
中
島
敦
『
弟
子
』
　
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

一
は
　
じ
　
め
　
に

中
島
敦
の
『
弟
子
』
に
つ
い
て
は
、
奥
野
政
元
氏
が
整
理
さ
れ
た
よ
う
に
、

壁
画
・
絵
巻
物
凪
の
構
成
の
作
品
と
見
る
氷
上
英
朕
氏
の
見
方
も
あ
っ
た
の
だ

が
、
篠
田
一
士
氏
が
、
エ
ビ
ソ
デ
ィ
ッ
ク
な
各
軍
を
精
み
上
げ
、
こ
れ
を
ド
ラ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
終
章
で
ま
と
め
た
と
す
る
見
方
を
示
さ
れ
て
か
ら
、
大
体
中
島

（1）

の
代
表
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
、
佐
々
木
充
氏
に
よ

（2）

る
素
材
と
の
比
較
研
究
が
あ
り
、
木
村
一
信
氏
や
濱
川
勝
彦
氏
が
、
作
品
の
構

成
に
関
し
て
三
部
構
成
説
を
提
出
さ
れ
、
作
品
構
成
に
関
す
る
大
枠
の
見
方
は

（3）

定
着
し
た
か
に
見
え
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
作
品
の
成
立
過
程
に
関
し
て
は
、
疑
問
が
残
さ
れ
て

い
る
。
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
郡
司
勝
義
氏
が
筑
摩
書
房
版
『
中
島
敦
全

集
』
第
一
巻
（
昭
5
1
・
3
）
解
題
で
、
草
稿
末
尾
の
「
昭
和
十
七
年
六
月
二
十

四
日
夜
十
一
時
」
と
あ
る
作
者
の
メ
モ
を
指
摘
し
、
「
草
稿
と
浄
書
原
稿
と
の

問
に
は
用
字
の
達
ひ
を
除
い
て
殆
ん
ど
大
差
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
が
脱

稿
し
た
日
付
と
考
へ
て
よ
い
」
と
さ
れ
、
同
作
品
に
対
す
る
コ
メ
ソ
ト
が
あ
る

同
年
七
月
二
二
日
付
杉
森
久
英
氏
の
作
者
宛
書
簡
を
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
「
草
稿
の
方
は
、
（
中
略
）
各
章
ご
と
別
々
に

書
き
始
め
ら
れ
て
ゐ
て
、
各
章
を
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
上
げ
て
、
後
で
現
在
の
や

木
　
　
村
　
　
東
　
　
書

う
に
順
序
を
と
と
の
へ
て
章
を
入
れ
た
模
様
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
検
討
の

余
地
を
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
作
者
の
文
学
的
軌
跡
を
た
ど
る
立
場
か
ら
、
作
者
の
創
作
意
図
と
そ

の
背
景
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
作
品
成
立
過
程

の
問
題
を
避
け
て
通
れ
な
い
の
で
、
木
屑
は
続
稿
に
ゆ
ず
り
、
本
稿
で
は
一
先

ず
、
肉
筆
資
料
の
調
査
に
基
づ
く
調
査
報
告
と
、
こ
れ
に
関
す
る
若
干
の
考
察

を
試
み
、
合
わ
せ
て
作
者
の
こ
の
作
品
に
お
け
る
問
題
意
識
の
あ
り
ど
こ
ろ
に

つ
い
て
も
、
究
明
し
て
み
た
い
。

二
　
問
題
点
の
所
在
に
つ
い
て

前
述
の
筑
摩
書
房
版
全
集
の
も
と
に
な
っ
た
文
治
堂
版
全
集
（
昭
飢
・
6
）

の
「
余
録
」
に
お
け
る
郡
司
氏
の
記
述
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

元
来
、
こ
の
本
文
の
各
章
は
順
序
を
追
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い

ら
し
い
。
草
稿
で
は
〓
早
出
来
上
る
毎
に
新
た
に
原
稿
用
紙
を
起
し
て
居

る
点
、
各
章
の
昭
序
を
鉛
筆
で
告
き
入
れ
て
あ
る
点
そ
の
他
か
ら
推
し

て
、
全
部
出
来
上
っ
て
か
ら
今
の
順
序
に
配
列
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ

る
。
Ⅲ
頁
の
表
題
襲
の
地
図
は
こ
の
作
品
を
書
く
に
当
っ
て
一
番
先
に
描

か
れ
、
後
は
参
考
書
な
ど
を
一
切
用
ひ
ず
に
地
図
の
上
で
登
場
人
物
の
北

方
南
行
を
辿
り
な
が
ら
こ
の
作
品
を
書
き
上
げ
た
と
い
ふ
。
そ
し
て
最
後
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の
筋
は
力
強
く
書
か
れ
て
イ
ソ
ク
が
か
な
り
に
じ
ん
で
居
り
、
終
り
に
午

後
十
一
時
と
摘
筆
し
た
時
間
ま
で
刻
ま
れ
て
ゐ
る
。

従
来
の
論
の
多
く
ほ
、
こ
の
指
摘
に
立
脚
し
て
き
た
。
筑
摩
書
房
版
全
集
で

も
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
氏
の
見
解
に
特
に
変
更
は
な
い
。
だ
が
、
聞
き
書
き

の
形
に
な
っ
て
い
る
「
2
4
6
頁
の
表
題
裏
の
地
図
云
々
」
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ

る
。
作
者
が
作
品
執
筆
時
に
参
考
書
を
特
に
用
い
な
か
っ
た
と
は
、
筆
者
も
未

亡
人
タ
カ
氏
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
図
（
筑
摩
書
房
版

全
集
は
一
巻
口
絵
に
収
録
）
の
地
名
・
国
名
は
『
弟
子
』
中
の
そ
れ
と
、
ほ
と

ん
ど
符
合
し
な
い
。
こ
の
地
図
は
、
陳
・
桑
が
亡
び
、
晋
の
後
に
（
普
通
、
晋

が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
一
字
塗
り
消
し
た
跡
が
あ
る
か
ら
、
作
者
は
時
代
を
意
識

し
て
い
る
）
貌
・
遇
・
韓
が
興
っ
た
戦
国
時
代
初
期
の
も
の
で
あ
っ
て
、
子
路

が
生
き
た
春
秋
時
代
の
も
の
と
は
、
約
二
百
年
の
ず
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
一
般

の
歴
史
地
図
に
は
載
ら
な
い
、
殉
子
の
隠
校
地
蘭
陵
の
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い

（1）る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
こ
の
地
図
は
、
作
者
が
構
想
中
で
あ
っ
た
「
吃
公

（5）

子
」
　
（
斡
非
伝
）
と
の
関
連
の
方
が
、
は
る
か
に
強
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
郡
司
氏
の
「
最
後
の
蕾
は
力
強
く
書
か
れ
て
い
て
イ
ソ
ク
が
か
な
り

に
じ
ん
で
屠
り
、
終
り
に
午
後
十
一
時
と
摘
筆
し
た
時
間
ま
で
刻
ま
れ
て
ゐ

る
」
と
い
う
指
摘
と
「
全
部
出
来
上
が
っ
て
か
ら
今
の
順
序
に
配
列
し
た
」
と

い
う
推
定
と
の
問
に
は
、
多
少
の
違
和
感
が
あ
る
。
こ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う

か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
様
々
な
解
釈
や
再
調
査
が
な
さ
れ
て
き
た
。
佐
々
木
充

氏
は
「
最
後
の
章
が
や
は
り
最
後
に
書
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
」
と
し
、
木
村
一
信
氏
も
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
誤
用
勝

