が
眺
め
ら
れ
た
後
、
語
る
内
容
は
「
過
去
」
に
戻
り
、
「
自
分
」
と
「
ど
て
ら
」

の
会
話
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。



「回想」と「写生文」

こ
れ
ら
を
図
式
化
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

図
式

I

「
過
去
」

A
1
 

、
品

、~主
A
2

~
¥
主
A
3

午
、
¥
久
A
4

B

「
自
分
」

1
1
山

V
B

「
現
在
」

図
式
E

A ← (B)← A ← (B)← A ← (B)← A 

『
坑
夫
』
で
は
、
『
心
』
ほ
ど
に
は
「
回
想
」
に
よ
る
手
法
が
前
景
化
さ
れ
て

は
い
な
い
。
そ
の
た
め
B
の
要
素
は
薄
く
、
図
式

E
は
右
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
激
石
の
談
話
「
『
坑
夫
』
の
作
為
と
自
然
派
伝
記
派
の
交
渉
」

(注
8
)
を
見
る
と
、
『
坑
夫
』
に
お
け
る
「
回
想
」
の
手
法
の
導
入
と
い
う
作

家
の
意
図
は
明
瞭
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
家
は
語
り
手
の
「
現
在
」

H
B
を
意
識

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
激
石
は
次
の
よ
う
に
4
=

守つ。

あ
れ
に
出
て
る
坑
夫
は
、
無
論
私
が
好
い
加
減
に
作
っ
た
想
像
の
も
の
で

あ
る
。
坑
夫
の
年
齢
は
十
九
歳
、
だ
が
、
十
九
の
人
と
し
ち
ゃ
受
取
れ
ぬ
事
が

書
い
て
あ
る
。
だ
か
ら
現
実
の
事
件
は
済
ん
で
、

そ
れ
を
後
か
ら
回
顧
し
、

何
年
か
前
の
こ
と
を
記
憶
し
て
書
い
て
ゐ
る
体
と
な
っ
て
ゐ
る
。
(
中
略
)

昔
の
こ
と
を
回
顧
し
て
る
と
公
平
に
書
け
る
。
そ
れ
か
ら
昔
の
事
を
批
評
し

な
が
ら
書
け
る
。
善
い
所
も
悪
い
所
も
同
じ
や
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
け
る
。

一
方
ぢ
や
熱
が
醒
め
て
る
代
り
に
、
一
方
ぢ
や
、
さ
ア
何
と
云
っ
て
好
い
か

|
|
遠
い
感
じ
が
あ
る
。
当
り
が
遠
い
。
所
調
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
の
烈
し

い
角
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
併
し
あ
る
人
々
に
は
気
に
入
ら
ん
だ

、hJ
v
つ。

『
抗
夫
』
の
語
り
を
「
現
実
の
事
件
は
済
ん
で
、
そ
れ
を
後
か
ら
回
顧
し
、
何

年
か
前
の
こ
と
を
記
憶
し
て
書
い
て
ゐ
る
体
」
と
解
説
し
、
続
い
て
「
昔
の
こ
と

を
回
顧
し
て
る
と
公
平
に
書
け
る
。
そ
れ
か
ら
昔
の
事
を
批
評
し
な
が
ら
書
け
る
。

善
い
所
も
悪
い
所
も
、
同
じ
や
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
け
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
激
石
が
『
坑
夫
』
に
お
い
て
「
回
想
」
の
手
法
を
導
入
し
た
こ
と
、
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す
な
わ
ち
、
「
公
平
」
と
「
同
じ
や
う
な
眼
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
前
に
見
た
「
客

観
的
」
に
か
か
わ
る
意
味
合
い
が
見
て
と
れ
る
。
「
写
生
文
」
の
方
法
の
一
つ
の

表
れ
で
あ
る
。
し
か
し
『
坑
夫
』
の
場
合
、

B
の
視
点
は
や
は
り
少
し
淡
い
。
『
坑

夫
』
と
『
心
』
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
差
違
は
、
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
明
治

