
１
．
逆
回
転
す
る
〈
影
燈
籠
〉

作
家
論
が
文
学
研
究
の
本
流
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
て
久
し
い
現
在
、
文
学
を

問
う
こ
と
の
意
味
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
、
研
究
方
法
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
拡

張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
変
化
の
中
で
個
々
の
作
家
論
が
抱
え
て
い
た
問

題
が
し
っ
か
り
検
証
さ
れ
な
い
ま
ま
置
き
去
り
に
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
た
感
も
あ

る
。
話
を
芥
川
研
究
に
絞
っ
て
考
え
る
と
、
短
篇
集
に
対
す
る
評
価
の
問
題
が
挙

げ
ら
れ
る
。
芥
川
は
生
前
八
冊
の
短
篇
集
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
現
在
で
は
作
品

単
位
で
の
考
察
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
個
々
の
短
篇
集
の
評
価
が
云
々
さ
れ
る

機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
作
家
論
と
い
う
批
評
の
タ
ー
ム
が
権
威
を
持
ち
、
芥
川

と
い
う
作
家
の
総
体
を
論
じ
よ
う
と
す
る
評
伝
が
幾
人
も
の
著
者
に
よ
っ
て
刊
行

さ
れ
て
い
た
頃
は
、
主
要
な
短
篇
集
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
一
通
り
の
批
評
が
行
わ

れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
こ
の
短
篇
集
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
、
芥

川
研
究
に
は
あ
る
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

芥
川
の
短
篇
集
の
中
で
は
、
大
体
に
お
い
て
第
一
短
篇
集
『
羅
生
門
』（
阿
蘭

陀
書
房
、
一
九
一
七
年
五
月
）
や
第
三
短
篇
集
『
傀
儡
師
』（
新
潮
社
、
一
九
一
九
年
一

月
）
あ
た
り
が
高
く
持
ち
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
反
対
に
評
価
の
低

い
の
が
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
一
月
に
春
陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
第
四
短
篇

集
『
影
燈
籠
』
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』（
三
省
堂
、
一

九
四
二
年
一
二
月
）
で
は
、
『
影
燈
籠
』
は
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。

「
影
燈
籠
」
は
大
正
九
年
一
月
の
出
版
で
、
小
説
は
す
べ
て
十
一
篇
。
小
品

四
篇
。
そ
の
内
一
篇
の
小
説
（
世
之
助
の
話
）
、
二
篇
の
翻
訳
を
の
ぞ
い
て

は
、
傀
儡
師
以
後
の
創
作
を
収
め
て
ゐ
る
。
お
お
む
ね
大
正
八
年
中
の
作
で

そ
の
内
開
化
物
を
含
め
た
歴
史
小
説
は
六
篇
で
あ
る
。
影
燈
籠
は
回
り
燈
籠

で
あ
る
。
傀
儡
師
に
於
て
一
応
完
成
し
た
芸
術
境
か
ら
、
一
歩
を
踏
み
出
そ

う
と
し
て
、
踏
み
だ
し
得
ず
、
同
じ
境
地
を
回
転
し
て
い
る
の
が
こ
の
書
に

収
め
た
短
篇
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
彼
の
芸
術
活
動
の
中
た
る
み
と
い

つ
た
形
で
大
正
八
・
九
年
は
も
つ
と
も
精
彩
に
と
ぼ
し
い
年
度
だ
つ
た
。

こ
の
引
用
箇
所
の
少
し
後
で
〈
「
影
燈
籠
」
は
大
た
い
停
滞
期
の
作
品
で
あ
っ

た
〉
と
は
っ
き
り
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
短
篇
集
に
対
す
る
吉
田
の
評

価
は
芳
し
く
な
い
。
吉
田
の
こ
の
著
書
は
、
現
在
に
ま
で
繋
が
る
芥
川
に
対
す
る

評
価
の
基
礎
を
形
作
っ
た
と
い
え
る
作
家
論
で
あ
り
、
こ
の
吉
田
の
評
言
が
『
影

燈
籠
』
評
の
規
範
と
し
て
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
次
に
掲
げ
る

『
影
燈
籠
』
評
の
中
に
も
確
認
で
き
る
。
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こ
の
第
四
短
篇
集
は
ほ
ぼ
大
正
八
年
に
発
表
し
た
作
品
（
一
三
篇
）
を
ま

