
「
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」
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味
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「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
は
、
昭
和
九
年
十
月
発
行
の
『
世
紀
』
に
発
表
さ

れ
た
が
、
同
年
六
月
五
日
ご
ろ
ま
で
に
は
脱
稿
し
て
い
た
。
太
宰
治
は
、
前
年

の
秋
に
は
「
道
化
の
華
」
を
脱
稿
し
、
以
後
、
実
験
小
説
と
呼
ば
れ
る
作
風
へ

移
っ
て
お
り
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
を
執
筆
す
る
ま
で
に
、
「
陰
火
」
「
菓
」

壕
面
冠
者
」
「
玩
具
」
の
四
第
を
書
き
あ
げ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
作
品
は
、
同
じ
く
実
験
小
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
あ
り
に
は
、
「
陰
火
」

（2）

以
下
の
四
方
と
比
べ
る
と
確
か
に
「
地
味
」
　
（
相
馬
正
一
氏
）
な
印
象
を
与
え

る
た
め
か
、
太
宰
の
作
品
の
中
で
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、

研
究
も
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
中
で
、
約
谷
軍
二
氏
が

（3）

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

○
　
太
宰
が
作
家
と
し
て
出
発
す
る
昭
和
十
年
前
後
は
と
き
あ
た
か
も
「
自

意
識
の
過
剰
や
近
代
人
の
無
性
格
を
め
ぐ
っ
て
在
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手

ノ
法
の
無
能
と
欠
陥
」
　
（
矢
崎
弾
）
が
叫
ば
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

O
「
自
意
識
の
過
剰
や
近
代
人
の
無
性
格
」
と
い
う
問
題
を
真
正
面
に
据
え

た
作
品
に
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
（
『
世
紀
』
昭
9
・
1
0
）
が
あ
る
。

O
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
は
、
生
活
に
目
的
も
実
体
も
見
出
せ
な
い
遊
民

で
あ
る
供
と
育
扇
と
を
合
わ
せ
銃
と
し
て
、
当
時
最
も
今
日
的
な
問
題
で

あ
っ
た
自
我
意
識
を
正
面
か
ら
追
求
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
価

値
は
、
混
沌
と
し
た
自
我
を
外
部
か
ら
で
な
く
あ
く
ま
で
内
部
か
ら
と
ら

え
よ
う
と
す
る
太
宰
の
方
法
の
試
み
に
あ
る
。

鶴
谷
氏
は
矢
崎
弾
の
言
葉
を
引
用
し
っ
つ
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
を
「
自

意
識
の
過
剰
や
近
代
人
の
無
性
格
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
と
規
定
し
、
時
代

的
な
背
景
と
重
ね
合
わ
せ
て
解
読
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
氏
の

試
み
は
正
当
な
も
の
と
言
え
る
が
、
し
か
し
、
氏
も
、
こ
の
作
品
が
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
「
自
我
意
識
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
に

提
出
し
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
、
「
自
意
識
の
過
剰
」
よ
り
も
む

し
ろ
「
近
代
人
の
無
性
格
」
と
い
う
こ
と
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
、

氏
が
逆
に
、
「
自
意
識
の
過
剰
」
　
「
混
沌
と
し
た
自
我
」
と
い
う
観
点
か
ら
の

み
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
点
に
、
そ
も
そ
も
の
原
因

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
近
代
人
の
無
性
格
」
と
い
う
視
点
を
ぬ
き
に
し

て
は
、
こ
の
作
品
の
も
つ
意
味
を
ト
ー
タ
ル
に
把
捉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
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「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
は
、
全
体
が
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、

最
初
が
＜
序
＞
、
最
後
が
＜
結
＞
、
そ
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
中

心
を
な
す
部
分
が
＜
本
論
＞
と
で
も
い
う
べ
き
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
＜
序
＞

で
は
、
「
僕
」
と
い
う
視
点
人
物
が
「
君
」
　
（
と
い
う
あ
ま
り
実
体
が
明
ら
か

で
な
い
人
物
、
も
し
く
は
、
「
君
」
と
い
う
言
葉
で
想
定
さ
れ
て
い
る
読
者
）

に
・
「
供
の
家
の
も
の
は
し
場
」
か
ら
見
え
る
マ
ダ
ム
と
そ
の
亭
主
（
＝
青
哲

に
ま
つ
わ
る
「
生
活
」
を
、
こ
れ
か
ら
も
の
語
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
の
小
説
の

設
定
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
＜
本
論
＞
に
入
る
と
、
「
君
」
は
全
く
姿
を
消
し
、

「
供
」
が
自
分
の
店
子
と
な
っ
た
青
扇
と
い
う
不
可
解
な
人
物
を
め
ぐ
っ
て
ど

の
よ
う
な
不
快
な
体
験
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
「
侠
」
の
視
点
か
ら
記
述

さ
れ
、
＜
結
＞
で
「
僕
」
が
再
び
「
君
」
に
語
り
か
け
る
と
こ
ろ
で
作
品
は
終

わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
僕
」
が
「
こ
の
一
年
間
と
い
ふ
も
の
、
膏
扇
の
た
め
に
ず
ゐ

ぶ
ん
と
心
の
平
静
を
か
き
ま
は
さ
れ
て
来
た
」
の
は
、
ま
ず
第
一
に
は
「
僕
」

が
優
柔
不
断
な
性
格
で
あ
っ
て
、
店
子
の
膏
扇
か
ら
良
質
や
敷
金
を
取
り
立
て

る
大
家
と
し
て
の
才
覚
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の

優
柔
不
断
は
、
彼
が
貸
家
業
を
な
り
わ
い
と
す
る
人
間
に
な
り
き
る
に
は
不
釣

合
な
ほ
ど
礼
節
や
人
情
に
篤
い
こ
と
に
起
因
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
如
才
の
な

い
現
実
的
な
生
活
感
覚
よ
り
も
、
現
実
を
超
え
た
何
か
に
価
値
を
兄
い
出
そ
う

と
す
る
彼
の
性
向
に
通
じ
て
も
い
る
。
彼
は
晋
昂
が
引
越
し
て
来
た
日
に
、
敷

金
を
取
り
立
て
る
こ
と
に
失
敗
し
た
う
え
、
育
扇
と
酒
ま
で
酌
み
か
わ
し
た
あ

げ
く
、
次
の
よ
う
な
感
懐
を
述
べ
る
。

僕
は
学
生
時
代
か
ら
天
才
と
い
阜
言
葉
が
好
き
で
あ
っ
た
。
ロ
ソ
．
フ
。
オ

ゾ
オ
や
シ
ヨ
オ
ペ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
の
天
才
論
を
読
ん
で
、
ひ
そ
か
に
そ
の
天
才

に
該
当
す
る
や
う
な
人
間
を
捜
し
あ
る
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
な
か
な
か

見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
略
）
い
ま
供
は
、
か
う
し
て
青
扇
と
対
坐
し

て
話
し
合
っ
て
み
る
に
、
そ
の
骨
櫓
と
い
ひ
、
頭
恰
好
と
い
ひ
、
睦
の
い
ろ

と
い
ひ
、
そ
れ
か
ら
音
声
の
調
子
と
い
ひ
、
ま
っ
た
く
P
ソ
プ
ロ
オ
ゾ
オ
や

シ
ヨ
オ
ペ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
の
規
定
し
て
ゐ
る
天
才
の
特
徴
と
酷
似
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
と
き
に
は
さ
う
思
は
れ
た
。

酒
に
酔
っ
た
と
き
の
青
扇
の
顔
は
僕
に
は
美
し
く
思
は
れ
た
。
こ
の
顔
は

あ
り
ふ
れ
て
ゐ
な
い
。
僕
は
ふ
と
ブ
ー
ツ
ユ
キ
ソ
を
思
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
。

ど
こ
か
で
見
た
こ
と
の
あ
る
顔
と
思
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
し

か
に
、
ゑ
は
が
き
や
の
店
頭
で
見
た
プ
ー
シ
ユ
キ
ソ
の
顕
な
の
で
あ
っ
た
。

実
際
に
は
簡
単
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
も
な
い
「
天
才
」
を
、
む
や
み
に
自

分
の
ま
わ
り
に
見
出
し
た
が
る
「
僕
」
の
誇
大
妄
想
癖
が
、
「
僕
」
の
不
幸
の

始
ま
り
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
「
僕
」
に
は
、
「
芸
術
家

と
い
ふ
も
の
に
心
を
ひ
か
れ
る
欠
点
」
が
あ
る
た
め
に
、
小
説
家
を
気
取
る
青

扇
に
対
し
て
、
「
良
貨
な
ど
の
こ
と
で
彼
の
心
持
ち
を
に
ご
ら
す
の
は
、
い
け

な
い
」
と
い
う
配
慮
ま
で
働
い
て
し
ま
う
。
「
侠
」
が
青
扇
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
と
信
じ
て
い
る
苦
境
は
、
実
は
彼
自
身
の
性
癖
と
「
欠
点
」
が
呼
び
こ