四
十
一
年
と
大
正
三
年
と
い
う
時
間
的
な
差
違
が
そ
の
間
に
あ
り
、
『
坑
夫
』
の

図
式
ー
か
ら
『
心
』
の
図
式
ー
へ
の
移
行
か
ら
う
か
が
え
る
、

そ
こ
で
行
わ
れ
た

で
あ
ろ
う
「
回
想
」
を
使
っ
た
語
り
の
深
化
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い

『
道
草
』
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
テ
ク
ス
ト
以
上
に
、
「
回
想
」
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

「
芝
と
い
ふ
と
、
た
し
か
御
藤
さ
ん
の
姉
さ
ん
に
当
る
方
の
御
嫁
に
入
ら



し
っ
た
所
で
し
た
ね
」

「
い
え
妹
で
、
姉
は
な
い
ん
で
す
」

「
は
あ
」

「
要
三
丈
は
死
に
ま
し
た
が
、
あ
と
の
姉
妹
は
み
ん
な
好
い
所
へ
片
付
い

て
ね
、
仕
合
せ
で
す
よ
。
そ
ら
惣
領
の
は
、
多
分
知
っ
て
お
い
で
だ
ら
う
、

0
0
ヘ
行
っ
た
ん
で
す
」

0
0と
い
ふ
名
前
は
成
程
健
三
に
耳
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
然
し

そ
れ
は
も
う
余
程
前
に
死
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。

「
あ
と
が
女
と
子
供
ば
か
り
で
困
る
も
ん
だ
か
ら
、
何
か
に
つ
け
て
、
叔

父
さ
ん
叔
父
さ
ん
て
重
宝
が
ら
れ
ま
し
て
ね
。
そ
れ
に
近
頃
は
宅
に
手
入
を

す
る
ん
で
監
督
の
必
要
が
出
来
た
も
の
だ
か
ら
、
殆
ど
毎
日
の
や
う
に
此
処

の
前
を
通
り
ま
す
」

健
三
は
昔
此
男
に
つ
れ
ら
れ
て
、
池
の
端
の
本
屋
で
法
帖
を
買
っ
て
貰
つ

た
事
を
わ
れ
知
ら
ず
思
ひ
出
し
た
。
た
と
ひ
一
銭
で
も
二
銭
で
も
負
け
さ
せ

な
け
れ
ば
物
を
買
っ
た
例
の
な
い
此
人
は
、
其
時
も
僅
か
五
厘
の
釣
銭
を
取

る
べ
く
庖
先
へ
腰
を
卸
し
て
頑
と
し
て
動
か
な
か
っ
た
。
萱
其
昌
の
折
手
本

を
抱
へ
て
傍
に
仲
立
ん
で
ゐ
る
彼
に
取
っ
て
は
其
態
度
が
如
何
に
も
見
苦
し

く
ま
た
不
愉
快
で
あ
っ
た
。

「
こ
ん
な
人
に
監
督
さ
れ
る
大
工
や
左
官
は
さ
ぞ
腹
の
立
つ
事
だ
ら
う
」

「回想Jと「写生文j

健
三
は
斯
う
考
へ
な
が
ら
、
島
田
の
顔
を
見
て
苦
笑
を
洩
ら
し
た
。
し
か

し
島
田
は
一
向
そ
れ
に
気
が
付
か
な
い
ら
し
か
っ
た
。

(
十
六
)

こ
れ
は
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
健
三
と
、
彼
の
養
父
で
あ
っ
た
島
田
と
の
会

話
の
シ
l
ン
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
健
三
の
回
想
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部

以
前
は
、
「
現
在
」
に
お
け
る
健
三
と
島
田
と
の
会
話
で
あ
る
。
そ
の
後
も
会
話

は
続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
聞
に
突
如
と
し
て
、
「
健
三
ご

の
回
想
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
健
三
は
昔
此
男
に
つ
れ
ら
れ
て
、
池
の
端
の
本
屋
で
法
帖

を
買
っ
て
貰
っ
た
事
を
わ
れ
知
ら
ず
思
ひ
出
し
た
。
」
に
始
ま
る
段
落
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
健
三
の
回
想
は
、
健
三
と
他
の
登
場
人
物
、
彼
の
姉
や
兄
、
彼
の
細