と
め
た
も
の
で
、
作
家
生
活
に
専
念
し
て
か
ら
の
第
一
作
品
集
で
あ
る
。「
影

燈
籠
」
と
は
回
り
燈
籠
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
傀
儡
師
』
に
お
い
て
確
立
し

た
芸
術
的
境
地
を
さ
ら
に
前
へ
一
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
同
じ
と

こ
ろ
を
回
っ
て
お
り
、
停
滞
し
た
、
中
だ
る
み
の
作
品
集
と
い
っ
て
よ
い
。

（
鷺
只
雄
『
年
表
作
家
読
本

芥
川
龍
之
介
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
六
月
）

吉
田
と
同
様
に
『
影
燈
籠
』
に
対
し
て
〈
停
滞
〉
〈
中
だ
る
み
〉
と
い
っ
た
批

判
的
な
言
辞
を
与
え
て
い
る
こ
と
以
上
に
、
こ
の
評
言
が
す
で
に
語
彙
レ
ベ
ル
で

吉
田
評
か
ら
強
い
拘
束
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
〈
影
燈
籠
〉

を
〈
回
り
燈
籠
〉
の
こ
と
と
説
明
し
た
後
に
、
そ
の
回
転
の
様
を
〈
同
じ
と
こ
ろ
〉

で
の
回
転
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
に
受
け
取
っ
て
い
る
点
な
ど
、
ほ
と
ん
ど

模
倣
の
域
に
達
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
こ
と
は
な
に
も
鷺
一
人
に
限

ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
で
『
影
燈
籠
』
の
項
を
担
当
し

（
１
）

た
石
割
透
が
〈
「
影
燈
籠
」
は
回
り
燈
籠
の
意
で
、
こ
の
期
の
芥
川
の
停
滞
を
そ

の
ま
ま
示
し
て
い
る
よ
う
だ
〉
と
解
説
し
て
い
る
ほ
か
、
関
口
安
義
も
大
著
『
芥

川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
三
月
）
の
中
で
〈
題
名
の
〈
影

燈
籠
〉
と
は
、
回
り
燈
籠
・
走
馬
燈
の
こ
と
で
あ
る
。
走
馬
燈
と
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
物
の
形
を
切
り
抜
い
て
内
枠
に
取
り
付
け
回
転
さ
せ
る
と
、
影
が
外
側
の
紙
や

布
に
写
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
燈
籠
を
い
う
。
こ
の
時
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事

を
〈
影
燈
籠
〉
で
示
そ
う
と
い
う
意
図
を
こ
め
て
の
命
名
で
あ
っ
た
〉
と
、
〈
影

燈
籠
〉
と
い
う
言
葉
の
説
明
か
ら
始
め
、
本
の
タ
イ
ト
ル
と
短
篇
集
全
体
の
印
象

を
関
連
づ
け
た
う
え
で
、
〈
こ
う
し
て
一
巻
に
集
め
ら
れ
て
見
る
と
、
第
二
期
に

入
っ
た
芥
川
の
創
作
活
動
の
停
滞
ぶ
り
が
遺
憾
な
が
ら
は
っ
き
り
し
て
し
ま
う
〉

と
、
や
は
り
『
影
燈
籠
』
に
「
停
滞
」
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
を
概
観
し
て
く
る
と
、
改
め
て
吉
田
の
芥
川
論
が
与
え
た
影
響
の
大

き
さ
が
実
感
で
き
る
が
、
吉
田
の
芥
川
論
よ
り
早
い
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
年
）
、

つ
ま
り
芥
川
の
死
か
ら
七
年
後
に
〈
芥
川
龍
之
介
は
既
にC

lassic

で
あ
る
〉
と

い
う
認
識
を
起
点
と
し
て
、
芥
川
の
生
涯
を
編
年
体
で
記
述
し
よ
う
と
す
る
竹
内

眞
の
試
み
が
現
れ
る
。
竹
内
は
著
書
『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』（
大
同
館
書
店
、
一