ん
だ
も
の
な
の
だ
。
し
か
し
、
さ
す
が
の
「
僕
」
も
、
い
つ
ま
で
も
音
扇
を
天

才
視
ば
か
り
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
何
し
ろ
彼
は
い
っ
こ
う
に
臣
賃

を
納
め
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。



．
青
覇
の
何
者
で
あ
る
か
は
、
ど
う
も
僕
に
は
よ
く
つ
か
め
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
い
ま
流
行
の
ニ
ヒ
リ
ス
ト
だ
と
で
も
い
ふ
の
か
、
そ
れ
と
も
れ
い
の
赤

か
、
い
や
、
な
ん
で
も
な
い
金
持
ち
の
気
取
り
や
な
の
で
あ
ら
う
か
、
い
づ

れ
に
も
せ
よ
、
僕
は
こ
ん
な
男
に
う
っ
か
り
家
を
貸
し
た
こ
と
を
後
悔
し
は

じ
め
た
の
だ
。

け
れ
ど
も
良
賃
を
い
れ
て
く
れ
な
い
の
に
は
、
弱
っ
た
の
で
あ
る
。
僕
は
そ

れ
で
も
五
月
ま
で
は
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
す
ご
し
て
や
っ
た
。
そ
れ
は
僕
の

無
頓
着
と
寛
大
か
ら
来
て
ゐ
る
と
い
ふ
工
合
ひ
に
説
明
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
ほ
ん
た
う
を
言
へ
は
、
僕
に
は
青
扇
が
こ
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
青
筋

の
こ
と
を
恩
へ
は
、
な
ん
と
も
知
れ
ぬ
け
む
つ
た
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

逢
ひ
た
く
な
か
っ
た
。

「
僕
」
が
青
扇
を
こ
わ
い
と
思
い
、
「
け
む
つ
た
さ
を
感
じ
」
、
「
逢
ひ
た
く

な
」
い
と
考
え
る
の
は
、
本
質
的
に
は
「
僕
」
が
青
昂
を
天
才
か
何
か
の
よ
う

な
特
別
な
存
在
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
僕
」
が
い
く
ら

音
厨
に
「
家
を
貸
し
た
こ
と
を
後
悔
し
」
よ
う
と
、
も
う
事
態
は
ど
う
に
も
な

ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
は
じ
め
に
青
昂
を
天
才
祝
し
た
延
長
上
で
「
僕
」
は
、

青
厨
を
「
い
ま
流
行
の
ニ
ヒ
リ
ス
ト
」
か
「
れ
い
の
赤
」
な
ど
と
い
つ
ま
で
も

特
別
視
し
た
が
る
が
、
そ
の
よ
う
な
心
性
か
ら
解
き
放
た
れ
な
い
限
り
、
青
扇

は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
「
僕
」
に
と
っ
て
「
け
む
つ
た
」
い
相
手
で
あ
り
つ
づ

け
る
は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ば
自
ら
が
つ
く
り
あ
げ
た
青
扇
幻
想
の
呪
縛
か
ら
解

放
さ
れ
な
い
以
上
、
「
僕
」
が
い
く
ら
「
後
悔
」
し
よ
う
と
、
青
昂
は
こ
わ
く
て

「
逢
ひ
た
く
な
」
い
人
物
で
あ
り
、
従
っ
て
、
良
質
が
入
っ
て
く
る
は
ず
も
な

い
の
で
あ
る
。
青
扇
が
マ
ダ
ム
に
逃
げ
ら
れ
た
あ
と
、
よ
う
や
く
「
僕
」
は
、

「
ど
う
に
か
し
て
あ
い
つ
の
正
体
ら
し
い
も
の
を
つ
き
と
め
て
や
」
ろ
う
と
決

心
す
る
。
そ
の
「
正
体
ら
し
い
も
の
」
が
見
え
た
と
思
え
た
の
は
、
青
覇
が
三

人
目
の
女
に
も
逃
げ
ら
れ
た
あ
と
、
二
人
で
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
た
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
「
僕
」
が
こ
こ
ろ
み
に
言
っ
て
み
た
「
無
性
格
は
天
才
の
特
質
だ

と
も
い
ふ
ね
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
青
筋
の
反
応
ぶ
り
か
ら
、
「
僕
」
は
、

「
青
扇
の
い
ま
ま
で
の
ど
こ
や
ら
常
人
と
異
つ
た
や
う
な
態
度
は
、
す
べ
て
供

が
彼
に
な
に
げ
な
く
言
っ
て
や
っ
た
言
葉
の
期
待
を
裏
切
ら
せ
ま
い
と
し
て
の

も
の
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、
青
筋
を
天
才
と
見
な
し
た
が
る

「
供
」
の
「
期
待
を
裏
切
」
る
ま
い
と
し
て
「
僕
の
た
い
こ
も
ち
を
勤
め
て
ゐ

た
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み

る
と
、
彼
の
顔
も
本
当
は
「
プ
ー
シ
ユ
キ
ソ
」
に
似
て
い
た
の
で
は
な
く
、
「
僕

の
以
前
の
店
子
で
あ
っ
た
ビ
イ
ル
会
社
の
技
師
の
白
い
頭
髪
を
短
く
角
刈
に
し

た
老
婆
の
所
に
そ
っ
く
り
」
だ
っ
た
、
と
思
い
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点

で
「
僕
」
に
か
か
っ
て
い
た
青
扇
に
ま
つ
わ
る
呪
縛
は
ほ
ぼ
解
け
た
と
考
え
て

よ
い
。
そ
れ
を
さ
ら
に
完
璧
な
も
の
に
し
た
の
は
、
再
び
青
扇
の
も
と
に
帰
っ

て
き
た
マ
ダ
ム
の
書
昌
的
評
で
あ
っ
た
。

あ
の
ひ
と
、
も
の
の
善
し
悪
し
が
わ
か
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
よ
。

真
似
を
し
ま
す
の
よ
、
あ
の
ひ
と
。
あ
の
ひ
と
に
意
見
な
ん
て
あ
る
も
の

か
。
み
ん
な
女
か
ら
の
影
響
よ
。
文
学
少
女
の
と
き
に
は
文
学
。
下
町
の
ひ

と
の
と
き
に
は
小
粋
に
。
、
わ
か
っ
て
ゐ
る
わ
。

「
僕
」
が
最
初
「
天
才
の
特
徴
と
酷
似
し
て
ゐ
る
」
と
思
い
、
そ
の
あ
と
で

も
「
い
ま
流
行
の
ニ
ヒ
リ
ス
ト
だ
と
で
も
い
ふ
の
か
、
そ
れ
と
も
れ
い
の
赤
か
」



と
一
種
い
わ
く
あ
り
げ
な
存
在
と
見
て
い
た
青
田
も
、
結
局
は
、
「
も
の
の
善

し
悪
し
」
も
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
の
「
意
見
」
も
も
た
な
い
、
完
全
に
自

我
と
主
体
性
を
喪
失
し
た
男
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
文

学
少
女
の
と
き
に
は
文
学
。
下
町
の
ひ
と
の
と
き
に
は
小
粋
に
」
と
い
う
よ
う

に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
天
才
狂
を
相
手
に
し
た
と
き
に
は
天
才
夙
に
と
い
う
よ

う
に
、
青
扇
は
、
当
面
す
る
相
手
の
価
値
観
や
嗜
好
に
自
分
を
従
属
さ
せ
た
言

動
に
よ
っ
て
相
手
の
「
期
待
を
裏
切
ら
せ
ま
い
」
と
す
る
、
「
た
い
こ
も
ち
」
的

な
性
格
破
産
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
＜
結
＞
の
部
分
で
、

青
扇
へ
の
あ
い
そ
づ
か
し
を
ひ
と
し
き
り
喋
り
、
今
ま
で
の
自
分
の
生
活
を

「
ふ
つ
う
の
凡
夫
を
、
な
に
か
と
意
味
づ
け
て
夢
に
か
た
ど
り
眺
め
て
暮
し
て

来
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
龍
駿
は
ゐ
な
い
か
。
麒
麟
児
は
ゐ
な
い
か
。