君
と
の
会
話
、
ま
た
、
健
三
が
な
に
か
を
思
考
し
て
い
る
よ
う
な
場
面
な
ど
、
テ

ク
ス
ト
の
至
る
と
こ
ろ
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
道
草
』
の
語
り
を
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
心
』

や
『
坑
夫
』
と
は
幾
分
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。

図
式
I

語
り
手

jd  辺、、¥、主
B B B B A 

C 

「
過
去
」

図
式
E

C 

B 
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ま
ず
、
語
ら
れ
る
物
語
の
中
心
は
「
現
代
」
に
置
か
れ
、
「
過
去
」
の
「
回
想
」
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が
そ
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
挿
入
さ
れ
る
。
図
式
ー
で
は
、
語
り
手
と
主
人
公
が
一

致
し
て
い
な
い
た
め
、
健
三
の
物
語
を
語
る
語
り
手
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
B

で
は
な
く
、

C
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
こ
の

C
は、

B
に
合
わ
せ
て
、

つ
ま
り
物

語
の
時
間
に
沿
っ
て
移
動
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
複
数
の
「
過
去
」
は
、
そ
の
各

所
に
応
じ
て
回
想
さ
れ
、
語
ら
れ
る
。

そ
れ
は
時
間
軸
に
あ
わ
せ
て
正
確
に
配
列

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
今
は
「
過
去
」
の
総
体
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
A

で
表
す
。
図
式
E
で
は
、

B

l

A
、
B
2
と
い
う
順
序
で
展
開
さ
れ
て
い
る
物
語

を
、
登
場
人
物
か
ら
離
れ
た
地
平
で
、
距
離
を
と
っ
て
全
体
を
術
敵
す
る
語
り
手
、

C
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
抗
夫
』
『
心
』
『
道
草
』
に
お
け
る
「
回
想
」
の
形
式
は
、
深

化
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
か
っ
、
こ
れ
ら
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
「
回
想
」

と
い
う
点
で
は
共
通
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
、
独
自
性
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

「
回
想
」
と
人
称

三
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
差
異
の
意
味
に
つ
い
て
、
人
称
と
い
う
点
か
ら
分
析
し
て

み
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
が
、
「
回
想
」
と
は
、
過
去
を
語
る
た
め
の
手
法

で
あ
り
、
客
観
性
や
対
象
と
の
距
離
が
関
わ
る
た
め
に
、
語
り
手
の
語
る
「
過
去
」

へ
の
視
線
、
あ
る
い
は
意
識
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
登

場
人
物
と
語
り
手
が
一
致
す
る
一
人
称
回
想
小
説
で
は
、
自
己
批
判
、
あ
る
い
は

自
己
弁
護
的
な
語
り
が
展
開
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
語
り
手
と
登
場
人
物
が
一
致

し
な
い
三
人
称
回
想
小
説
で
は
、
客
観
的
、
第
三
者
的
な
語
り
が
展
開
さ
れ
る
。

と
い
う
点
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
先

こ
の
、
語
り
手
と
登
場
人
物
と
の
一
致
、

の
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
『
心
』
と
『
坑
夫
』
が
一
人
称
回
想
に
、
『
道
草
』
が

三
人
称
回
想
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
の
客
観
化
は
、
進
む
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
考
察
し
た
論
考
で
、
人
称
に
ふ
れ
る
も
の
、

あ
る
い
は
人
称
の
点
か
ら
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
『
坑
夫
』
に
つ
い
て
、
小

森
陽
一
氏
が
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
の
特
異
さ
は
、

一
言
で
言
え
ば
、
回
想
的
手
記
の
書
き
方
を
基
本
的
に

支
え
て
い
る
、
手
記
を
書
く
現
在
の
自
己
か
ら
、
手
記
に
書
か
れ
て
い
る
自

己
を
対
象
化
す
る
と
い
う
在
り
方
を
、
不
可
能
な
も
の
に
追
い
込
ん
で
い
く

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

一
見
す
る
と
欺
石
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
過
去
の

自
己
を
客
観
的
に
対
象
化
す
る
う
え
で
の
最
も
模
範
的
な
や
り
方
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
三
つ
を
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
は
、
逆
に
、
い
わ

ゆ
る
客
観
的
な
対
象
化
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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(
中
略
)