彦
氏
は
肉
筆
資
料
を
再
調
査
の
上
「
草
稿
の
章
の
区
切
り
方
な
ど
か
ら
も
最
初

か
ら
明
確
な
構
想
の
も
と
に
こ
の
作
品
は
書
き
つ
が
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
」
と
し
、
奥
野
政
元
氏
も
再
調
査
の
上
、
「
草
稿
の
形
成
過
程
は
、
す

ベ
て
の
章
が
別
々
に
書
か
れ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
順

序
正
し
く
章
を
追
っ
て
質
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
」
と
し

て
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
「
少
な
く
と
も
バ
ラ
バ
ラ
に
書
か
れ
た
も
の
を
、
あ
と

で
粘
成
し
直
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
作
者
の
意
図
が
窺
え
る
」
と
す
る
。
こ
う
し

た
論
調
の
中
で
、
槙
林
氏
は
作
品
杭
成
論
に
立
脚
し
、
郡
司
説
を
疑
問
視
し
て

（6）
い
る
。以

上
、
概
括
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
活
字
化
さ
れ
た
作
品
だ

け
を
見
て
い
る
研
究
者
は
、
輩
の
組
み
替
え
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
影
響

を
比
校
的
小
さ
く
捉
え
よ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
章
の
組
み
替
え
が
あ
っ
た

と
す
る
推
定
自
体
を
疑
問
視
す
る
傾
向
が
見
え
る
。
こ
れ
は
作
品
の
完
成
度
に

疑
問
を
持
た
な
い
こ
と
が
、
自
筆
原
稿
に
対
す
る
興
味
の
稀
薄
さ
と
関
連
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
草
稿
の
実
物
に
あ
た
っ
て
調
査
し
た

研
究
者
は
、
作
品
の
構
想
に
流
動
性
が
あ
っ
た
か
と
推
定
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ

に
積
極
的
な
作
者
の
意
図
さ
え
見
よ
う
と
す
る
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
研
究
者
の
場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
指
摘
さ
れ
た
事
実
の
背
後
に
何
が
あ

っ
た
の
か
、
指
摘
さ
れ
た
事
実
が
作
品
に
及
ぼ
し
た
問
題
点
は
何
か
と
い
っ
た

と
こ
ろ
ま
で
は
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
草
稿
と
定
稿
と
の
問
に
ほ
と
ん
ど
差
異
の
無
い
こ
の
作
品
で
、

「
全
部
出
来
上
っ
て
か
ら
今
の
順
序
に
配
列
し
」
た
り
、
あ
る
い
は
、
葦
の
組

み
替
え
を
し
た
上
で
最
後
の
章
だ
け
最
後
に
書
く
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
作
品

が
、
ほ
た
し
て
本
当
に
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
形
而
上
学
的
問
題
の
形
而
上

学
的
揚
乗
を
計
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
作
家
が
、
作
品
の
問
題
設
定
の
部
分
に
流

動
性
を
残
し
た
ま
ま
で
結
論
を
出
す
よ
う
な
創
作
法
、
あ
る
い
は
ま
た
、
奥
野

氏
が
い
わ
れ
る
組
み
直
す
こ
と
を
椚
極
的
に
意
図
す
る
よ
う
な
構
想
は
、
果
た

し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
可
能
な
の
か
。
創
作
方
法
は
、
作
家
の
問
題
意
識
の
あ

26



り
方
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
問
題
は
、
可
能
な
限
り
明
ら
か

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
点
に
関
し
、
中
島
タ
カ
氏
及
び
ご
追
放
に
依
航
し
て
許
さ
れ
た
筆
者

が
、
数
次
の
調
査
で
知
り
得
た
事
実
に
基
づ
く
考
察
を
付
け
加
え
る
な
ら
、
お

（7）

よ
そ
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
肉
筆
資
料
調
査
報
告
と
考
察

細
　
概
観
に
つ
い
て

現
在
中
島
家
に
残
る
『
弟
子
』
の
草
稿
に
つ
い
て
だ
け
見
れ
ば
、
郡
司
氏
の

ご
指
摘
通
り
で
あ
る
。
粗
悪
な
用
紙
に
書
か
れ
、
章
の
番
号
も
後
か
ら
鉛
筆
で

記
入
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
章
の
構
成
も
、
長
短
さ
ま
ざ
ま
で
、
幾
つ
か
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
並
べ
た
形
の
も
の
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
は
後
か
ら
、
章
の
組
み

替
え
・
加
筆
・
挿
入
・
削
険
を
容
易
に
す
る
か
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
一
方
、
こ
れ
を
作
者
の
他
の
作
品
の
草
稿
と
比
較
し
て
み
る
と
、
一

度
使
用
済
み
の
用
紙
の
襲
、
端
数
の
用
紙
を
寄
せ
集
め
て
書
い
た
草
稿
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
中
で
、
こ
の
草
稿
だ
け
は
、
粗
悪
だ
が
真
新
し
い
原
稿
用
紙
に
丁

寧
に
容
か
れ
、
加
筆
・
推
敲
の
跡
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
削
除
・
抹
消
に
あ
た
る

個
所
は
無
い
。
同
時
期
の
「
南
島
霹
」
三
筋
（
『
幸
福
』
『
夫
婦
』
『
難
』
）
『
名

人
伝
』
の
草
稿
と
は
、
浄
書
原
稿
と
の
問
に
構
想
変
更
が
な
い
だ
け
で
も
、
そ

の
性
格
を
異
に
す
る
。
浄
書
寸
前
だ
っ
た
『
李
陵
』
の
草
稿
に
く
ら
べ
て
も
は

る
か
に
整
っ
て
い
る
。
た
だ
、
作
者
の
浄
書
原
稿
は
「
全
く
訂
正
の
あ
と
も
留

（8）

め
な
い
綺
焉
な
も
の
」
と
評
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
し
、
後
に

指
摘
す
る
事
実
か
ら
し
て
も
、
完
成
し
た
作
品
を
浄
書
し
た
だ
け
の
も
の
で
な

い
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
浄
書
原
稿
と
比
較
し
て
、
浄
容
原
稿
に
三
個
所
孔
子
に
関
す
る
記

述
が
加
蟹
さ
れ
て
い
る
の
を
除
い
て
、
語
句
・
表
記
以
外
に
異
同
も
ほ
と
ん
ど

（9）
な
い
。
浄
書
原
稿
の
字
句
の
異
同
も
ふ
く
め
た
、
異
同
の
あ
る
個
所
に
つ
い
て

も
、
草
稿
段
階
で
の
加
筆
・
推
敲
個
所
に
つ
い
て
も
、
章
の
組
み
替
え
等
に
ょ

っ
て
生
じ
た
ほ
こ
ろ
び
の
、
辻
つ
ま
合
わ
せ
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
個
所
は
な

い
。こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
草
稿
に
は
「
第
一
次
浄
書
」
の
趣
が
あ

り
、
構
想
の
一
部
を
保
留
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
当
完
成
し
た

構
想
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
後
、
．
一
部
推
敲
・
加
筆
し
て
完
成
し
た
可
能
性
が

高
い
。
浄
書
原
稿
は
、
「
中
央
公
論
」
編
養
老
杉
森
久
英
氏
に
渡
さ
れ
た
。
作

者
に
と
っ
て
初
め
て
大
雑
誌
の
注
文
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
一
度
浄
書
し
た

も
の
を
、
上
質
の
用
紙
に
再
度
浄
書
し
た
と
し
て
も
、
い
さ
さ
か
も
不
自
然
さ

ほ
な
い
。

反
面
、
葦
の
番
号
が
鉛
筆
で
加
筆
後
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
執
筆
中
、

ま
だ
一
部
の
茸
の
挿
入
・
差
し
替
え
・
削
除
な
ど
の
可
能
性
を
残
し
て
い
た
こ

と
も
考
え
さ
せ
る
一
面
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
が
当
面
の
問
題
と
な