も
う
は
や
、
そ
の
や
う
な
期
待
に
は
全
く
ほ
と
ほ
と
御
免
で
あ
る
」
と
ふ
り
か

え
っ
た
あ
と
、
「
僕
」
は
突
然
次
の
よ
う
に
言
う
。

よ
し
。
そ
れ
な
ら
君
に
関
か
う
よ
。
空
を
見
あ
げ
た
り
肩
を
ゆ
す
っ
た
り
う

な
だ
れ
た
り
木
の
葉
を
ち
ぎ
り
と
っ
た
り
し
な
が
ら
の
ろ
の
ろ
さ
ま
よ
ひ
歩

い
て
ゐ
る
あ
の
男
（
青
扇
の
こ
と
－
引
用
老
註
）
と
、
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
に

ゐ
る
供
と
、
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
、
一
点
で
も
、
あ
る
か
。

青
扇
へ
の
あ
い
そ
づ
か
し
を
喋
っ
て
、
青
扇
を
意
味
あ
り
げ
な
人
間
と
見
て

い
た
自
分
を
反
省
し
た
「
僕
」
が
、
作
品
の
最
後
に
な
っ
て
な
ぜ
唐
突
に
青
扇

と
自
分
と
の
問
に
は
「
一
点
」
の
違
い
も
な
い
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
の
作
品
的
意
味
は
何
な

の
か
。
ま
た
、
「
供
」
と
育
扇
に
「
一
点
」
の
違
い
も
な
い
と
す
れ
ば
、
「
僕
」

も
ま
た
「
た
い
こ
も
ち
」
的
な
性
格
破
産
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
あ
く
ま

で
常
識
的
で
あ
る
」
と
自
己
認
識
し
て
い
る
「
僕
」
が
性
格
破
産
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
も
そ
も
青
扇
的
な
性
格
破
産
と
は
ど

う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
を
基
本
に
す
え
な
が
ら
、

以
下
、
こ
の
風
変
わ
り
な
作
品
の
も
つ
象
徴
的
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

＜

l

一

＞

「
も
の
の
善
し
悪
し
が
わ
か
ら
な
い
」
、
人
の
「
真
似
」
を
す
る
、
自
分
の

「
意
見
」
を
も
っ
て
い
な
い
と
は
、
マ
ダ
ム
の
青
扇
評
で
あ
る
。
ま
た
、
青
扇

を
相
手
の
「
言
葉
の
期
待
を
襲
切
」
る
ま
い
と
す
る
「
た
い
こ
も
ち
」
的
人
物

だ
と
い
う
の
は
、
青
扇
と
「
一
点
」
の
違
い
も
な
い
と
自
己
規
定
し
た
「
僕
」

の
青
扇
評
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
青
扇
自
身
が
自
己
を
語
っ
て
い
る
言

葉
も
ま
た
作
品
中
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
「
僕
」
と
マ
ダ
ム
の
音
扇
評
に
苛
昂

自
身
の
自
己
評
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
け
ば
、
音
扇
的
性
格
破
産
の
意
味
も
、

「
供
」
が
音
扇
と
「
一
点
」
の
違
い
も
な
い
人
物
で
あ
る
と
主
張
し
た
意
味

も
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
。

マ
ダ
ム
に
逃
げ
ら
れ
た
青
詞
か
二
人
目
の
文
学
少
女
と
同
棲
し
て
い
る
と

き
、
青
昂
を
訪
れ
た
「
僕
」
に
青
昂
が
小
説
を
書
く
こ
と
に
し
た
と
語
る
場
面

が
あ
る
。
「
芸
術
家
と
い
ふ
も
の
に
心
を
ひ
か
れ
る
欠
点
」
を
も
つ
「
僕
」

に
、
青
扇
は
「
私
は
ね
、
む
か
し
森
踏
外
、
ご
存
じ
で
せ
う
？
　
あ
の
先
生
に

つ
い
た
も
の
で
す
よ
。
あ
の
青
年
と
い
ふ
小
説
の
主
人
公
は
私
な
の
で
す
」
と

言
う
。
驚
い
た
「
僕
」
が
、
「
で
も
あ
れ
は
、
失
礼
で
す
が
、
も
つ
と
お
っ
と

り
し
た
お
坊
ち
ゃ
ん
の
や
う
で
し
た
け
れ
ど
」
と
応
じ
た
あ
と
、
二
人
は
次
の

よ
う
な
や
り
と
h
ソ
を
す
る
。



「
あ
の
時
代
に
は
、
あ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
す
。
で
も
今
で
は
あ
の
百
年

も
、
こ
ん
な
に
な
っ
て
し
ま
ふ
の
で
す
。
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
ふ
の
で
す

が。」僕
は
青
扇
の
顔
を
見
直
し
た
。

「
そ
れ
は
つ
ま
り
抽
象
し
て
言
っ
て
ゐ
る
の
で
せ
う
か
。
」

「
い
い
え
。
」
音
扇
は
い
ぶ
か
し
さ
う
に
僕
の
睦
を
覗
い
た
。
「
私
の
こ
と

を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
す
け
れ
ど
？
」

供
は
ま
た
ま
た
憐
慾
に
似
た
情
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

マ
ダ
ム
や
「
僕
」
の
音
扇
評
と
、
育
扇
自
身
の
自
己
評
と
の
最
も
大
き
な
違

い
は
、
前
者
が
青
扇
を
現
に
眼
の
前
に
存
在
し
て
い
る
「
た
い
こ
も
ち
」
的
自

己
喪
失
者
と
の
み
見
る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
の
自
己
喪
失
し
た
姿
を
時
代
的

な
時
間
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
「
あ
の

時
代
」
と
「
今
」
と
を
比
較
し
て
語
る
音
扇
に
は
、
櫓
外
の
時
代
と
「
今
」
の

時
代
の
青
年
の
時
代
的
差
異
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
青
昂
と
い
う
存
在
も
時
代

の
変
造
が
も
た
ら
し
た
歴
史
的
産
物
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
鴎
外
の
時
代
に
は

「
お
っ
と
り
し
た
お
坊
ち
ゃ
ん
」
で
も
よ
か
っ
た
青
年
も
「
今
で
は
」
音
屈
み
た

い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
聞
か
さ
れ
て
、
そ
れ
は
今
の
時
代
の
青
年
一
般
の

こ
と
を
「
抽
象
し
て
言
っ
て
ゐ
る
」
の
か
と
「
僕
」
が
尋
ね
る
と
、
青
扇
は
、

い
や
自
分
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
答
え
る
。
こ
の
と
き
青
扇
は
、

自
分
の
変
貌
の
時
代
的
意
味
を
他
の
青
年
一
般
に
ま
で
「
抽
象
し
て
」
あ
て
は

め
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
志
と
見
識
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
供
」
が
「
憐
慾
に
似
た
情
を
感
じ
た
」
の
も
、
そ
の
よ
う
な
青
扇
の
徹

底
き
を
欠
く
見
識
に
対
し
て
だ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
昔
扇

が
、
「
こ
ん
な
に
な
っ
て
し
ま
」
　
っ
た
の
は
「
私
だ
け
で
は
な
い
」
と
も
言
っ

て
い
る
。
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
育
扇
が
、
ど
こ
か
で
自
分
を
時
代
的
産
物
と
意

識
し
、
自
分
の
姿
を
「
今
」
の
時
代
の
青
年
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
姿
と
意
識

し
て
い
る
こ
と
の
証
左
に
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
自
分
の
登
場
人
物
に

「
今
で
は
あ
の
青
年
も
、
こ
ん
な
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
、
「
こ
ん
な
に
な
っ
て
し

ま
」
　
っ
た
の
は
「
私
だ
け
で
は
な
い
」
、
「
抽
象
し
て
言
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
セ

リ
フ
を
吐
か
せ
る
筆
者
太
宰
治
の
意
識
の
中
で
は
、
青
扇
は
「
今
」
の
時
代
の

青
年
に
通
有
の
人
物
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
一
ケ
月
は
ど
後
、
苛
扇
は
、
「
私
と
い
ふ
若
い
渡
り
鳥
が
、
た
だ
南
か

ら
北
、
北
か
ら
南
と
う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
る
う
ち
に
老
い
て
し
ま
ふ
と
い
う
題
」

の
小
説
を
書
く
つ
も
り
だ
と
語
る
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
二
ケ
月
ほ
ど
後
、
そ
の