も
ち
ろ
ん
す
ぐ
れ
た
一
人
称
回
想
小
説
は

一
見
安
定
し
て
振
り
返
ら
れ

て
い
る
か
に
見
え
る
過
去
の
叙
述
の
中
に
亀
裂
が
入
り
、
そ
の
こ
と
を
と
お

し
て
書
く
主
体
の
ゆ
ら
ぎ
が
発
生
す
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
必
ず
し
て
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
一
人
称
回
想
小
説
が
、
そ
の
人
称
性
ゆ
え
に
、
過
去
の
自
己
と

現
在
の
自
己
と
が
同
じ
人
格
と
し
て
連
続
性
が
あ
る
か
の
よ
う
な
感
触
を
作

り
出
し
や
す
く
、
ま
た
語
り
書
く
時
点
に
お
け
る
自
己
の
存
在
が
強
く
喚
起

さ
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
振
り
返
ら
れ
て
い
る
過
去
の
自
分
と
、

そ
れ
を
回
顧
す
る
自
分
が
つ
な
が
っ
て
い
る
以
上

回
顧
す
る
自
分
が
生
き

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
は
確
実
に
生
の
時
間
が
流
れ
て
お
り
、

そ
の

中
で
回
顧
す
る
自
己
は
変
容
す
る
可
能
性
に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
安
定
し
た
一
定
の
超
越
的
高
み
か
ら
の
回
想
は
不
可
能
で
あ



る
、
と
い
う
こ
と
が
透
け
て
見
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

『
出
来
事
と
し
て
の
読
む
こ
と
』
(
注
9
)

「
激
石
の
言
っ
て
い
る
」
「
三
つ
」
の
こ
と
は
、
「
『
坑
夫
』
の
作
為
と
自
然
派

伝
記
派
の
交
渉
」
中
の
「
昔
の
こ
と
を
回
顧
し
て
る
と
公
平
に
書
け
る
。
そ
れ
か

ら
昔
の
事
を
批
評
し
な
が
ら
書
け
る
。
善
い
所
も
悪
い
所
も
、
同
じ
ゃ
う
な
眼
を

以
て
見
て
書
け
る
。
」
を
指
し
、
小
森
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
右
記
の
よ
う
に
「
振

り
返
ら
れ
て
い
る
過
去
の
自
分
と
、
そ
れ
を
回
顧
す
る
自
分
が
つ
な
が
っ
て
い
る

以
上
、
回
顧
す
る
自
分
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
確
実
に
生
の
時

間
が
流
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
回
顧
す
る
自
己
は
変
容
す
る
可
能
性
に
常
に
さ
ら

さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
安
定
し
た
一
定
の
超
越
的
高
み
か
ら
の
回
想

は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

一
人
称
回
想
小
説

で
は
、
語
り
手
が
客
観
的
な
「
眼
」
を
持
つ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
激
石
の
「
写

の
概
念
を
実
施
す
る
の
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る

生
文
」

の
で
あ
る
。

ま
た
小
森
氏
は
、
『
心
』
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

こ
の
わ
ず
か
な
数
行
(
『
心
』
の
目
頭
|
引
用
者
)
の
表
現
は
、
そ
の
短

さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
下
」
に
お
け
る
「
先
生
」
の
遺
書
の
表
現
構
造
全
体

を
差
異
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
先
生
」
は
最
も
核
心
的
な
告
白
を
、

「
私
は
其
友
達
の
名
を
此
所
に
K
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
」
(
下
|
十
九
)
と
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書
き
は
じ
め
て
い
た
。
ま
さ
に
「
先
生
」
は
、
自
分
の
心
に
決
定
的
な
刻
印

を
残
し
た
親
友
の
こ
と
を
、
「
K
」
と
い
う
「
飴
所
々
々
し
い
頭
文
字
」
を

使
っ
て
書
き
記
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
中
略
)

し
か
し
ま
た
、
こ
の
表
現
(
『
心
』
の
冒
頭
|
引
用
者
)
か
ら
は
、
「
先
生
」

と
い
う
存
在
に
対
す
る
否
定
や
批
判
の
調
子
を
感
得
す
る
こ
と
も
で
き
な

ぃ
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
「
先
生
」
と
い
う
存
在
へ
の
、
全
面
的
な
共
感
を
印