る
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
の
参
考
資
料
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
筆
者
の
調

査
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

㈲
　
草
稿
に
残
る
し
み
、
く
ぼ
み
に
つ
い
て

郡
司
氏
の
説
明
に
も
あ
る
通
り
、
用
紙
が
き
わ
め
て
粗
悪
で
柔
ら
か
い
た

め
、
力
を
入
れ
て
書
い
た
り
、
．
へ
ソ
で
消
し
た
り
、
し
ば
ら
く
ペ
ソ
が
留
ま
っ

た
り
し
た
時
、
そ
こ
の
用
紙
の
状
態
が
よ
く
な
い
と
、
ペ
ソ
の
跡
が
下
の
紙
に

写
っ
た
り
、
イ
ン
ク
が
紙
背
ま
で
に
じ
み
、
下
の
用
紙
の
そ
の
場
所
に
、
し
み

を
残
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
新
し
い
紙
に
容
か
れ
て
い
る
た
め
、
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注
意
し
て
見
れ
ば
、
現
在
で
も
、
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
推
敲
時
の
鉛
筆
で

の
抹
消
部
分
に
つ
い
て
は
、
く
ぼ
み
と
し
て
、
残
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
草

稿
は
現
在
、
二
つ
折
り
に
し
て
綴
じ
て
あ
る
が
、
し
み
や
く
ぼ
み
は
、
用
紙
を

広
げ
て
重
ね
て
あ
っ
た
段
階
で
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
に
証
拠
資
料
と

し
て
、
写
真
を
示
し
た
い
が
、
用
紙
の
表
裏
の
イ
ソ
ク
の
に
じ
み
具
合
と
、
次

の
用
紙
の
か
す
か
な
し
み
と
を
原
稿
用
紙
の
升
目
等
を
手
掛
か
り
と
し
て
照
合

す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
れ
と
判
断
で
き
る
こ
の
種
の
資
料
は
、
現
在
袋
綴

じ
に
な
っ
て
い
る
資
料
を
傷
め
な
い
で
、
そ
れ
と
納
得
で
き
る
形
の
写
真
を
撮

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
イ
ソ
ク
の
に
じ
み
具
合
は
、
紙
の
状
態
に
よ
る

た
め
、
表
か
ら
見
た
だ
け
で
は
そ
れ
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
こ

の
た
め
写
真
の
提
示
は
割
愛
し
た
。
）
　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
執
筆
時
（
推
敲
時
）

に
歪
ね
ら
れ
て
い
た
紙
の
順
序
の
切
れ
続
き
具
合
が
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
知

れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
〓
空
枚
目
の
紙
は
汚
れ
て
い
な
い
の
に
、
二
枚
目
の
紙
に

は
ひ
ど
い
し
み
が
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
現
在
の
二
枚
目
の
直
ぐ
上
の
紙
は

取
り
捨
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
二
枚
目
に
も
紙
背
ま
で
に
じ
む
消
し
跡
が

あ
る
が
、
三
枚
目
の
同
じ
場
所
に
し
み
を
残
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現

在
の
二
枚
目
と
三
枚
目
の
問
に
は
別
の
紙
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
草
稿
は
、
完
成
草
稿
を
た
だ
写
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
想

像
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
三
枚
目
五
行
日
の
「
南
山
の
竹
」
の
「
南
」
の

右
肩
の
消
し
跡
、
一
二
行
目
の
「
犀
角
を
通
す
」
の
「
角
」
を
「
草
」
に
改
め

た
跡
に
は
紙
背
ま
で
通
る
に
じ
み
跡
が
あ
り
、
こ
れ
が
四
枚
目
の
同
じ
場
所
に

し
み
を
残
し
て
い
る
な
ど
、
連
続
関
係
を
確
認
出
来
る
部
分
も
多
数
あ
っ
て
、

（10）

全
体
と
し
て
は
、
か
な
り
ス
ム
ー
ズ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
下
、
全
体
に
わ
た
っ
て
の
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
確
認
出
来
た
事
実
の
中

か
ら
、
草
稿
執
筆
時
（
推
敲
時
）
の
各
章
問
の
紙
の
切
れ
続
き
具
合
に
関
す
る

こ
と
だ
け
を
記
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

＜
1
＞
一
・
二
章
問
、
三
・
四
章
問
、
六
・
七
章
問
、
八
・
九
草
間
は
、
連

続
関
係
が
確
認
で
き
な
い
。

＜
2
＞
　
二
・
三
章
問
は
、
執
筆
時
・
推
敲
時
と
も
連
続
し
て
い
た
。
二
章
末

（
五
枚
日
）
の
四
行
・
一
八
宇
目
A
戚
V
を
書
い
た
時
の
に
じ
み
跡
、

五
行
二
一
宇
目
の
A
評
番
V
の
A
番
V
を
訂
正
し
た
時
の
に
じ
み
跡
が

≡
章
一
枚
目
に
し
み
を
つ
け
て
い
る
。

＜
3
＞
　
四
・
五
章
問
は
、
推
敲
時
に
連
続
し
て
い
た
。
四
章
末
（
二
枚
目
）

〓
ハ
行
目
の
A
一
本
気
を
嘉
〔
み
〕
さ
れ
た
た
め
に
外
な
ら
〔
な
い
〕

ぬ
こ
と
を
。
V
を
A
怒
れ
ま
れ
た
た
め
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
。
V
に
改
め

た
時
の
消
し
跡
が
、
五
章
一
枚
日
に
し
み
を
つ
け
て
い
る
。

＜
4
＞
　
五
・
六
章
問
は
、
執
筆
時
・
推
敲
時
と
も
連
続
し
て
い
た
。
五
章
末

（
三
枚
目
）
五
行
・
九
宇
目
の
A
牛
V
、
六
行
二
六
宇
目
の
A
綱
V

を
書
い
た
時
、
一
三
行
・
一
字
日
に
き
た
A
逆
ト
イ
フ
。
V
の
A
。
V

を
消
し
て
、
二
一
行
目
末
に
A
。
V
を
書
い
た
時
の
に
じ
み
跡
が
、
六

章
」
枚
日
に
し
み
を
つ
け
て
い
る
。

＜
5
＞
　
六
章
末
尾
に
イ
ン
ク
が
落
ち
た
浪
い
跡
が
あ
り
、
こ
れ
は
次
ぎ
の
紙

に
何
程
か
の
し
み
を
残
し
て
い
る
方
が
自
然
だ
が
、
七
章
一
枚
目
に
は

そ
の
痕
跡
が
な
い
。

＜
6
＞
　
七
・
八
章
問
は
、
執
筆
時
に
連
続
し
て
い
た
。
七
輩
末
（
四
枚
目
）

一
行
・
三
宇
目
の
A
ぬ
V
、
五
行
日
A
孔
子
一
人
の
為
で
あ
っ
た
。
V

の
A
。
V
、
六
行
・
一
字
目
の
A
峡
V
を
書
い
た
時
の
に
じ
み
跡
が
、

八
章
一
枚
目
に
し
み
を
つ
け
て
い
る
。

＜
7
＞
　
こ
の
原
稿
用
紙
は
、
多
分
二
〇
枚
一
帳
で
市
販
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
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が
、
八
重
と
九
草
と
の
問
で
、
そ
の
喝
か
替
わ
っ
て
い
る
。