小
説
は
や
は
り
書
け
な
か
っ
た
と
告
げ
て
「
僕
」
に
笑
わ
れ
た
あ
と
、
二
人
は

次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
す
る
。

「
小
説
と
い
ふ
も
の
は
つ
ま
ら
な
い
で
す
ね
え
。
ど
ん
な
に
よ
い
も
の
を

書
い
た
と
こ
ろ
で
、
百
年
も
ま
へ
に
も
つ
と
立
派
な
作
品
が
ち
ゃ
ん
と
ど
こ

か
に
で
き
て
あ
る
の
だ
も
の
。
も
つ
と
新
し
い
、
も
つ
と
明
日
の
作
品
が
百

年
ま
へ
に
で
き
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
す
よ
。
せ
い
ぜ
い
真
似
る
だ
け
だ
ね

え。」
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ら
う
。
あ
と
の
ひ
と
は
ど
巧
い
と
思
ふ
な
。
」

「
ど
こ
か
ら
そ
ん
な
だ
い
そ
れ
た
確
信
が
得
ら
れ
る
の
？
　
軽
々
し
く
も

の
を
言
つ
ち
や
い
け
な
い
。
ど
こ
か
ら
そ
ん
な
確
信
が
得
ら
れ
る
の
だ
。
よ

い
作
家
は
す
ぐ
れ
た
独
自
の
個
性
ぢ
や
な
い
か
。
高
い
個
性
を
創
る
の
だ
。

渡
り
鳥
に
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。
」

た
と
え
ば
森
隣
外
の
よ
う
な
か
つ
て
の
「
よ
い
作
家
」
に
は
　
「
す
ぐ
れ
た
独



白
の
個
性
」
が
あ
っ
た
が
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
「
渡
り
島
」
に
な
っ
て
し
ま

い
、
「
た
だ
南
か
ら
北
、
北
か
ら
南
と
う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
る
」
今
の
時
代
の
青

年
に
は
、
も
は
や
す
ぐ
れ
た
個
性
な
ど
ど
こ
を
ど
う
授
し
て
も
出
て
来
よ
う
が

な
い
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
個
性
を
喪
っ
た
自
分
に
「
立
派
な
作
品
」

が
書
け
る
は
ず
も
な
い
し
、
で
き
る
の
は
「
せ
い
ぜ
い
真
似
る
」
　
こ
と
だ
け

だ
、
と
い
う
の
が
青
扇
の
言
い
分
で
あ
る
。
太
宰
治
は
、
時
代
的
昏
迷
の
中
で

文
学
的
針
路
が
全
く
見
え
て
こ
な
い
己
の
漠
と
し
た
不
安
を
音
扇
に
語
ら
せ
る

一
方
、
青
園
か
人
真
似
し
か
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
の
弁
明
も
巧
み
に
し

て
み
せ
た
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
「
渡
り
鳥
」
の
意
識
は
い
つ
の
問

に
か
「
僕
」
を
も
と
ら
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

僕
は
帰
途
ま
た
思
ひ
な
や
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
（
略
）
ふ
と
供

は
彼
の
渡
り
鳥
の
話
を
思
ひ
出
し
た
の
だ
。
突
然
、
僕
と
彼
と
の
相
似
を
感

じ
た
。
ど
こ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
な
に
か
し
ら
同
じ
体
臭
が
感
ぜ
ら
れ

た
。
君
も
僕
も
渡
り
鳥
だ
、
さ
う
言
っ
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
、
そ
れ
が

供
を
不
安
に
し
て
し
ま
っ
た
。

「
あ
の
男
と
、
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
に
ゐ
る
僕
と
、
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
、
一

点
で
も
、
あ
る
か
」
と
い
う
、
あ
の
＜
結
＞
の
部
の
一
節
以
外
で
、
「
僕
と
彼

と
の
相
似
」
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
「
僕
と
彼
」
は

「
同
じ
体
臭
」
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
　
「
僕
」
も
青
扇
と

同
じ
「
渡
り
鳥
」
だ
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は
育
厨
を
一
般
的
な
存
在
に
化
そ

う
と
す
る
作
家
の
意
図
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
「
僕
」
が
青
扇
と
「
同

じ
体
臭
」
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
常
識
的
」
な
人
間
と
自
己
規
定
す
る

「
侠
」
の
よ
う
．
な
人
物
に
ま
で
、
す
で
に
音
昂
的
自
己
喪
失
と
性
格
破
産
が
入

り
こ
ん
で
い
る
・
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
晋
扇
が
い
く
ら
自
分
の
こ
と

を
語
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
言
お
う
と
、
作
家
の
音
義
の
中
で
は
、
青
扇
は
す
で

に
「
今
」
の
時
代
の
青
年
l
般
の
姿
を
「
抽
象
し
て
」
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い

る
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
青
昂
に
は
時
代
的
存
在
と
し
て
の
意
味
づ
け
が

当
然
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
喪
失
、
性
格
破
産
が
時
代
の
青
年
の

姿
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
付
与
さ
れ
う
る
の
か
。
「
供
」

は
音
扇
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
出
鱈
目
は
、
天
才
の
特
質
の
ひ
と
つ
だ
と
言
わ
れ
て
ゐ
ま
す
け
れ
ど
。

そ
の
瞬
間
瞬
間
の
真
実
だ
け
を
言
ふ
の
で
す
。
」

「
け
れ
ど
、
無
性
格
は
天
才
の
特
質
だ
と
も
い
ふ
ね
。
」

ど
う
し
て
「
無
性
格
は
天
才
の
特
質
だ
」
と
言
え
る
の
か
？
　
ど
う
し
て
そ

れ
が
時
代
の
青
年
の
姿
を
意
義
づ
け
た
言
葉
に
な
り
う
る
の
か
？
　
こ
こ
に
あ

る
の
は
た
ぶ
ん
、
前
代
に
お
け
る
「
よ
い
作
家
」
の
条
件
は
「
す
ぐ
れ
た
独
自

の
個
性
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
現
代
の
「
天
才
」
、
す
な
わ
ち
、

す
ぐ
れ
た
知
性
の
要
件
は
、
む
し
ろ
そ
の
「
無
性
格
」
に
こ
そ
あ
る
の
だ
、
と

（1）

い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
認
識
は
た
ぷ
ん
、
「
虚
構
の
春
」
の
中
の
「
青

年
の
没
個
性
、
自
己
喪
失
は
、
い
ま
の
世
紀
の
特
徴
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
」
と

い
う
太
宰
の
時
代
認
識
に
通
じ
て
い
る
。
す
で
に
明
治
期
の
遺
物
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
儒
教
倫
理
は
も
ち
ろ
ん
、
大
正
教
養
主
義
も
自
然
主
義
的
「
私
」
も
も

ほ
や
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
を
否
定
克
服
す
る
と
思
わ
れ
た
マ
ル
ク

ス
主
義
と
い
う
絶
対
的
な
世
界
観
に
も
敗
北
し
た
当
時
の
若
い
知
性
に
は
、
す

で
に
ど
の
よ
ケ
な
依
拠
す
べ
き
思
想
も
倫
理
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
の



「
没
個
性
、
自
己
喪
失
」
と
は
、
一
切
の
倫
理
を
喪
い
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観

に
も
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
の
空
洞
が
必
然
的
に
も
た
ら
し
た

も
の
だ
っ
た
。
青
扇
と
い
う
「
無
性
格
」
者
を
造
型
す
る
こ
と
で
太
宰
が
示
し

た
か
っ
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
若
い
知
性
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
精

神
の
空
洞
と
自
己
喪
失
の
京
し
み
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
青
昂
は
決
し
て

特
異
な
人
物
で
も
な
け
れ
ば
、
「
出
鱈
目
」
な
人
間
で
も
な
い
。
い
わ
ば
時
代

の
知
性
の
中
に
普
遍
的
に
兄
い
出
し
う
る
自
己
喪
失
し
た
精
神
の
、
戯
画
化
さ

れ
た
姿
そ
の
も
の
な
の
だ
。

し
か
も
こ
の
青
昂
は
、
太
宰
治
に
と
っ
て
客
観
的
に
存
在
す
る
他
者
で
は
な

か
っ
た
。
さ
き
の
「
虚
構
の
春
」
の
中
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
青

年
の
没
個
性
、
自
己
爽
失
」
と
い
う
問
題
は
、
他
な
ら
ぬ
太
宰
治
自
身
が
政
も

実
感
し
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
音
扇
は
具
象
化
さ
れ
た
太

宰
の
内
面
そ
の
も
の
と
言
え
る
。

無
性
格
、
よ
し
。
卑
屈
、
結
喝
女
性
的
、
さ
う
か
。
復
℡
心
、
よ
し
。
お

調
子
も
の
、
ま
た
よ
し
。
怠
惰
、
よ
し
。
　
　
（
「
一
日
の
労
苦
」
）

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
約
四
年
後
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
で
も
、
太
宰
は