象
づ
け
る
働
き
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
」
が
言
葉
を
発
す
る
身
振
り
は
、

「
先
生
」
の
行
為
を
反
復
す
る
も
の
で
あ
る
。

在
全
体
に
共
振
し
同
調
し
、
そ
の
生
を
反
復
し
な
が
ら
、
他
方
「
先
生
」
が

残
し
た
「
遺
書
」
の
書
き
方
(
そ
こ
に
お
い
て
言
葉
化
さ
れ
て
い
る
他
者
と

の
か
か
わ
り
方
、
他
者
を
め
ぐ
る
記
憶
H
過
去
の
あ
り
方
)
に
対
し
て
は
徹

一
方
で
「
先
生
」
と
い
う
存

そ
う
し
た
一
種
シ
リ
ー
ズ
化
し
た
テ
ク
ス
ト
の
相
互

運
動
、
シ
リ
ー
ズ
化
し
た
人
格
と
言
葉
の
相
互
運
動
が
『
こ
』
ろ
』
と
い
う

小
説
の
基
本
的
な
特
質
で
あ
る
。

底
し
て
差
異
化
す
る
。

「
『
心
』
に
お
け
る
反
転
す
る
〈
手
記
〉
」
(
注
叩
)

『
心
』
に
お
け
る
語
り
は
、
「
『
先
生
』
と
い
う
存
在
に
対
す
る
否
定
や
批
判
」

で
は
な
く
、
「
『
下
』
に
お
け
る
『
先
生
』
の
遺
書
の
表
現
構
造
全
体
を
差
異
化
す

q
J
 

ワ
μ

つ
ま
り
「
『
先
生
』
と
い
う
存
在
全
体
に
共
振
し
同
調
し
、
そ
の

生
を
反
復
」
す
る
と
同
時
に
、
「
先
生
」
が
「
遺
書
」
で
行
っ
た
回
想
と
い
う
行

為
、
「
『
先
生
』
が
残
し
た
『
遺
書
』
の
書
き
方
(
そ
こ
に
お
い
て
言
葉
化
さ
れ
て

い
る
他
者
と
の
か
か
わ
り
方
、
他
者
を
め
ぐ
る
記
憶
H
過
去
の
あ
り
方
)
に
対
し

て
は
徹
底
し
て
差
異
化
す
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
語
り
の
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
、
「
『
先
生
』
と
い

る
」
た
め
に
、

う
存
在
全
体
」
へ
の
「
共
振
」
「
向
調
」
と
い
う
点
で
の
部
分
的
な
破
綻
で
あ
り
、

『
心
』
に
も
存
在
す
る
、
「
写
生
文
」
の
試
み
と
し
て
の
「
回
想
」
の
方
法
と
そ

の
限
界
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
森
氏
は
、
『
坑
夫
』
に
お
い
て
、
「
振
り
返
ら
れ
て
い
る
過
去
の
自
分
と
、
そ

れ
を
回
顧
す
る
自
分
」
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
、
登
場
人
物
と
語
り
手
の
一
致
、
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人
称
の
問
題
を
つ
か
み
、
激
石
が
行
っ
た
で
あ
ろ
う
「
回
想
」
に
よ
る
語
り
の
実

験
と
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
心
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の
、
「
回

想
」
に
よ
る
語
り
の
実
験
と
そ
の
限
界
と
い
う
見
解
を
内
包
し
た
結
論
を
導
き
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
道
草
』
に
関
し
て
は
、
金
子
明
雄
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。

正
確
に
い
え
ば
、
到
樹
刈
側
側
劃
制
叫
則

U
剖
制
引
削
健
三
の
場
合
が
圧

倒
的
に
多
く
、
他
の
登
場
人
物
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
彼
の
意
識
と
対
照
さ

れ
る
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
ロ
そ
れ
も
細
君
の
場
合
は
し
ば
し
ば
見
出
せ
る
も

の
の
、
他
の
登
場
人
物
は
希
で
あ
る
。
ま
た
、
健
三
以
外
の
人
物
が
過
去
を

回
想
す
る
こ
と
も
少
な
い
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
面
に
健
三
は
登
場
し