＜
8
＞
　
九
・
一
〇
草
間
は
、
推
敲
時
に
連
続
し
て
い
た
。
九
章
末
（
四
枚
日
）

一
五
行
目
の
A
向
く
と
、
V
の
A
と
、
V
を
消
し
、
A
向
く
。
V
と
し
た

部
分
、
A
子
君
子
正
の
二
人
で
あ
っ
た
。
V
を
A
子
若
と
子
正
の
二
人

で
あ
る
。
V
に
改
め
た
と
こ
ろ
と
、
二
〇
行
二
九
宇
目
の
A
如
き
V

を
一
度
消
し
て
書
き
直
し
た
と
こ
ろ
と
の
イ
ソ
ク
の
に
じ
み
跡
が
、
一

〇
章
一
枚
目
に
し
み
を
つ
け
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
二
〇
行
目
以

下
に
三
行
ほ
ど
霞
き
込
み
が
あ
り
、
二
行
が
用
紙
の
枠
を
は
み
出
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
後
か
ら
の
加
筆
と
見
ら
れ
る
が
、
九
章
を
こ
の
用
紙

の
中
で
ま
と
め
よ
う
と
し
た
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

＜
9
＞
一
〇
章
・
〓
章
問
は
、
執
筆
時
・
推
敲
時
と
も
に
連
続
し
て
い

た
。
一
〇
章
三
枚
目
・
五
行
目
を
A
さ
う
し
て
、
夫
子
の
歓
ふ
は
礼
か

と
訊
ね
た
。
V
を
A
さ
う
し
て
訊
ね
た
。
夫
子
の
歌
ふ
は
礼
か
と
。
V
に

改
め
た
際
、
A
訊
ね
た
V
を
鉛
筆
で
消
し
て
お
り
、
こ
の
跡
が
、
三
枚

後
の
一
〓
竺
枚
目
ま
で
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
推
敲
時
の
も
の
。
一

み
だ

〇
幕
末
（
四
枚
日
）
入
行
日
の
A
濫
る
。
V
の
A
。
V
を
A
、
V
に
改

め
る
た
め
塗
り
つ
ぶ
し
た
と
こ
ろ
の
に
じ
み
跡
と
、
二
二
行
目
か
ら
一

せ

ご

レ

は

　

　

　

　

ま

じ

四
行
目
に
か
け
て
の
A
自
刃
前
に
接
る
も
V
を
A
按
は
る
も
V
と
改
め

た
時
の
、
ル
ビ
A
は
V
の
消
し
跡
が
、
二
章
一
枚
目
に
し
み
を
残
し

て
い
る
。
こ
の
訂
正
は
、
ル
ビ
の
A
は
Ⅴ
お
よ
び
送
り
仮
名
の
A
る
V

を
消
し
、
消
し
た
A
る
V
の
横
に
A
は
V
と
欝
き
、
消
し
た
A
る
V
に

続
け
て
改
め
て
A
る
も
V
と
書
い
て
あ
る
か
ら
執
筆
中
の
も
の
で
あ

る
。

＜
1
0
＞
　
二
草
二
二
草
間
は
、
執
筆
時
・
推
敲
時
と
も
連
続
し
て
い
た
。

一
二
幕
末
（
四
枚
目
）
六
行
・
一
字
目
に
く
る
A
己
を
全
う
す
る
途
を

棄
て
、
V
の
A
、
V
と
、
一
一
行
・
二
〇
宇
目
の
瓜
切
な
い
や
う
な
・

V
の
A
・
V
に
お
け
る
イ
ン
ク
の
に
じ
み
が
、
〓
衰
一
枚
日
に
し
み

を
つ
け
て
い
る
の
は
、
執
筆
時
の
も
の
で
あ
る
。
六
行
・
≡
宇
目
の
A

道
の
為
V
の
A
の
V
の
杭
の
イ
ソ
ク
の
汚
れ
、
一
〇
行
・
l
九
宇
目
の

A
丈
の
高
い
孔
子
を
V
の
A
を
V
を
A
の
V
に
改
め
た
際
の
A
を
V
の

ヽ
ヽ

消
し
跡
に
残
る
イ
ン
ク
の
し
み
は
、
推
敲
時
の
も
の
。

＜
1
1
＞
一
二
二
三
重
問
は
、
執
筆
時
に
連
続
し
て
い
た
。
一
二
章
末
（
七

枚
目
）
五
行
・
八
宇
目
の
A
己
V
、
六
行
・
三
宇
目
に
く
る
A
善
し
と
す

る
？
」
V
の
A
」
V
、
八
行
末
の
A
取
る
の
み
」
V
の
A
」
V
の
イ
ソ
ク

の
に
じ
み
跡
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
二
章
一
牧
口
に
し
み
を
つ
け
て
い
る
。

＜
1
2
＞
　
〓
一
丁
一
四
奇
問
は
執
筆
時
か
ら
連
続
し
て
い
た
。
こ
の
輩
に
つ
い

て
は
、
全
集
で
も
指
摘
は
な
く
、
奥
野
氏
も
、
十
三
章
以
下
を
一
気
に

続
け
て
書
か
れ
た
も
の
と
見
て
お
ら
れ
る
が
、
一
四
苛
は
一
度
用
紙
を

改
め
て
書
い
た
後
、
そ
の
冒
頭
に
、
や
や
異
る
筆
勢
の
ペ
ソ
で
A
孔
子

が
四
度
目
に
荷
を
訪
れ
た
時
～
子
路
は
街
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
V
ま

で
の
約
四
行
を
一
三
牽
末
尾
の
空
自
と
一
四
輩
冒
頭
の
空
自
を
使
っ
て

加
筆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
十
三
責
末
葉
（
二
枚
目
）
　
の
一
四
行
・
四

宇
目
の
A
萬
V
の
誤
字
訂
正
跡
、
一
九
・
二
〇
宇
目
の
A
も
、
Ⅴ
お
よ

び
一
五
行
・
九
宇
目
二
二
字
口
の
A
も
V
と
A
浪
Ⅴ
（
こ
れ
は
書
き

か
け
て
の
訂
正
）
を
書
い
た
跡
が
、
明
る
い
場
所
で
や
や
斜
め
か
ら
透

か
し
て
見
る
と
く
ぼ
み
と
し
て
一
四
章
一
枚
目
に
残
っ
て
い
る
。

＜
1
3
＞
一
四
章
以
下
は
、
童
ご
と
に
用
紙
を
改
め
る
こ
と
を
や
め
、
二
行
の

空
自
を
置
く
だ
け
で
茸
を
改
め
て
い
る
。

＜
1
4
＞
　
想
定
で
き
る
す
べ
て
の
場
合
を
調
査
検
討
し
て
み
た
が
、
章
が
組
み

替
え
ら
れ
た
こ
と
を
積
極
的
に
証
明
で
き
る
証
拠
は
、
一
例
も
発
見
出
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来
な
か
っ
た
。

右
の
事
実
を
執
筆
時
と
推
敲
時
（
誤
字
訂
正
を
含
む
推
敲
は
、
ペ
ソ
に
よ
る

も
の
と
鉛
筆
に
よ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
最
低
二
回
以
上
、
何
度
か
に
わ
た
る
は

ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
執
筆
時
の
も
の
と
確
定
で
き
る
も
の
を
除
き
、
推
敲
完
了

時
ま
で
を
一
括
し
て
推
敲
時
と
し
た
）
と
に
分
け
て
、
執
筆
時
に
連
続
し
て
い

た
と
こ
ろ
を
「
＝
」
で
、
推
敲
時
に
連
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
「
／
」
で
、
連

続
関
係
を
確
認
で
き
な
い
と
こ
ろ
を
、
「
×
」
で
表
わ
し
て
み
る
と
、
次
の
よ

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
×
二
＝
三
×
四
／
五
＝
六
×
七
＝
八
×
九
／
一
〇
＝
〓
＝
二
一
＝

〓
ニ
＝
一
四
＝
一
五
＝
〓
ハ

各
章
問
で
「
＝
」
で
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
執
筆
順
序
の
変
動
は
あ
り
え
な
い