自
身
を
「
無
性
格
」
と
容
認
し
て
い
る
。
彼
の
「
無
性
格
」
に
は
多
分
に
生
得

の
も
の
が
あ
っ
て
、
と
こ
に
も
そ
の
臭
い
は
漂
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
期
太

宰
治
に
お
い
て
、
自
己
の
生
得
の
負
の
特
性
が
自
己
だ
け
の
も
の
と
さ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
他
の
い
わ
ゆ
る
前
衛
小
説
で
も
し
ば
し
ば
試
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
彼
の
負
の
特
性
は
、
信
ず
べ
き
倫
理
と
世
界
観
を
褒
っ
た
時
代
の
負

の
特
性
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
戯
画
化
さ
れ
た
青
扇
の
「
出
鱈
目
」

な
「
無
性
格
」
は
、
自
己
内
で
意
識
さ
れ
て
い
た
太
宰
自
身
の
姿
の
意
図
的
に

誇
張
さ
れ
た
姿
で
あ
り
、
自
己
喪
失
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
現

代
的
意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＜
三
＞

太
宰
治
に
青
厨
的
無
性
格
者
に
時
代
的
意
義
を
認
め
る
根
拠
を
与
え
た
の

は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
「
地
下
室
の
手
記
」
の
中
の
「
十
九
世
紀
の
人
間
は

専
ら
無
性
格
な
存
在
物
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
一
節
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
従
来
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
は
も
ち
ろ
ん
、
太
宰
文
学
自
体
が
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の
関
係
で
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
「
川
端

康
成
へ
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
太
宰
が
「
道
化
の
華
」
は
「
ジ
ッ
ド
の
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
に
触
発
さ
れ
て
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
た
め
に
、
「
道
化

の
華
」
が
「
ジ
ッ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
と
の
比
較
で
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
多
い
が
、
そ
の
「
道
化
の
華
」
か
ら
半
年
ち
ょ
っ
と
は
ど
後
に
執
筆
さ
れ

た
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
影
響
の
跡
を
見
よ
う
と

す
る
試
み
は
、
今
ま
で
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
管
見
に
入
っ
た

中
で
は
太
宰
と
「
地
下
室
の
手
記
」
の
関
係
を
論
じ
た
唯
一
の
論
者
で
あ
る
内

（5）

田
道
雄
氏
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

尤
も
不
思
誠
に
さ
え
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
稀
代
の
自
意
識
家
が
、
自
意
識

の
無
限
運
動
の
相
を
刻
印
し
た
『
地
下
室
の
手
記
』
に
関
す
る
記
述
を
い
っ

さ
い
残
し
て
い
な
い
こ
と
で
、
シ
エ
ス
ト
フ
流
行
の
昭
和
十
年
前
後
に
あ
っ

て
も
彼
は
『
手
記
』
を
閲
説
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
に
覚
し
い
。
「
地
下

室
人
」
の
提
示
、
そ
の
処
理
に
尺
痺
す
る
作
家
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
出
会

ぅ
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
太
宰
治
の
文
学
は
一
層
強
力
な
拠
り
所
を
持
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
と
私
は
想
像
す
る
の
だ
が
、
実
際
に
彼
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
か



ら
得
た
も
の
は
さ
し
た
る
質
量
に
達
し
な
い
よ
う
だ
。

内
田
氏
の
否
定
的
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
地
下
室
の
手
記
」
の
中
の
さ

き
の
一
節
は
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
成
立
に
「
強
力
な
拠
り
所
」
を
与

え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
昭
和
九
年
一
月
に
『
悲
劇
の
哲

学
』
　
（
シ
ェ
ス
ト
フ
）
が
翻
訳
出
版
さ
れ
る
と
、
当
時
の
知
識
人
の
問
に
に
わ

（6）

か
に
シ
工
ス
ト
フ
ブ
ー
ム
が
起
き
た
。
松
本
健
一
氏
に
よ
る
と
、
「
こ
の
シ
ェ

ス
ト
フ
受
容
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
受
容
と
い
い
か
え
る
こ
と
の
で
き
る
」
も

の
で
あ
り
、
昭
和
十
年
前
後
に
は
日
本
の
文
学
史
上
四
度
目
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
ブ
ー
ム
が
到
来
し
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
「
地
下
室
の
手
記
」

は
三
度
目
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ブ
ー
ム
期
だ
っ
た
大
正
九
年
に
は
す
で
に
翻

訳
さ
れ
て
も
い
た
。
そ
し
て
「
十
九
世
紀
の
人
間
は
」
云
々
と
い
う
一
節
は
、

太
宰
自
身
が
読
ん
だ
と
証
言
し
て
い
る
「
ジ
ッ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」

の
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
当
時
の
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
悲
劇
の
哲
学
』
を
翻
訳
し
た
河
上
徹
太
郎
は
、
「
ド

（7）

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ジ
ッ
ド
を
生
み
…
…
」
　
（
昭
6
）
の
中
で
、
こ
れ
を
「
十

九
世
紀
の
人
間
は
本
質
的
に
無
性
格
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
引
用
し
、
さ
ら
に

九
年
六
月
に
執
筆
し
た
『
虚
無
よ
り
の
創
造
』
　
（
シ
ェ
ス
ト
フ
著
、
河
上
訳
、

芝
書
店
、
昭
9
・
7
）
の
「
扶
」
文
の
中
で
は
、
こ
れ
を
　
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス

（8）

キ
ー
の
名
言
」
と
記
し
て
い
る
。
昭
和
九
年
六
月
と
い
え
ば
、
日
本
は
、
共
産

主
義
運
動
壊
滅
後
の
思
想
的
崩
壊
状
況
の
中
に
あ
り
、
依
拠
す
べ
き
思
想
と
倫

理
を
喪
い
、
思
想
的
根
無
し
草
と
し
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
昏
迷
の
中
に
身
を

置
い
て
い
た
当
時
の
知
識
人
た
ち
に
は
、
＜
十
九
世
紀
の
人
間
に
と
っ
て
は
思

想
的
道
徳
的
に
無
性
格
で
あ
る
こ
と
こ
そ
本
質
的
な
在
り
方
な
の
だ
＞
と
い
う

意
味
を
も
つ
こ
の
言
葉
を
、
l
　
「
名
言
」
と
い
う
共
感
を
も
っ
て
受
け
と
め
る
社

会
的
基
盤
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
考
え
れ
ば
、
シ
ェ
ス
ト
フ
と

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
ブ
ー
ム
に
な
る
中
で
河
上
が
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

名
言
」
と
書
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
を
脱
稿
し
て
い

た
太
宰
が
、
そ
の
前
年
の
夏
か
秋
に
読
ん
だ
「
ジ
ッ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ

論
」
の
中
に
も
あ
る
こ
の
「
名
言
」
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
「
名
言
」
は
「
地
下
室
の
手
記
」
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
形
で
出
て
く
る
。

今
や
私
は
自
分
の
恒
星
に
槙
自
℃
な
が
ら
、
賢
い
人
間
が
真
面
目
に
何
か
に

（
マ
マ
）

な
り
得
ぬ
事
、
只
馬
鹿
者
だ
け
が
何
物
か
に
な
り
得
る
と
い
ふ
事
を
、
せ
め

わ
だ
て

て
意
地
悪
な
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
慰
み
と
し
て
、
自
分
自
身
を
煽
唆
て

ゐ
る
の
だ
。
さ
う
だ
、
刊
刈
呵
抑
瑚
刃
間
盟
笥
矧
矧
矧
崩
剖
矧
封
首

ね
ば
な
ら
ぬ
し
、

又
道
徳
的
に
も
さ
う
な
る
義
務
が
あ
る
の
だ
。
性
格
所
有

（9）

者
、
実
行
家
は
専
ら
狭
溢
な
存
在
物
で
あ
る
。
（
大
正
1
5
、
三
宅
賢
訳
に
よ

る）。
や
や
わ
か
り
に
く
い
訳
だ
が
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
「
性
格
」
を
も
っ
た

「
何
物
か
に
な
り
得
る
」
の
は
「
馬
鹿
」
な
「
実
行
家
」
だ
け
で
あ
っ
て
、

「
賢
い
人
間
」
は
「
無
性
格
な
存
在
物
」
に
な
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が
こ
の

主
人
公
の
言
い
分
で
あ
る
。
ど
う
し
て
十
九
世
紀
の
「
賢
い
人
間
」
は
「
無
性

格
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
？
　
シ
ェ
ス
ト
フ
は
『
悲
劇
の
哲
学
』
の
中