小
説
世
界
が
彼
の
意
識
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
印
象
が

て
い
る
か
ら
、

生
じ
る
の
も
無
理
は
な
い
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
に
よ
る
批
判
的

言
説
は
健
三
に
向
け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

(
中
略
)

潜
在
的
一
人
称
小
説
と
い
う
仮
説
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
書
き
換
え
や
テ
ク

ス
ト
外
の
情
報
の
導
入
は
な
い
。
健
三
を
物
語
言
説
の
語
り
手
に
想
定
し
て

読
む
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
人
称
そ
れ
自
体
で
は
な
く

そ
れ

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
語
る
私
と
語
ら
れ
る
私
と
い
う
対
象
構
造
と
、
語
る

現
在
と
語
ら
れ
る
過
去
と
い
う
時
間
の
枠
組
み
で
あ
る
。

(
注
目
)

金
子
氏
は
、
『
道
草
』
に
お
い
て
は
、
健
三
と
い
う
「
登
場
人
物
の
意
識
に
即

し
た
」
語
り
が
「
圧
倒
的
に
多
」
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
語
り
に
よ
る
批
判
的

言
説
は
健
三
に
向
け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
『
道
草
』
は
、

語
り
手
と
登
場
人
物
が
一
致
し
な
い
三
人
称
回
想
小
説
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
自

己
批
判
的
な
語
り
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
点
か

ら
、
『
道
草
』
に
一
人
称
小
説
的
な
要
素
を
見
出
し
、
「
潜
在
的
一
人
称
小
説
」

で

あ
る
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
写
生
文
」
の
更
な
る
具
現

と
し
て
の
、
「
回
想
」

の
手
法
を
用
い
な
が
ら
の
実
験
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ

る

『
坑
夫
』
、
『
心
』
、
『
道
草
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
語
り
手
と
登
場
人
物
の
一

致
と
い
う
人
称
の
問
題
に
お
い
て
は
、

一
見
す
る
と
相
違
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
各
テ
ク
ス
ト
の
細
部
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
テ
ク
ス
ト
に
通
底
す

る
、
一
人
称
回
想
小
説
的
な
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
三
論
に
通
底
す
る

の
は
、
「
回
想
」
の
手
法
の
導
入
と
そ
の
限
界
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
写
生

文
」
を
実
現
す
る
た
め
の
、
作
家
の
試
み
の
足
跡
を
表
出
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
ろ

相つ。

四

「
回
想
」
と
「
写
生
文
」

組
凡

τ
ワ白

明
治
四
十
年
以
前
は
、
激
石
は
「
写
生
文
家
」
を
擁
護
す
る
よ
う
な
見
解
を
示

し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
文
章
一
口
話
」
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
写

生
文
』
や
安
森
氏
の
見
解
(
注
6
参
岡
山
)

で
確
認
し
た
よ
う
に
、
激
石
の
「
写
生

文
」
は
、
子
規
が
「
叙
事
文
」
に
お
い
て
示
し
た
「
只
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
』
」

た
い
じ
ん

を
内
包
し
つ
つ
も
、
別
の
切
り
口
、
「
作
者
の
心
的
状
態
」
や
「
大
人
が
小
供
を

視
る
の
態
度
」
「
客
観
的
」
か
ら
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
に
関
し
て
限
界
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
「
客
観
描
写

と
印
象
描
写
」
(
注
ロ
)

で
示
さ
れ
る
、
「
純
客
観
の
叙
述
な
る
も
の
は
科
学
以
外

そ
の
こ
と
を
確
証
づ
け

に
は
殆
ん
ど
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
事
」
と
い
う
見
解
は
、

る
も
の
で
あ
ろ
う
。



そ
し
て
、
純
客
観
の
ね
ら
い
と
そ
の
限
界
を
見
据
え
、
そ
の
問
題
の
解
決
・
克

服
の
た
め
に
激
石
が
着
目
し
た
の
が
、
語
る
べ
き
対
象
と
の
距
離
を
実
現
で
き
る
、

「
回
想
」
と
い
う
手
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
彼
岸
過
迄
に
附
て
」
(
注