し
、
作
品
の
初
め
ほ
ど
書
き
直
し
が
多
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
れ
ば
、
全
体
的
に

見
て
か
な
り
順
調
な
書
か
れ
方
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
後
半
に
な
る
ほ
ど
順
調
に

書
か
れ
て
い
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
一
四
茸
以
後
で
は
、
組
み
替
え
・
差
し
替

え
が
不
可
能
な
書
き
方
を
し
て
い
る
か
ら
、
一
四
章
以
後
が
執
筆
さ
れ
る
段
階

で
は
、
作
品
構
想
も
確
定
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
、
章
の
組
み
替
え
・
挿
入
等
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

も
う
少
し
検
討
し
て
見
た
い
。
こ
の
場
合
、
執
筆
時
で
連
続
関
係
が
確
認
で
き

る
部
分
は
ま
と
め
て
一
ブ
ロ
ッ
ク
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
ブ
ロ
ッ
ク

ご
と
の
組
み
換
え
や
挿
入
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
一
ブ
ロ
ッ
ク
丸
ご
と
の
差
し
替
え
の
可
能
性
も
考
え
る
と
す
れ
ば
、
．
フ

ロ
ッ
ク
の
成
立
順
序
を
こ
れ
以
上
追
究
す
る
手
段
は
、
理
論
上
も
は
や
な
い
。

し
か
し
、
比
校
的
順
調
に
書
か
れ
て
い
る
ら
し
い
全
体
の
流
れ
を
見
た
上
で
、

更
に
加
筆
が
あ
り
、
も
う
一
つ
の
浄
書
原
稿
が
あ
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
草

稿
段
階
で
そ
こ
ま
で
考
え
る
の
は
現
実
的
で
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
筆
者
の
興
味

は
草
稿
成
立
過
程
が
、
作
品
構
想
の
成
立
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
あ
る
の
で
、
以
下
そ
う
し
た
角
度
か
ら
の
検
討
を
す
す
め
る
た
め
、
作

品
の
内
容
も
加
味
し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

内
容
を
簡
単
に
確
認
す
る
と
、
一
章
は
子
路
の
入
門
時
の
こ
と
。
二
軍
は
子

路
入
門
一
月
後
の
こ
と
で
、
孔
子
と
子
路
と
の
基
本
的
信
頼
関
係
が
措
か
れ
て

い
る
。
三
章
の
陽
虎
が
孔
子
を
招
く
話
は
、
子
路
入
門
後
数
年
し
て
か
ら
の
こ

と
。
六
章
の
孔
子
が
魯
に
仕
え
る
の
は
十
数
年
後
の
こ
と
で
、
こ
の
章
の
末
で

孔
子
の
還
歴
が
始
ま
る
。
八
草
以
後
は
す
べ
て
遍
歴
中
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以

後
の
こ
と
で
あ
り
、
一
四
葦
以
後
は
子
路
の
仕
官
以
後
、
孔
子
の
最
晩
年
の
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
八
章
と
一
三
章
と
に
は
、
孔
子
の
遍
歴
に
つ
い
て
の
総
括
が
あ
り
、

七
草
と
一
三
章
と
で
は
、
七
草
で
疏
在
化
し
た
子
路
の
天
に
対
す
る
懐
疑
が
一

三
章
で
解
消
す
る
と
い
っ
た
相
互
の
呼
応
が
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
を
考
慮
す
る
時
、
二
革
、
二
＝
三
章
、
五
＝
六
章
、
七
＝
入

費
、
一
〇
章
以
後
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
順
序
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
い

ず
れ
か
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
欠
い
た
形
で
作
品
が
構
想
さ
れ
る
場
合
は
考
え
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
玉
章
で
孔
子
が
「
初
め
は
此
の
角
を
矯
め
よ
う
と
し
な
い
で

は
な
か
っ
た
が
、
後
に
は
諦
め
て
止
め
て
了
つ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら

後
に
、
四
章
の
子
路
の
奏
欝
に
対
す
る
批
評
の
よ
う
な
も
の
が
来
る
は
ず
が
な

い
。
し
た
が
っ
て
四
章
の
位
置
が
動
て
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
先
の

草
稿
調
査
の
事
実
を
参
照
す
る
な
ら
、
推
敲
完
了
後
の
章
の
組
み
替
え
は
、
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
草
稿
が
雷
の
順
を
追
っ
て
書
か
れ
な
か
っ

た
可
能
性
を
考
え
る
場
合
、
作
品
を
コ
ソ
ク
リ
ー
ト
な
も
の
と
捉
え
れ
ば
、
構

想
が
明
確
な
ほ
ど
、
か
え
っ
て
ど
の
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
で
も
書
け
る
と
も
い
え
る
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か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
文
字
欄
』
『
名
人
伝
』
な
ど
初
期
草
稿
の
残
る
作

品
で
は
、
執
筆
過
程
で
成
長
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
作
品

が
、
そ
う
で
あ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
大
体
は
最
初
か
ら
書
か
れ
た
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
動
く
可
能
性
が
あ
る
の
は
四
輩
と
九
章
で
、

考
え
ら
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
推
敲
以
前
か
執
筆
中
に
九
輩
が
六
章
の
後
に
あ

っ
た
場
合
と
、
四
章
・
九
章
が
後
か
ら
加
筆
・
挿
入
さ
れ
た
場
合
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
輩
は
、
草
稿
の
用
紙
で
推
敲
個
所
以
外
に
前
後
の
連
続
関
係
が
確
認

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
前
者
の
場
合
、
九
章
が
六
章
の
次
に
あ
っ
て
も
、
九
章
の
内
容
を
孔

子
が
南
子
に
あ
っ
た
挿
話
を
通
し
て
、
現
実
社
会
に
対
応
す
る
時
、
孔
子
と
子

路
と
で
い
か
に
そ
の
態
度
が
違
っ
て
い
た
か
を
措
い
た
も
の
と
解
釈
す
れ
ば
、

六
章
で
孔
子
が
斉
の
美
女
の
た
め
に
魯
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
か
ら
、
一
応
不
自
然
で
な
い
の
で
あ
る
。
（
章
末
の
「
我
未
だ
徳

を
好
む
こ
と
色
を
好
む
が
如
き
者
を
見
ざ
る
な
り
云
々
」
と
い
う
ー
文
は
、
後

の
加
筆
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
取
り
上
げ
る
。
）
た
だ
、
九
章
が

六
章
の
後
に
あ
っ
た
場
合
は
、
九
輩
が
六
章
の
テ
ー
マ
の
一
部
を
繰
り
返
し
た

あ
た
ひ

形
に
な
る
し
、
八
草
の
孔
子
が
「
之
を
活
ら
ん
裁
。
之
を
活
ら
ん
故
。
我
は
胃

を
待
つ
も
の
な
り
。
」
と
い
っ
た
と
い
う
挿
話
と
も
重
複
し
て
、
あ
ま
り
に
も
く

ど
い
感
じ
に
な
る
の
は
否
め
な
い
。
作
者
が
現
在
の
形
に
し
た
の
は
、
子
路
の

内
面
を
提
示
し
た
七
・
八
章
を
問
に
挟
ん
で
九
章
を
置
き
、
六
章
と
の
呼
応
も

保
ち
つ
つ
、
一
〇
章
の
菓
公
子
高
が
、
絵
の
竜
を
好
み
な
が
ら
実
際
の
竜
は
恐

れ
た
挿
話
と
あ
わ
せ
て
、
諸
侯
が
建
前
で
は
「
孔
子
の
賢
の
名
を
好
」
む
ポ
ー

ズ
を
示
し
な
が
ら
、
「
其
の
実
を
好
ま
ね
」
実
例
の
一
つ
と
す
る
た
め
で
あ
っ

た
と
解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
残
る
の
は
、
四
章
・
九
輩
が
後
か
ら
の
挿
入
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る