で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
「
地
下
室
の
手
記
」
で
「
彼
の
過
去
の
諸
観
念
」

（
マ
マ
）

を
「
否
定
し
て
ゐ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
私
は
嘘
偽
の
観
念
の
上
に
、
之
以
上

（
マ
マ
）

生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
っ
て
私
に
は
他
に
真
理
を
持
っ
て
ゐ
な

い
の
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
も

「
ば
く
ら
か
ら
書
物
を
取
上
げ
て
、
裸
に
し
て
み
る
が
い
い
、
ぼ
く
ら
は
す
ぐ



さ
ま
ま
ご
つ
い
て
、
途
方
に
く
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ど
こ
に
つ
け
ば
よ
い

か
、
何
を
指
針
と
し
た
ら
よ
い
か
も
、
何
を
愛
し
、
何
を
憎
む
べ
き
か
も
、
何

を
尊
敬
し
、
何
を
軽
蔑
す
べ
き
か
も
、
ま
る
で
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
　
（
江
川
卓
訳
、
新
潮
文
庫
、
昭
6
3
）
と
言
う
。
つ
ま

り
、
「
書
物
」
で
教
え
ら
れ
る
「
過
去
の
諸
観
念
」
を
信
奉
す
る
限
り
「
ぼ
く

ら
」
に
は
何
の
不
安
も
な
い
が
、
ひ
と
た
び
そ
れ
を
疑
っ
た
者
に
は
、
「
何
を

愛
し
、
何
を
憎
む
べ
き
か
」
、
「
何
を
尊
敬
し
、
何
を
軽
蔑
す
べ
き
か
」
と
い
う

こ
と
は
全
く
わ
か
ら
な
く
な
る
し
、
人
生
に
対
す
る
「
指
針
」
も
全
然
見
え
て

こ
な
い
。
「
過
去
の
諸
観
念
」
の
l
切
が
信
じ
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
に

か
あ
る
ど
の
よ
う
な
「
真
理
」
も
も
っ
て
い
な
い
の
が
「
ぼ
く
ら
」
の
状
態
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
人
公
は
旧
世
代
の
道
徳
や
価
値
を
も

は
や
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
り
と
て
確
固
と
し
た
新
し
い
世
界
観
を
も
つ

こ
と
も
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
の
と
き
ど
き
の
心
の
赴
く
ま
ま
に
無
方
針
に
、

あ
る
い
は
分
裂
症
的
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
、
＜
思
想
＞

を
喪
失
し
た
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
無
性
格
」
さ
こ
そ
が

「
賢
い
人
間
」
の
真
実
の
姿
だ
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た
意

味
の
全
て
で
あ
る
。
河
上
が
「
十
九
世
紀
の
人
間
は
本
質
的
に
無
性
格
で
あ

る
」
と
要
約
し
た
こ
の
言
葉
が
当
時
の
日
本
の
知
識
人
に
「
名
言
」
と
受
け
と

め
ら
れ
た
の
も
、
同
じ
く
思
想
的
崩
壊
状
況
の
中
で
一
切
の
「
観
念
」
を
信
じ

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
彼
ら
が
、
こ
の
言
葉
の
も
つ
普
煤
に
共
感
し
う
る
内
実

を
確
か
に
所
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

太
宰
治
を
思
わ
す
よ
う
な
自
意
識
家
で
あ
る
「
地
下
室
の
手
記
」
の
主
人
公

は
、
一
方
で
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
理
念
喪
失
者
で
あ
っ
て
、
「
何
を
愛
し
、
何

を
憎
む
べ
き
か
」
、
「
何
を
尊
敬
し
、
何
を
軽
蔑
す
べ
き
か
」
が
わ
か
ら
な
い
と

い
う
点
で
、
自
分
の
「
意
見
」
を
も
た
ず
、
「
も
の
の
善
し
悪
し
が
わ
か
ら
な

い
」
と
さ
れ
る
首
鼠
に
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
代
的
背
景
を

負
っ
た
無
性
格
者
を
造
型
し
、
そ
の
人
物
に
文
学
上
の
意
義
を
付
与
し
て
い
る

点
で
こ
の
二
つ
の
作
品
は
全
く
同
じ
な
の
だ
が
、
実
は
、
太
宰
の
「
無
性
格
は

天
才
の
特
質
だ
」
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
ム
も
、
さ
き
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
言

葉
の
「
十
九
世
紀
の
人
間
」
の
部
分
を
「
天
才
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
成
り

立
っ
て
い
る
。
「
無
性
格
」
は
十
九
世
紀
の
す
ぐ
れ
た
知
性
（
ひ
い
て
は
天

才
）
を
訪
れ
た
傾
向
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
太
宰
が
「
十
九
世
紀
の
人

間
」
を
「
天
才
」
に
匠
き
換
え
た
と
し
て
も
何
の
不
都
合
も
な
い
。
ま
た
、
こ

の
言
葉
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
も
の
だ
と
知
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
と
い
う
「
天
才
」
に
ち
な
ん
で
、
こ
の
よ
う
な
置
き
換
え
を
行
う
こ

と
に
別
段
の
抵
抗
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
無
性
格
は
天
才
の
特
質
だ

と
も
い
ふ
ね
」
と
い
う
伝
聞
の
形
で
発
せ
ら
れ
た
こ
の
言
葉
の
出
ど
こ
ろ
は
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
地
下
室
の
手
記
」
の
中
の
一
節
だ
と
断
定
し
て
ま
ち

が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
内
田
氏
の
見
解
に
反
し
て
、
種
々
の
状
況
を
考

え
る
と
太
宰
が
「
地
下
室
の
手
記
」
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
よ

（10）

ぅ
に
思
わ
れ
る
が
、
か
り
に
読
ん
で
い
な
く
て
も
、
今
ま
で
述
べ
た
い
き
さ
つ

か
ら
、
太
宰
が
育
扇
的
無
性
格
者
を
造
型
し
、
そ
れ
に
文
学
的
、
な
い
し
は
時

代
的
意
義
を
付
与
す
る
際
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
「
地
下
室
の
手
記
」
の
主
人

公
の
世
紀
末
的
思
想
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
青
扇
的
無
性

格
著
の
造
型
は
太
宰
に
と
っ
て
文
字
通
り
時
代
的
な
必
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

太
宰
治
は
昭
和
八
年
秋
ま
で
に
は
初
の
実
験
小
説
「
道
化
の
華
」
を
脱
稿

し
、
そ
こ
で
「
そ
の
場
の
調
子
を
居
心
地
よ
く
と
と
の
ふ
る
た
め
に
」
の
み
議

論
す
る
「
虚
無
」
的
な
青
年
た
ち
を
描
い
て
み
せ
た
あ
と
、
同
九
年
六
月
五
日

頃
に
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
を
脱
稿
す
る
ま
で
に
、
「
陰
火
」
「
莫
」
　
「
猿
面



冠
者
」
　
「
玩
具
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
「
思
ひ
出
」
で
扱
っ
た
時
間
以
降
（
弘

前
高
校
入
学
以
降
）
の
太
宰
の
精
神
史
を
三
十
六
の
断
章
で
表
現
し
た
「
薬
」

を
除
く
と
、
「
陰
火
」
で
ほ
＜
現
実
＞
世
界
で
敗
北
し
た
男
の
無
感
動
な
精
神

じ
岬
［

の
空
自
を
、
「
猿
面
冠
者
」
で
は
「
語
る
べ
き
悲
劇
を
喪
失
し
た
〝
悲
劇
″
」
を

そ
れ
ぞ
れ
描
き
、
「
玩
具
」
で
は
「
身
を
賂
す
べ
き
理
想
を
褒
い
、
講
当
へ
き

＜
私
＞
と
＜
劇
＞
と
を
喪
っ
た
作
家
の
内
面
の
悲
劇
と
荒
蓼
の
象
徴
化
」
が
試

み
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
「
虚
無
」
と
い
い
、
無
感
動
な
精
神
の
空
白
と
い

い
、
「
身
を
賭
す
べ
き
理
想
」
や
「
書
く
べ
き
＜
私
＞
と
＜
劇
＞
」
喪
失
と
い

わ
れ
る
も
の
の
背
後
に
は
、
絶
対
的
思
想
と
思
わ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
か
ら
脱

落
し
た
こ
と
に
伴
う
、
太
宰
の
決
定
的
な
挫
折
感
と
虚
無
感
が
ひ
そ
ん
で
い

る
。
こ
の
挫
折
体
験
は
、
虚
無
・
駅
嬰
・
轍
惰
・
空
虚
等
の
感
情
と
な
っ
て
前

期
太
宰
文
学
の
表
面
を
蔽
っ
て
い
る
が
、
挫
折
に
伴
う
思
想
的
崩
壊
感
覚
は

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
執
筆
の
と
き
に
も
所
有
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
甘
露
の
「
出
鱈
目
」
な
無
性
格
ぶ
り
を
措
く
太
宰
の
手
つ
き
は
一