九
三
四
年
二
月
）
を
〈
比
較
的
実
證
主
義
的
に
資
料
を
蒐
集
し
、
日
本
文
学
史
の

一
部
門
と
し
て
体
系
づ
け
〉
る
と
い
う
態
度
で
記
し
て
お
り
、
そ
の
言
葉
通
り
に

竹
内
は
田
端
の
芥
川
家
へ
赴
い
て
芥
川
の
家
族
に
取
材
を
行
い
、
当
時
、
全
集
に

も
未
収
録
だ
っ
た
資
料
（
「
日
光
小
品
」
）
を
発
掘
す
る
な
ど
の
成
果
を
あ
げ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
著
書
の
中
で
竹
内
は
件
の
『
影
燈
籠
』
を
次
の
よ
う
に
評
し
て

い
る
。「

羅
生
門
」
「
傀
儡
師
」
を
公
に
し
た
芥
川
龍
之
介
は
、
所
謂
「
家
の
芸
」

を
、
自
家
薬
籠
中
に
収
め
て
見
事
仕
上
を
施
し
た
観
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、

そ
の
範
囲
内
で
は
既
に
完
成
し
て
ゐ
る
。
が
一
面
、
彼
は
そ
の
完
璧
の
裏
に

は

型

や
臭
味
が
次
第
に
彼
を
虜
に
す
る
こ
と
を
感
じ
出
し
た
。

マ
ニ
イ
ル

メ
ツ
ヘ
ン

「
影
燈
籠
」
一
巻
は
前
期
の
作
品
に
弓
を
引
い
て
ゐ
る
彼
を
発
見
す
る
。「
影

燈
籠
」
と
は
廻
り
燈
籠
の
こ
と
で
あ
る
。
何
者
か
に
向
つ
て
廻
転
し
つ
ゝ
あ

る
彼
を
発
見
す
る
。

〔
中
略
〕
が
、
茲
で
は
「
傀
儡
師
」
に
も
満
足
出
来
ず
、
そ
こ
か
ら
脱
却

せ
ん
と
し
て
ゐ
る
彼
を
、
わ
れ
わ
れ
は
発
見
す
る
。
「
影
燈
籠
」
一
巻
は
、

か
く
て
次
の
時
代
へ
の
過
渡
期
を
語
る
橋
梁
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
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〈
影
燈
籠
〉
の
説
明
か
ら
始
め
、
そ
の
回
転
の
意
味
を
比
喩
的
に
語
る
こ
の
評

言
を
読
む
と
、
鷺
や
関
口
に
影
響
を
与
え
た
吉
田
の
『
影
燈
籠
』
評
の
言
葉
が
、

実
は
こ
の
竹
内
の
表
現
を
借
り
て
き
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、

竹
内
は
こ
こ
で
〈
影
燈
籠
〉
の
回
転
を
格
別
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
結
び
つ
け

て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
〈
次
の
時
代
へ
の
過
渡
期
を
語
る
橋
梁
〉
と
し
て
そ
こ
に

芥
川
の
「
変
化
」
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
吉
田
が
『
影
燈
籠
』
評
を
書
こ
う
と

し
た
と
き
、
こ
の
竹
内
の
評
言
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
両
者
の

語
彙
の
類
似
具
合
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
竹
内
が
『
影
燈
籠
』
の
タ
イ
ト
ル
に
因

ん
で
〈
何
者
か
に
向
つ
て
廻
転
し
つ
ゝ
あ
る
彼
を
発
見
す
る
〉
と
、
燈
籠
の
回
転

す
る
様
子
に
「
変
化
」
へ
の
志
向
性
を
読
み
取
っ
た
の
対
し
、
吉
田
は
〈
一
歩
を

踏
み
出
そ
う
と
し
て
、
踏
み
だ
し
得
ず
、
同
じ
境
地
を
回
転
し
て
い
る
〉
と
「
停

滞
」
の
象
徴
と
し
て
読
み
替
え
て
い
る
。

な
ぜ
、
吉
田
は
、
竹
内
に
お
い
て
〈
次
の
時
代
へ
の
過
渡
期
〉
と
し
て
受
け
取

ら
れ
た
『
影
燈
籠
』
を
、
〈
停
滞
し
た
、
中
だ
る
み
の
作
品
集
〉
と
評
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
な
言
表
を
用
い
な
が
ら
評
価
の
方
向
は
ま
っ
た
く
の
反
対
に

向
か
う
、
批
評
の
逆
回
転
と
も
い
え
る
よ
う
な
こ
の
現
象
が
、
吉
田
ひ
と
り
に
限

っ
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
吉
田
の
個
人
的
な
文
学
的
嗜
好
と
し
て
済
ま
す
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
吉
田
に
続
く
評
者
た
ち
が
挙
っ
て
〈
影
燈
籠
〉
の