が
、
断
定
は
も
ち
ろ
ん
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
次
に
示
す
事
実
を
考
慮
す
る

時
、
こ
の
可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
九
章
は
移
動
さ

せ
、
四
章
は
加
筆
と
い
う
場
合
も
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
四
車
が
千
路
奏
恋
の
場
面
、
九
章
が

孔
子
が
南
子
に
会
う
場
面
を
古
い
た
鴇
の
で
、
い
ず
れ
も
一
つ
の
短
い
挿
話
だ

け
で
成
立
し
て
お
り
、
作
晶
の
骨
格
的
構
造
を
形
成
す
る
部
分
で
は
な
く
、
子

路
の
個
性
的
イ
メ
ー
ジ
を
補
強
・
強
調
す
る
部
分
に
相
当
す
る
か
ら
、
作
品
構

想
の
骨
格
に
当
る
部
分
は
、
執
筆
の
当
初
か
ら
確
定
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

四
・
九
章
を
、
後
か
ら
の
加
筆
部
分
と
見
た
場
合
、
こ
れ
を
支
持
す
る
と
見

ら
れ
る
関
連
資
料
に
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
の
で
、
次
に
こ
れ
を
指
摘
し

て
お
こ
う
。

（
C
）
　
草
稿
の
加
筆
部
分
に
つ
い
て

こ
の
作
品
に
は
、
全
集
の
校
異
で
特
に
指
摘
は
な
い
が
、
章
単
位
の
も
の
は

別
と
し
て
も
、
草
稿
段
階
で
い
く
つ
か
の
加
筆
が
あ
る
。
欄
外
の
書
き
込
み
だ

け
で
は
な
く
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
章
の
末
尾
に
付
加
し
た
も
の
も
あ
る
。
主

な
も
の
だ
け
を
書
き
出
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
二
章
第
二
節
、
　
－
　
「
礼
と
云
ひ
礼
と
云
ふ
。
玉
島
を
云
は
ん
や
。

楽
と
云
ひ
楽
と
云
ふ
。
鈍
鼓
を
云
は
ん
や
。
」
な
ど
と
い
ふ
と
、
大
い
に

欣
ん
で
開
い
て
ゐ
る
が
、
礼
の
細
則
を
説
く
段
に
な
る
と
俄
か
に
詰
ま

ら
な
さ
さ
う
な
孜
を
す
る
。
（
欄
外
加
筆
）

（
2
）
　
二
串
末
、
－
　
ず
つ
と
後
年
に
な
っ
て
或
時
、
（
不
意
に
）
突
然
、
親

の
老
い
た
こ
と
に
気
が
付
き
、
己
の
幼
か
っ
た
頃
の
両
親
の
元
気
な
姿

を
思
出
し
た
ら
、
急
に
洞
が
出
て
来
た
。
其
の
時
以
来
、
子
路
の
親
孝
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行
は
無
難
の
献
身
的
な
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
（
章
末
加
筆
・
挿
入
）

す

（
2
）
　
玉
章
第
一
節
、
1
「
請
ふ
。
古
の
道
を
繹
て
て
由
の
意
を
行
は
ん
。

可
な
ら
ん
か
。
」
な
ど
と
、
叱
ら
れ
る
に
決
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
聞
い
た

り
、
孔
子
に
面
と
向
つ
て
づ
け
づ
け
と
「
是
あ
る
故
。
子
の
迂
な
る
や

ー
」
な
ど
と
言
っ
て
の
け
る
人
間
は
外
に
は
誰
も
ゐ
な
い
。
（
欄
外
加

筆
）

（
4
）
　
七
草
一
行
日
、
1
子
供
の
時
か
ら
の
疑
問
だ
が
、
成
人
に
な
っ
て

も
老
人
に
な
り
か
か
つ
て
も
（
一
向
）
い
ま
だ
に
納
得
で
き
な
い
こ
と
に

変
り
は
な
い
。
（
欄
外
加
筆
）

（
5
）
　
九
牽
末
、
－
　
翌
日
、
孔
子
等
の
一
行
は
衛
を
去
っ
た
。
「
故
未
だ
徳

を
好
む
こ
と
色
を
好
む
が
如
き
者
を
見
ざ
る
な
り
」
と
（
嘆
じ
っ
ゝ
、

孔
子
は
街
を
去
っ
た
。
）
い
ふ
の
が
其
の
時
の
孔
子
の
嘆
声
で
あ
る
。

（
章
末
加
筆
）

（
6
）
一
四
章
冒
頭
、
1
孔
子
が
四
度
目
に
衛
を
訪
れ
た
時
、
若
い
衛
侯

ぎ
よ

や
正
脚
孔
叔
同
等
か
ら
乞
は
れ
る
ま
ま
に
、
子
路
を
推
し
て
此
の
国
に

仕
へ
さ
せ
た
。
孔
子
は
十
（
四
）
余
年
ぶ
り
で
故
国
に
戻
っ
た
が
、
子

路
は
別
れ
て
荷
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
7
）
一
六
輩
第
三
節
、
1
－
新
衛
侯
擁
立
の
宣
言
が
あ
る
か
ら
と
て
急
に

呼
び
集
め
ら
れ
た
群
臣
で
あ
る
。
（
欄
外
加
筆
）

わ
ず
か
な
用
例
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
等
を
見
る
と
、
作

者
の
加
筆
態
度
に
途
中
か
ら
は
っ
き
り
と
変
化
が
あ
る
。
九
章
は
特
殊
で
あ
る

か
ら
、
し
ば
ら
く
保
留
す
れ
ば
、
七
草
以
前
で
は
、
子
路
の
個
性
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ

ッ
ド
に
表
現
す
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
た
め
の
加
筆
で
あ
る
が
、
一
四
・
二
ハ
葦

の
も
の
は
、
筋
の
運
び
を
理
解
し
や
す
く
す
る
状
況
説
明
の
た
め
の
加
筆
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
一
見
作
品
の
前
半
が
子
路
の
性
格
描
写
に
重
点
が
あ
り
、
後
半
で

は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
の
展
開
に
重
点
が
毘
か
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら

れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
作
晶
後
半
に
も
千
路
の
性
格
を
表

わ
す
描
写
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
〇
章
で
ほ
「
陳
薫
の
抗
」
に
際
し

て
、
〓
章
で
は
、
隠
者
に
会
っ
た
時
、
〓
〓
単
で
は
、
宋
か
ら
陳
に
出
る
渡

船
の
上
で
の
子
貢
と
宰
予
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は
比
千
と
泄
治
の
諌

死
や
エ
芦
南
陽
に
つ
い
て
の
孔
子
の
批
評
等
に
関
連
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
子
路
の

行
動
や
心
情
を
表
わ
す
挿
話
が
細
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
四
章
以
降
で
も
事

情
は
変
ら
な
い
。
た
だ
、
〓
革
か
ら
二
二
葺
ま
で
の
挿
話
と
、
一
四
草
以
降
の

挿
話
と
に
は
同
じ
く
子
路
の
行
動
・
心
情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
変

化
が
あ
る
の
も
事
実
で
、
〓
二
塁
ま
で
は
、
孔
子
に
対
比
さ
れ
た
場
合
、
子
路

の
個
性
と
と
も
に
、
そ
の
卑
小
性
を
際
立
た
せ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
四
輩
で

ち

ゆ

　

　

　