見
す
る
と
明
る
く
、
余
念
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。
そ
の
た
め
、
青
国
が
「
う
ん

と
若
い
」
の
に
四
十
才
ぐ
ら
い
に
見
え
た
り
、
そ
の
筋
が
「
老
婆
の
薪
に
そ
っ

く
り
で
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
も
、
ま
た
、
青
扇
が
「
老
い
た
青
年
」
な
ど
と

呼
ば
れ
た
り
し
て
も
、
陰
惨
な
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
つ
き
ま
と
わ
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
「
逆
行
」
や
「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
の
中
の
「
老
人
で
は

な
か
っ
た
。
二
十
五
歳
を
越
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
や
は
り
老
人
で

あ
っ
た
」
、
「
当
時
、
私
に
は
一
日
一
日
が
晩
年
で
あ
っ
た
」
と
い
う
、
コ
ミ
ュ

ニ
ズ
ム
敗
北
後
の
太
宰
に
訪
れ
て
い
た
＜
晩
年
意
識
＞
あ
る
い
は
＜
老
い
た
青

年
意
識
＞
と
つ
な
が
っ
七
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
＜
明

る
い
戯
画
＞
の
底
に
も
「
道
化
の
華
」
以
下
の
作
品
に
共
通
す
る
太
宰
の
暗
い

精
神
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
「
地
下
室
の
手
記
」
の
主
人
公
の

世
紀
末
的
思
想
に
共
感
し
た
の
が
、
太
宰
の
こ
の
暗
い
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
太
宰
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
共
感
し
な
が
ら
も
、
音
房
を
時
代

の
∧
天
才
＞
と
し
て
造
型
す
る
に
は
、
彼
ほ
ど
の
強
烈
な
時
代
認
識
と
自
己
主

張
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
太
宰
は
青
扇
を
つ
い
に
＜
無
性
格

な
天
才
＞
と
し
て
描
き
ぬ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
＜
天
才
の
無
性
格
＞
を

模
倣
す
る
者
に
と
ど
め
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
作
品
の
最
後
に

な
っ
て
、
青
扇
を
「
ふ
つ
う
の
凡
夫
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も

言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
青
年
の
没
個
性
、
自
己
喪
失
は
、
い

ま
の
世
紀
の
特
徴
」
だ
と
言
う
太
宰
に
は
、
「
十
九
世
紀
」
を
「
い
ま
の
世
紀
」

に
置
き
換
え
れ
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
自
分
の
時
代
認
識
は
ぴ
た
り
と
重

な
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
世
紀
遅
れ
の
ロ

シ
ア
が
今
日
本
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
想
い
が
確
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

だ
。
信
す
べ
き
思
想
と
倫
理
を
見
爽
っ
た
時
代
状
況
の
中
で
、
彼
は
そ
の
程

度
に
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
共
感
で
き
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
に
あ
っ
た
も
の
が
、
無
性
格
こ
そ
が
ま
っ
と
う
な
知
性
の
ま
っ
と
う
な
姿

だ
、
と
い
う
強
烈
な
時
代
認
識
と
自
己
主
張
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
太
宰
治
た
こ

あ
っ
た
も
の
は
、
無
性
格
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
強
い
時
代
的
不

安
感
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
は
太
宰
も
、
世
上
か
ま
び
す
し
く
叫
ば
れ
て
い

た
＜
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
＞
を
＜
太
宰
的
不
安
＞
と
し
て
確
か
に
実
感
し
て
い

た
。
そ
し
て
同
時
代
の
他
の
作
家
た
ち
が
、
＜
不
安
＞
を
叫
ぶ
だ
け
で
そ
れ
を

具
体
的
な
文
学
と
し
て
結
晶
化
し
か
ね
て
い
た
と
き
、
太
宰
は
そ
の
同
時
代
的

な
不
安
を
「
近
代
人
の
無
性
格
」
の
問
題
と
し
て
作
品
化
し
え
た
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
作
家
で
あ
っ
た
。
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＜
註
＞

（
1
）
　
以
上
の
書
誌
的
事
実
は
、
山
内
祥
史
編
『
＜
初
出
＞
太
宰
治
全
集
』
l

▼
　
（
筑
摩
、
加
・
6
）
の
「
解
題
」
に
よ
る
。

（
2
）
　
「
彼
は
昔
の
彼
な
ず
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
．
3
3
・
6
）
。

（
3
）
　
『
解
釈
と
鑑
賞
』
　
（
．
3
5
・
1
1
）
。

（
4
）
　
（
1
）
の
「
解
題
」
に
よ
る
と
こ
の
作
品
は
、
昭
和
十
一
年
の
五
月
末
か

ら
同
六
月
二
日
ま
で
に
は
脱
稿
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
5
）
　
「
太
宰
治
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
、
，
7
7
・
崇
。

（
6
）
　
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
日
本
人
』
（
朝
日
選
書
翼
，
7
5
・
5
）
。

（
7
）
　
『
思
想
』
（
，
3
1
・
4
）
。
『
近
代
文
学
評
論
大
系
』
7
（
角
川
書
店
、
，
7
2
・

9
）
所
収
に
よ
る
。

（
8
）
　
こ
の
あ
と
、
三
木
活
、
小
林
秀
雄
も
そ
れ
ぞ
れ
「
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安

に
つ
い
て
」
、
「
『
地
下
室
の
手
記
』
と
『
永
遠
の
良
人
』
」
の
中
で
、
こ
の

一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
本
稿
冒
頭
の
約
谷
氏
の
引
用
文
の
中
に
も

あ
っ
た
よ
う
に
、
昭
和
初
期
の
批
評
家
矢
崎
弾
が
「
近
代
人
の
無
性
格
」

と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
一
節
の
幅
広
い
浸
透

と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
9
）
　
『
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
全
集
』
4
巻
「
地
下
室
の
記
録
」
　
（
ド
ス
ト

イ
ェ
フ
ス
キ
イ
全
集
刊
行
会
、
．
2
6
・
1
1
、
国
会
図
書
館
蔵
）
に
よ
る
。
大

正
時
代
に
は
こ
の
他
に
も
「
地
下
室
の
手
記
」
（
『
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ

全
集
』
8
、
長
島
直
昭
訳
、
．
2
0
・
1
、
神
戸
中
央
図
書
館
蔵
）
が
翻
訳
出

版
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
内
田
氏
も
言
う
よ
う
に
、
太
宰
は
昭
和
十
年
前
後
の
い
く
つ
か
の
随
筆

や
「
狂
言
の
神
」
　
「
虚
構
の
春
」
な
ど
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
シ
ェ
ス

ト
ア
に
ふ
れ
て
い
る
。
随
筆
で
は
た
と
え
ば
「
君
の
見
た
り
友
た
り
得
る

も
の
、
（
略
）
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
」
（
「
乱
麻
を
焼
き
切
る
」
）
、
「
悪
霊

の
作
者
が
、
そ
ぞ
ろ
な
つ
か
し
く
な
っ
て
来
る
の
だ
」
（
「
立
派
と
い
ふ
こ

と
に
就
い
て
」
）
と
い
う
形
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
へ
の
傾
倒
を
示
し
て

い
る
が
、
「
地
下
室
の
手
記
」
に
も
太
宰
文
学
と
類
似
す
る
点
が
い
く
つ

か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
自
分
は
一
人
だ
、
が
彼
等
は
皆
だ
」
　
（
江
川
訳

で
は
「
ぼ
く
は
一
人
き
り
だ
が
、
や
つ
ら
は
束
に
な
っ
て
き
や
が
る
」
）

と
い
う
「
私
を
苦
し
め
」
た
想
い
は
、
「
H
U
M
A
N
 
L
O
S
T
L
の
中
の

「
こ
の
五
、
六
年
、
き
み
た
ち
千
人
、
私
は
、
ひ
と
り
」
と
い
う
太
宰
の

孤
独
な
想
い
を
連
想
さ
せ
る
。
「
札
つ
き
の
卑
劣
漢
が
完
全
に
、
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
崇
高
な
ほ
ど
淘
自
な
心
の
持
主
で
、
し
か
も
同
時
に
ま
ざ
れ

も
な
い
卑
劣
漢
で
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
た
だ
わ
が
ロ
シ
ア
に
お
い
て