回
転
の
向
き
を
吉
田
と
同
じ
方
向
に
眺
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
事
態
に
至
っ
て

は
、
そ
こ
に
硬
直
化
し
た
批
評
状
況
の
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

ひ
と
え
に
『
影
燈
籠
』
評
に
と
ど
ま
る
問
題
の
み
で
は
な
く
、
芥
川
研
究
の
総
体

そ
の
も
の
に
も
関
わ
る
、
芥
川
龍
之
介
と
い
う
作
家
の
語
ら
れ
方
に
表
れ
た
あ
る

徴
候
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
頃
の
芥

川
文
学
の
評
価
に
関
す
る
言
説
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
芥
川
研
究
に
潜
在

す
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
．
『
影
燈
籠
』
と
「
停
滞
期
」

先
に
見
た
よ
う
に
『
影
燈
籠
』
評
は
あ
る
種
の
お
約
束
と
も
い
う
べ
き
定
型
を

踏
襲
し
て
お
り
、
そ
の
型
を
つ
く
っ
た
の
が
吉
田
の
『
芥
川
龍
之
介
』
だ
っ
た
。

こ
の
吉
田
以
降
の
『
影
燈
籠
』
評
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
芥
川
の
「
停
滞
」

に
関
す
る
言
説
で
あ
る
。
吉
田
が
『
影
燈
籠
』
を
〈
停
滞
し
た
、
中
だ
る
み
の
作

品
集
〉
と
し
て
い
た
ほ
か
、
石
割
や
関
口
も
『
影
燈
籠
』
を
評
す
る
際
に
「
停
滞
」

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
「
停
滞
」
と
い
う
語
は
芥
川
文
学
を
語
る
う
え

で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
影
燈
籠
』
評
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、

宮
坂
覺
『
芥
川
龍
之
介

人
と
作
品
〔
新
版
〕
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年
四
月
）

で
〈
芸
術
的
停
滞
か
ら
新
分
野
へ
の
挑
戦
と
い
う
希
い
は
脆
く
も
破
れ
て
し
ま
っ

た
〉〈
文
筆
活
動
で
は
満
足
で
き
る
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
〉
と
、

大
正
八
年
時
の
芥
川
の
文
学
活
動
に
対
す
る
評
価
の
中
に
「
停
滞
」
の
語
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

「
停
滞
」
と
い
う
語
を
用
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
大
正
八
年
及
び
九
年

を
芥
川
の
作
家
人
生
の
中
で
不
振
の
期
間
と
み
る
向
き
は
、
多
く
の
芥
川
論
に
共

有
さ
れ
た
認
識
だ
と
い
え
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
九
月
）
に
お
け
る
〈
大
正
七
年
の
暮
れ
か
ら
大
正
八
年

に
か
け
て
の
作
品
に
、
い
う
と
こ
ろ
の
〈
芸
術
家
と
し
て
の
死
〉
の
徴
候
は
歴
然

と
し
て
い
る
〉
と
い
う
評
や
、
進
藤
純
高
『
評
伝

芥
川
龍
之
介
』（
六
興
出
版
、

一
九
七
八
年
一
月
）
の
〈
大
正
八
年
は
、
『
あ
の
頃
の
自
分
の
事
』
か
ら
『
藝
術
そ
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の
他
』
ま
で
、
創
作
生
活
の
行
き
悩
み
に
あ
が
い
た
だ
け
の
、
彼
に
と
つ
て
は
作

家
生
活
に
入
つ
て
以
来
の
不
作
の
年
で
あ
つ
た
〉
と
い
う
評
の
ほ
か
、
各
論
者
が

芥
川
の
作
家
人
生
を
一
年
ご
と
に
評
を
担
当
し
た
「
編
年
史
・
芥
川
龍
之
介
」（
『
國

文
學
』
一
九
六
八
年
一
一
月
）
で
も
、
鳥
居
邦
朗
は
大
正
八
年
の
芥
川
作
品
に
つ
い

て
〈
こ
の
年
に
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
〉
と
述
べ
た
う
え
で
〈
む
し
ろ
そ
れ
よ