日
)
を
記
し
た
明
治
四
十
五
年
時
点
で
は
、
「
自
分
の
作
物
が
固
定
し
た
色
に
染

附
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
自
信
を
持
ち
得
」
な
い
、
「
自
分
が
自
分
で
あ
る
以
上

は
、
自
然
派
で
な
か
ら
う
が
、
象
徴
派
で
な
か
ら
う
が
、
乃
至
ネ
オ
の
附
く
浪
漫

派
で
な
か
ら
う
が
全
く
構
は
な
い
」
と
い
う
自
己
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
こ

こ
に
は
、
自
己
の
文
学
的
立
場
の
表
明
の
み
な
ら
ず
、
激
石
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

系
流
の
作
家
た
ち
の
文
学
と
自
己
の
文
学
と
の
差
具
、
つ
ま
り
あ
る
部
分
に
お
い

て
の
訣
別
を
示
そ
う
と
し
た
意
図
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

激
石
は
、
ま
ず
『
坑
夫
』
に
、
「
自
分
」
と
い
う
語
り
手
自
身
の
「
過
去
を
批

評
し
な
が
ら
」
「
善
い
所
も
悪
い
所
も
、
同
じ
ゃ
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
」
く
た

め
の
一
人
称
回
想
小
説
と
い
う
手
法
を
用
い
た
。
し
か
し
、
小
森
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
な
、
「
安
定
し
た
一
定
の
超
越
的
高
み
か
ら
の
回
想
は
不
可
能
」
と
い
う
限

界
を
感
じ
取
り
、
『
心
』
に
お
い
て
は
、
「
私
」
と
い
う
語
り
手
自
身
に
つ
い
て
で

は
な
く
、
「
先
生
」
と
い
う
、
小
森
氏
の
言
う
よ
う
に
他
の
人
物
に
つ
い
て
語
る

た
め
の
一
人
称
回
想
小
説
を
試
作
し
た
。
さ
ら
に
、
語
る
べ
き
対
象
へ
の
距
離
・

客
観
性
、
自
己
の
「
写
生
文
」
を
よ
り
一
層
深
め
る
た
め
に
、
『
道
草
』
に
お
い

て
、
三
人
称
に
よ
る
回
想
と
い
う
方
法
を
選
択
し
た
。
そ
れ
は
、
結
果
的
に
は
一

「回想」と「写生文」

人
称
小
説
的
な
要
素
、
金
子
氏
の
言
う
「
潜
在
的
一
人
称
小
説
」
と
い
う
要
素
を

苧
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
す
べ
て
、
激
石
に
と
っ
て
の
「
写
生

た
い
じ
ん

文
」
、
激
石
の
志
向
す
る
「
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態
度
」
「
客
観
的
」
を
実
現
す

一
連
の
実
験
過
程
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

る
た
め
の
、

事吉

事
象
を
い
か
に
語
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
、
淑
石
は
認
識
の
在
り
方
と
い
う

箇
所
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
そ
の
方
法
を
求
め
、
子
規
が
提
唱
し
た
「
写
生
文
」

か
ら
出
発
し
、
「
作
家
の
心
的
状
態
」
を
経
て
、
「
回
想
」
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

佐
藤
泰
正
氏
が
「
後
年
の
『
道
草
』
へ
の
成
熟
に
至
る
必
然
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
『
道
草
』
や
そ
の
他
後
期
の
小
品
に
「
写
生
文
」
と
の
関
連
を
見
出
す
こ

と
も
、
こ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
氏
の
こ
う
い
っ
た

指
摘
を
含
む
こ
れ
ま
で
の
考
究
は
、
激
石
の
「
写
生
文
」
の
変
容
・
深
化
を
見
る

上
で
、
出
発
点
と
帰
着
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
も
事
実
で

あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
後
期
作
品
聞
の
つ
な
が
り
を
、
例
え
ば
三
部
作
と
い
っ

た
モ
チ
ー
フ
を
主
と
す
る
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
み
把
握
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
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そ
れ
ら
に
対
し
て
、
「
回
想
」
と
い
う
手
法
を
導
入
し
、

そ
れ

を
様
々
に
変
化
さ
せ
、
自
己
の
「
写
生
文
」
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
激
石
を
見