の
み
あ
り
う
る
現
象
で
あ
る
」
　
（
江
川
訳
）
と
い
う
認
識
は
、
「
ま
こ
と

本
場
の
悪
人
は
、
不
思
議
や
生
き
神
、
生
き
仏
、
良
心
あ
っ
て
、
し
っ
か

り
も
の
。
し
か
も
裏
の
事
実
は
一
人
の
例
外
な
し
に
、
堂
堂
、
不
正
の
天

才
。
」
（
「
二
十
世
紀
旗
手
」
）
と
い
う
考
え
方
に
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、

太
宰
の
作
品
に
は
自
己
を
喪
い
他
人
の
言
葉
で
し
か
思
考
で
き
な
い
人
物

が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
陰
火
」
の
主
人
公
は
ス
ト
リ
ソ
ド

ベ
リ
ィ
、
「
猿
面
冠
者
」
の
主
人
公
は
ム
イ
シ
ュ
キ
ソ
公
爵
（
「
白
痴
」

の
主
人
公
）
や
メ
リ
メ
の
言
葉
で
自
分
の
想
い
を
語
る
し
、
「
ダ
ス
・
ゲ

マ
イ
ネ
」
の
主
人
公
は
「
太
宰
」
や
「
佐
竹
」
や
「
馬
場
」
の
言
葉
や
口

調
を
真
似
る
が
、
「
地
下
室
の
手
記
」
に
も
同
じ
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。

自
分
の
喧
嘩
相
手
と
の
決
闘
や
復
暦
を
空
憩
す
る
主
人
公
は
、
そ
の
空
想

の
「
瞬
間
に
於
い
て
も
」
、
空
想
の
中
の
自
分
の
セ
リ
フ
や
行
動
の
「
凡

て
が
シ
リ
ギ
オ
や
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
の
仮
面
劇
」
か
ら
の
「
剰
鰯
で
あ
る

事
を
、
完
全
に
知
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
こ
の
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主
人
公
は
太
宰
治
を
連
想
さ
せ
る
特
徴
を
い
く
つ
も
も
っ
て
い
る
。
「
悪

霊
」
の
作
者
を
な
つ
か
し
ん
だ
り
、
ム
イ
シ
ュ
キ
ソ
公
爵
の
セ
リ
フ
を
使

っ
た
り
し
て
い
る
点
か
ら
、
太
宰
が
こ
の
時
期
に
「
悪
霊
」
や
「
白
痴
」

を
読
ん
で
い
た
の
は
確
実
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
煩
似
・
酷
似
も
、

さ
き
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
へ
の
傾
倒
ぶ
り
か
ら
考
え
て
単
な
る
偶
然
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
太
宰
が
「
地
下
室
の
手
記
」
を
読
ん
で
い
た
大
き
な
根

拠
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
　
安
藤
宏
「
太
宰
治
・
『
猿
面
冠
者
』
　
へ
の
道
程
」
　
（
『
日
本
近
代
文

学
』
第
3
8
集
、
加
・
3
）
。

（
1
2
）
　
拙
稿
「
太
宰
治
・
『
実
験
小
説
』
の
も
つ
意
味
－
　
『
晩
年
』
論
へ

の
一
視
点
　
－
　
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
、
，
9
0
・
4
）
。

－
　
兵
庫
県
立
西
宮
高
等
学
校
教
諭
－
－
1

《
会
員
近
著
招
介
》

校
本
田
植
草
紙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
　
久
　
武
　
文
　
編

『
田
植
草
紙
』
上
の
第
一
次
的
な
校
本
作
成
を
企
図
し
た
も
の
」
と
凡
例
冒

頭
に
あ
る
。
基
幹
本
文
と
し
て
は
東
京
大
学
国
語
研
究
宝
蔵
影
写
本
を
用
い
、

こ
れ
に
十
四
本
を
校
合
す
る
。
校
合
本
は
、
完
本
系
七
本
、
略
本
系
四
本
、
再

編
本
三
本
。
基
幹
本
文
に
な
く
校
合
本
に
だ
け
あ
る
歌
詞
、
底
本
と
大
異
の
あ

る
場
合
な
ど
を
始
め
、
歌
の
配
列
等
々
に
及
ぶ
ま
で
、
通
常
の
古
典
本
文
の
校

本
作
成
以
上
に
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
校
本
の
形
態
も
、
そ
れ
だ
け
に
簡
単
に

は
紹
介
し
が
た
い
点
も
あ
る
が
、
現
物
を
ご
ら
ん
に
な
る
方
は
、
校
本
作
成
の

た
め
の
編
者
の
深
い
配
慮
を
誰
し
も
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
「
諸
本
解
堪
」
二
四

ペ
ー
ジ
を
添
え
る
。
広
島
中
世
文
芸
研
究
会
や
田
唄
研
究
会
以
来
、
資
料
発
掘

と
研
究
の
長
い
伝
統
を
ふ
ま
え
て
、
今
回
、
こ
の
本
が
、
広
島
文
教
女
子
大
学

地
域
文
化
研
究
所
の
「
地
域
文
化
資
料
螢
刊
4
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を

よ
ろ
こ
び
た
い
。

（
A
5
版
　
三
四
八
ペ
ー
ジ
、
発
行
者
・
広
島
文
教
女
子
大
学
地
域
文
化
研
究

所
。
発
行
所
・
株
式
会
社
渓
水
社
）

日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
愛
の
か
た
ち
　
　
　
　
　
中
　
本
　
環

熊
本
大
学
放
送
講
座
（
平
成
二
年
度
）
の
た
め
の
も
の
。
西
行
、
明
恵
、
良

寛
な
ど
を
扱
い
な
が
ら
「
物
と
の
関
わ
り
も
ま
た
愛
の
関
係
」
だ
と
述
べ
る
第

一
回
「
人
と
も
の
」
に
始
ま
り
、
「
手
ま
り
つ
き
」
　
「
愛
と
う
た
」
で
は
良
寛

の
人
と
作
品
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
に
「
タ
ブ
ー
と
愛
」
で
一
休
、
「
複
数
の

愛
へ
」
　
「
愛
の
世
界
か
ら
旅
へ
」
で
は
二
条
の
　
「
と
は
ず
が
た
り
」
、
そ
し

て
「
哀
し
い
愛
」
で
は
平
家
物
語
の
女
性
と
二
条
の
比
較
へ
と
話
を
進
め
る
。

「
愛
・
死
に
の
ぞ
ん
で
」
で
は
一
転
し
て
種
田
山
頭
火
・
良
買
そ
れ
に
沙
石

集
の
東
入
道
と
若
狭
局
の
連
歌
、
「
愛
欲
の
あ
ら
し
」
で
は
今
昔
・
太
平
記
、

発
心
集
、
徒
然
草
の
話
題
、
「
愛
と
疑
心
」
で
は
伊
勢
物
語
二
四
段
の
梓
弓
の

話
、
二
三
段
筒
井
筒
の
話
、
更
に
二
一
段
へ
と
、
愛
の
諸
相
を
鳥
撤
す
る
。
「
愛

と
生
き
が
い
」
は
晴
蛤
日
記
、
「
庶
民
の
愛
の
す
が
た
」
で
は
狂
言
、
閑
吟
集
、

「
愛
の
果
て
」
で
は
、
既
に
述
べ
た
諸
作
品
、
諸
人
物
に
再
度
ふ
れ
つ
つ
、
芭

蕉
の
「
浮
世
の
果
て
は
皆
小
町
な
り
」
を
最
後
に
据
え
て
総
括
し
て
い
る
。
放

送
と
い
う
メ
デ
ア
を
使
っ
た
大
学
の
公
開
講
座
は
、
印
刷
教
材
と
放
送
と
い
う

声
に
よ
る
教
材
と
の
配
合
、
バ
ラ
ソ
ス
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
点
で
、
担
当
者
に

は
い
ろ
い
ろ
苦
労
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
座
は
平
成
二
年
一
〇
月
七
日

か
ら
十
二
月
三
〇
日
ま
で
十
三
回
の
組
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
印
刷
教
材
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
も
多
様
な
素
材
を
「
愛
の
か
た
ち
」
と
い
う
観
点
に
し
ぼ
っ
て

ま
と
め
て
あ
り
、
お
そ
ら
く
放
送
の
方
も
巧
み
な
語
り
口
に
よ
っ
て
好
評
を
博

し
た
で
あ
ろ
う
。

（
B
6
版
、
二
七
〇
ペ
ー
ジ
、
平
成
二
年
九
月
、
熊
本
大
学
学
生
部
）

12

tosho-seibi-repo
長方形

tosho-seibi-repo
長方形