え

・

さ

は
、
蒲
の
壮
士
達
を
推
服
せ
し
め
、
一
五
章
で
は
小
邪
の
大
夫
・
射
の
保
証
に

立
つ
こ
と
を
断
り
、
〓
ハ
章
で
は
壮
絶
な
死
を
遂
げ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
一

四
章
以
降
の
そ
れ
は
、
子
路
の
社
会
的
有
能
さ
・
潔
癖
さ
・
果
断
さ
を
強
調
す

る
方
向
に
傾
い
て
お
り
、
時
に
は
孔
子
を
三
嘆
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が

描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
変
化
は
あ
る
と
し
て
も
、
作
品
後
半

に
、
子
路
の
個
性
を
生
動
さ
せ
る
表
現
が
充
分
あ
る
こ
と
を
見
た
上
で
、
前
半

の
加
筆
部
分
が
無
か
っ
た
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
部
分
で
の
子
路
の
動

き
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
よ
う
。

そ
し
て
七
輩
以
前
の
加
筆
内
容
を
こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
こ
れ
が
四
・
九
章

の
内
容
に
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
四
・
九
章
も
、
内

容
的
に
は
前
半
の
加
筆
部
分
の
延
長
上
に
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
ら
を
後
か
ら
の

挿
入
と
考
え
て
も
不
自
然
で
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
来
る
と
、
こ
の
草
稿
が
第
一
次
浄
書
の
趣
を
持
ち
な
が
ら
、
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章
の
番
号
が
、
後
か
ら
鉛
筆
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
ほ
ぼ
了
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
関
連
し
て
思
い
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
『
李
陵
』
に

お
い
て
、
司
馬
透
の
『
史
記
』
記
述
方
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

役
も
孔
子
に
倣
っ
て
、
述
べ
て
作
ら
ぬ
方
針
を
執
っ
た
が
、
し
か
し
、

孔
子
の
そ
れ
と
は
多
分
に
内
容
を
異
に
し
た
述
而
不
作
で
あ
る
。
（
中
略
）

彼
は
「
作
ル
」
こ
と
を
極
度
に
警
戒
し
た
。
自
分
の
仕
事
は
「
述
ベ

ル
」
こ
と
に
尽
き
る
。
事
実
、
彼
は
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
何

と
生
気
汲
刺
た
る
述
べ
方
で
あ
っ
た
か
？
（
中
略
）
彼
は
時
に
「
作
ル
」

こ
と
を
恐
れ
る
余
り
、
既
に
書
い
た
部
分
を
読
返
し
て
見
て
、
そ
れ
が
あ

る
為
に
史
上
の
人
物
が
現
実
の
人
物
の
如
く
に
躍
動
す
る
と
思
は
れ
る

字
句
を
削
る
。
す
る
と
確
か
に
其
の
人
物
は
バ
ツ
ラ
ツ
た
る
呼
吸
を
止
め

る
。
之
で
、
「
作
ル
」
こ
と
に
な
る
心
配
は
な
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、

（
と
司
馬
遷
が
思
ふ
に
）
之
で
は
項
羽
が
項
羽
で
な
く
な
る
で
は
な
い

か
。
項
羽
も
始
皇
帝
も
延
の
荘
王
も
み
ん
な
同
じ
人
間
に
な
っ
て
了
ふ
。

違
っ
た
人
間
を
同
じ
人
間
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
、
何
が
「
述
べ
る
」

だ
？
「
述
べ
る
」
と
は
、
遣
っ
た
人
間
は
違
っ
た
人
間
と
し
て
述
べ
る
こ

と
で
は
な
い
か
。
さ
う
考
へ
て
く
る
と
、
や
は
り
彼
は
削
っ
た
字
句
を
再

び
生
か
さ
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
。

こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
司
馬
遷
へ
の
作
者
自
身
の
感
情
移
入
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
加
筆
の
跡
は
歴
然
と
し
て
い
る
反
面
、

削
除
に
類
す
る
と
こ
ろ
が
無
い
こ
と
等
も
考
え
合
わ
せ
、
章
の
番
号
が
鉛
筆
で

書
か
れ
て
い
た
の
も
、
「
削
っ
た
字
句
を
再
び
生
か
」
す
可
能
性
を
含
む
た
め

で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
断
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

一
〇
草
以
降
あ
た
り
で
、
自
ら
確
定
し
て
き
た
文
体
に
合
わ
せ
て
、
先
に
示
し

た
加
筆
部
分
と
四
・
九
章
を
「
再
び
生
か
」
す
形
で
加
筆
・
挿
入
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
九
章
末
の
加
筆
部
分
が
、
一
〇
章
へ
の
接
続
を
考
慮
し
た
テ
ー
マ
の
要

約
に
な
っ
て
い
る
理
由
も
、
理
解
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、

作
者
の
後
期
文
学
に
お
け
る
文
体
確
立
過
程
の
一
面
を
垣
間
見
せ
る
、
一
つ
の

事
実
で
も
あ
ろ
う
。

四
　
作
品
の
基
本
構
想
に
つ
い
て

以
上
、
見
て
き
た
こ
と
に
従
っ
て
、
加
筆
部
分
、
あ
る
い
は
加
筆
の
疑
念
の

あ
る
章
を
一
時
保
留
し
て
見
る
と
、
作
品
の
基
本
構
想
が
、
か
え
っ
て
あ
ざ
や

か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
両
も
あ
る
。

〓
単
で
は
、
「
似
而
非
賢
者
何
程
の
こ
と
や
あ
ら
ん
」
と
考
え
て
、
孔
子
を

「
辱
し
め
て
呉
れ
よ
う
」
と
出
掛
け
た
子
路
が
、
「
己
と
余
り
に
も
懸
絶
し
た

相
手
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
」
入
門
す
る
。
二
輩
で
も
、
子
路
は
孔
子
を
、

「
知
情
意
の
各
々
か
ら
肉
体
的
の
諸
能
力
に
至
る
迄
」
　
「
実
に
伸
び
く
と
発

達
し
た
見
事
さ
」
を
備
え
た
人
物
と
認
め
、
孔
子
は
孔
子
で
子
路
の
「
際
立
っ

た
馴
ら
し
難
さ
」
に
驚
く
と
と
も
に
、
そ
の
「
純
粋
な
没
利
害
性
」
に
美
点
を

認
め
て
い
る
。
こ
こ
に
、
恐
ら
く
こ
の
作
品
の
第
一
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
孔
子
と
千
路
と
の
対
比
的
把
捉
は
、
こ
の
段
階
で
確
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。三

草
で
は
、
子
路
の
孔
子
へ
の
敬
愛
の
情
と
、
子
路
の
直
情
径
行
の
性
格
が

描
か
れ
、
こ
れ
が
孔
子
の
教
育
で
は
、
如
何
と
も
し
難
い
こ
と
を
描
き
、
（
四

萱
を
保
留
し
て
）
五
章
で
は
子
路
が
、
「
遠
慮
な
く
師
に
反
問
」
し
っ
つ
「
複

雑
な
思
索
や
重
要
な
判
断
は
一
切
師
に
任
せ
て
」
い
る
反
面
、
「
之
程
の
師
に

も
尚
触
れ
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
胸
中
の
奥
所
」
を
持
つ
人
間
で
あ
る
こ
と
が
、
描

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
で
、
孔
子
と
子
路
と
の
基
本
的
人
間
関
係

33



は
、
絶
対
的
優
位
に
あ
る
者
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
立
場
の
者
が
、
率
直
に