出
す
の
で
あ
る
。
激
石
研
究
の
一
つ
の
道
具
で
あ
る
「
写
生
文
」
に
、
「
回
想
」

と
の
通
路
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
後
期
激
石
文
学
を
解
明
す
る
た
め
の
有
効
な
方

法
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

l 

佐
藤
泰
正
「
激
石
表
現
事
典

写
生
文
」
(
『
夏
目
激
石
必
携
E
』
別
冊
国
文

学
h

M
、
昭
和
五
十
七
年
五
月
十
日
、
学
燈
社
)
。

2 

玉
置
邦
雄
「
激
石
作
家
論
事
典

写
生
文
」
(
『
夏
目
激
石
事
典
』
別
冊
目
文

学
ぬ
却
、
平
成
二
年
七
月
十
日
、
学
燈
社
)
。



「回想jと「写生文J

3 

『
日
本
』
付
録
週
報
、
明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
九
日
。

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
十
巻
二
号
、
明
治
三
十
九
年
十
一
月
一
目
。

『
読
売
新
聞
』
、
明
治
四
十
年
一
月
二
十
日
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
概
念
と

し
て
の
写
生
文
を
「
写
生
文
」
、
激
石
の
写
生
文
論
を
『
写
生
文
』
と
し
て

4 5 6 

区
別
し
て
い
る
。

「
激
石
と
子
規
の
写
生

ー
『
写
生
文
』
と
『
叙
事
文
』
」
(
『
激
石
研
究
』

7 

第
7
号
、
平
成
八
年
十
二
月
十
目
、
翰
林
書
房
)

「
写
生
文
」
に
関
し
て
、
鈴
木
章
弘
氏
に
よ
る
言
及
が
あ
る
(
「
商
標
と
し

て
の
『
写
生
文
』
」
、
『
激
石
研
究
』
第
7
号
〈
注
6
参
照
)
)
。
鈴
木
氏
は
、

子
規
本
人
が
“
写
生
文
"
の
文
字
を
使
用
し
た
の
は
一
回
の
み
で
あ
る
こ
と
、

子
規
生
前
中
に
使
用
さ
れ
た
の
も
三
回
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
写
生
文
」
が
、

高
浜
虚
子
、
坂
本
四
方
太
ら
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
派
の
「
広
告
と
し
て
の
機
能
」

を
持
た
さ
れ
た
「
商
標
」
で
あ
る
と
説
く
。
し
か
し
、
本
論
は
激
石
の
「
写

生
文
」
の
概
念
と
実
践
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
写
生
文
」
そ
の

も
の
の
言
及
で
は
な
い
。

8 

『
文
章
世
界
』
三
巻
五
号
、
明
治
四
十
一
年
四
月
十
五
日
。

9 

平
成
八
年
三
月
十
五
日
、
東
京
大
学
出
版
会
。

『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
(
平
成
元
年
四
月
三
十
日
、
新
曜
社
。
原
題
「
『
こ

こ
ろ
』
を
生
成
す
る
『
心
臓
』
」
〈
『
成
城
国
文
学
』
第
一
号
、
昭
和
六
十
年

10 11 

三
月
二
十
三
日
〉
)
。

「
三
人
称
回
想
小
説
と
し
て
の
『
道
草
』
」
(
『
激
石
研
究
』
第
4
号
、
平
成

12 

七
年
五
月
二
十
日
、
翰
林
書
房
一
)
。

『
東
京
朝
日
新
聞
』
、
明
治
四
十
三
年
二
月
一
目
。

『
東
京
朝
日
新
聞
で
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
、
明
治
四
十
五
年
一
月
一
日
。

13 

〔
付
記
〕

本
文
の
激
石
の
引
用
は
新
版
『
散
石
全
集
』
(
岩
波
書
陪
)
に
、
子
規
の
引
用

は
『
子
規
全
集
』
(
講
談
社
)
に
拠
っ
た
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
十
年
度
広
島
大

学
国
語
国
文
学
会
春
期
研
究
集
会
(
平
成
十
年
六
月
二
十
一
日
、
於
広
島
大
学
)

で
の
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。

(
や
ま
し
た

こ
う
せ
い
)
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