相
手
を
敬
愛
し
な
が
ら
固
有
の
自
己
を
確
認
し
、
優
位
に
立
つ
者
も
、
相
手
の

美
点
を
充
分
認
め
る
形
に
成
っ
て
い
る
。

六
草
で
は
、
こ
う
し
た
師
弟
関
係
を
確
立
し
た
孔
子
と
子
路
、
あ
る
い
は
彼

ら
を
中
心
に
し
た
集
団
が
、
時
代
・
社
会
の
中
で
受
け
る
待
遇
の
あ
り
方
、
あ

る
い
は
彼
ら
の
運
命
的
な
社
会
的
位
掟
を
措
い
て
い
る
。
孔
子
の
正
し
さ
と
能

力
と
は
充
分
証
明
さ
れ
な
が
ら
、
為
政
者
の
無
能
に
起
因
す
る
、
彼
ら
の
社
会

的
不
幸
の
始
ま
り
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

七
章
以
降
二
二
章
ま
で
で
は
、
孔
子
の
遍
歴
を
通
じ
て
、
子
路
が
自
己
の
運

命
と
そ
の
意
味
を
自
覚
す
る
過
程
が
措
か
れ
て
い
る
。
七
草
で
は
、
正
義
を
行

う
も
の
に
不
幸
な
運
命
を
与
え
る
天
に
対
す
る
千
路
の
懐
疑
と
、
孔
子
へ
の
愛

故
に
子
路
が
己
を
孔
子
の
盾
と
位
匿
づ
け
る
姿
が
措
か
れ
る
が
、
二
二
葦
で

は
、
孔
子
の
「
天
下
万
代
の
木
鐸
」
と
し
て
の
使
命
と
「
孔
子
及
び
そ
れ
に
従

ふ
自
分
等
の
運
命
の
意
味
」
を
理
解
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
八
・
一

二
章
で
は
、
孔
子
に
対
す
る
子
貢
等
弟
子
た
ち
の
批
判
を
聞
き
、
（
九
章
は
保

留
し
て
）
一
〇
・
二
茸
で
は
、
詔
供
が
「
賢
の
名
を
好
ん
で
、
其
の
実
を
欣

ば
ぬ
」
た
め
、
理
想
実
現
の
機
会
を
持
て
な
い
ば
か
り
か
、
「
陳
柔
の
拒
」
に

遭
っ
た
り
、
隠
者
の
批
判
を
受
け
た
り
す
る
孔
子
を
見
て
い
る
。
子
路
は
こ
う

し
た
、
孔
子
批
判
と
孔
子
の
社
会
的
運
命
を
見
る
中
で
、
孔
子
の
使
命
と
そ
れ

に
関
わ
る
自
己
存
在
の
意
味
を
、
自
分
で
確
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
四
章
以
降
で
は
、
か
く
し
て
自
己
存
在
の
意
味
を
自
覚
し
た
子
路
が
、
自

己
流
の
生
き
方
を
実
践
し
て
い
く
。
一
四
章
で
、
千
路
は
、
蒲
に
お
け
る
治
折

に
、
孔
子
の
思
想
を
あ
ざ
や
か
に
実
現
し
て
、
孔
子
を
三
嘆
さ
せ
る
。
し
か

し
、
一
五
章
で
、
「
斉
の
陳
恒
が
そ
の
君
を
拭
し
た
」
に
際
し
、
孔
子
が
京
公

に
「
義
の
為
に
斉
を
伐
た
ん
こ
と
を
請
」
う
た
の
を
、
「
た
だ
形
を
完
う
す
る

為
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
解
し
、
反
招
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
子
路
が
、
己

の
生
き
方
を
完
う
し
た
の
が
、
一
六
章
で
あ
る
。
衛
の
政
変
に
際
し
、
大
勢
は

決
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
共
の
禄
を
刺
し
た
以
上
、
其
の
凪
を
救
は

ね
は
な
ら
ぬ
」
と
す
る
固
有
の
倫
理
観
に
従
っ
て
、
彼
は
最
後
ま
で
戦
っ
て
死

ぬ
。
し
か
し
、
そ
の
際
も
、
己
が
孔
子
の
教
え
に
従
う
者
で
あ
る
こ
と
を
自
ら

確
認
す
る
か
の
よ
う
に
「
見
よ
！
君
子
は
、
冠
を
、
正
し
う
し
て
、
死
ぬ
も
の

だ
ぞ
！
」
と
絶
叫
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
絶
対
的
優
位
に
あ
る
孔

子
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
卑
小
な
る
存
在
と
し
て
の
子
路
が
、
己
の
卑
小
さ

と
共
に
彼
固
有
の
自
己
を
確
認
し
、
孔
子
の
「
天
下
万
代
の
木
鐸
」
と
し
て
の

使
命
と
、
そ
の
も
と
で
「
そ
れ
に
従
ふ
自
分
等
の
運
命
の
意
味
」
を
理
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
固
有
の
倫
理
観
に
従
っ
て
生
き
、
か
つ
孔
子
の
弟
子
と
し

て
安
ん
じ
て
死
ぬ
姿
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
作
者
が
、
か
つ
て
『
光
と
風
と
夢
』
の
ス
テ
ィ
ブ
ソ
ス
ソ
に
仮

託
し
て
、
「
神
の
あ
や
つ
る
交
響
楽
の
中
で
／
俺
は
調
子
の
外
れ
た
弦
で
は
な

い
か
？
」
と
恐
れ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
自
己
の
才
能
に
疑
念
を
抱
く
者
の
「
自

分
の
一
生
の
評
価
の
問
題
」
に
関
わ
る
懐
疑
に
、
一
つ
の
解
決
法
が
兄
い
だ
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
作
者
の
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
作
中
で
、
子

路
の
救
済
が
確
定
し
た
時
、
子
路
の
卑
小
性
が
、
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
草
稿
に
お
け
る
前
半
の
加
筆
部
分
と
、
四
・
九
章
と

が
、
こ
う
し
た
方
向
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

以
上
が
、
作
品
成
立
過
程
及
び
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
創
作
意
図
に
関
し
て
、

筆
者
の
考
察
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
作
者
が
兄
い
だ
し
た
問
題
解
決
法
が
、
作
者
白
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身
の
文
学
的
軌
跡
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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第
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角
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財
団
法
人
角
川
文
化
振
興
財
田
、
理
事
長
吉
川
泰

雄
）
の
国
文
学
部
門
に
、
小
林
芳
規
氏
（
『
角
筆
文
献
の
国
語
撃
的
研
究
』
汲
古

書
院
）
が
、
国
史
学
部
門
に
、
太
田
静
六
氏
（
『
寝
殿
造
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
）
が
決
定
し
、
十
二
月
五
日
、
東
京
・
丸
の
内
の
東
京
会
館
に
て
贈
呈
式
が

行
わ
れ
た
。

受
賞
者
の
小
林
芳
規
氏
は
、
本
学
全
会
員
で
、
現
在
、
広
島
大
学
文
学
部
教

授
。
受
賞
対
象
と
な
っ
た
『
角
繁
文
厭
の
国
語
撃
的
研
究
』
は
、
同
氏
が
、
二

十
七
年
前
の
角
繁
文
猷
発
見
以
来
、
調
査
・
研
究
を
続
け
て
来
た
百
五
十
点
に

及
ぶ
資
料
を
踏
ま
え
著
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
、
＜
モ
ノ
の
発
見
＞
で
は
な
く

＜
価
値
の
発
見
＞
を
肝
要
と
す
る
姿
勢
か
ら
、
こ
の
凹
み
の
文
字
を
国
語
史
の

研
究
資
料
と
し
て
生
か
す
こ
と
を
試
み
、
こ
の
著
書
に
よ
っ
て
、
従
来
の
国
語

史
研
究
は
大
幅
な
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
、
広
く
日
本
の
文

化
史
の
諸
分
野
に
於
い
て
も
、
示
唆
に
富
む
も
の
と
な
っ
た
。
今
回
の
受
賞

は
、
か
か
る
業
紐
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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