り
目
立
つ
の
は
失
敗
作
で
あ
る
〉
と
い
う
評
価
を
下
し
、
さ
ら
に
翌
九
年
に
つ
い

て
も
〈
明
け
て
大
正
九
年
も
、
お
お
む
ね
似
た
よ
う
な
一
年
で
あ
っ
た
〉
と
し
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
大
正
八
、
九
年
の
芥
川
を
こ
と
さ
ら
低
く
評
価
す
る
傾
向
が
あ

る
こ
と
を
事
実
と
し
て
、
『
影
燈
籠
』
が
主
に
大
正
八
、
九
年
に
発
表
さ
れ
た
作

品
を
中
心
に
編
ま
れ
た
短
篇
集
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
芥
川
の
大
正
八
、
九

年
頃
の
文
学
活
動
に
対
す
る
評
価
と
『
影
燈
籠
』
に
対
す
る
評
価
は
互
い
に
連
関

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
そ
の
時
期
に
対
す
る
評
を
見
て
み
る
と
、

吉
田
は
そ
の
『
影
燈
籠
』
評
の
中
で
〈
大
正
八
・
九
年
は
も
つ
と
も
精
彩
に
と
ぼ

し
い
年
度
だ
つ
た
〉
と
述
べ
て
お
り
、
鷺
も
〈
大
正
六
、
七
年
の
め
ざ
ま
し
い
活

躍
に
比
べ
れ
ば
、
は
っ
き
り
言
っ
て
こ
の
時
期
は
停
滞
期
、
マ
ン
ネ
リ
を
迎
え
て

い
た
時
期
と
言
っ
て
よ
い
〉
と
、
明
確
に
芥
川
の
「
停
滞
期
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
、
『
影
燈
籠
』
を
「
変
化
」
の
象
徴
と
み
て
い
た
竹
内
は
、
こ

の
時
期
に
つ
い
て
〈
こ
の
期
よ
り
南
部
修
太
郎
氏
の
所
謂
「
転
換
期
の
藝
術
」
に

精
進
し
つ
ゝ
あ
る
彼
を
発
見
す
る
。
と
同
時
に
煩
悶
期
で
も
あ
っ
た
。
〉
と
述
べ

る
に
止
ま
り
、
芥
川
の
〈
煩
悶
〉
に
は
言
及
し
つ
つ
も
そ
れ
を
「
停
滞
」
と
は
認

め
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
内
は
別
の
個
所
で
は
同
じ
時
期
に
対
し
て

次
の
よ
う
に
も
評
し
て
い
る
。

こ
の
頃
か
ら
従
来
の
家
の
芸
に
一
味
の
転
換
を
意
欲
し
た
作
物
を
物
し
、

又
次
第
に
現
実
的
に
濃
度
を
加
へ
て
も
行
つ
た
。
又
、「
妖
婆
」
の
如
き
「
龍
」

の
如
き
作
家
の
危
機
を
物
語
る
感
の
作
物
を
物
し
た
の
も
こ
の
期
で
あ
る
。

そ
し
て
、
又
、
新
し
い
精
進
の
道
に
立
向
ふ
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
つ
た
。

こ
こ
で
は
〈
作
家
の
危
機
〉
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
妖

婆
」（
『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
九
、
一
〇
月
）
「
龍
」（
『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
五

月
）
と
い
っ
た
具
体
的
な
作
品
の
評
価
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
の

創
作
全
体
を
指
し
て
〈
精
彩
に
と
ぼ
し
い
年
度
〉
と
し
た
り
、
〈
見
る
べ
き
も
の

は
少
な
い
〉
年
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
〈
新
し
い
精
進
の
道
に
立
向

ふ
〉
と
い
う
よ
う
な
肯
定
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
わ
か
る

の
は
、
大
正
八
、
九
年
を
評
す
る
に
際
し
、
そ
の
時
期
に
は
評
価
に
値
す
る
作
品

が
な
い
と
す
る
こ
と
と
、
そ
の
時
期
に
失
敗
作
と
い
え
る
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ

た
と
す
る
こ
と
の
二
つ
が
、
主
に
評
価
の
根
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
そ
の
時
期
全
体
が
否
定
的
に
見
ら
れ

て
い
る
た
め
、
結
果
的
に
そ
の
時
期
に
対
す
る
評
価
も
低
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
後
者
の
場
合
、
竹
内
の
評
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
失
敗
作
を
認
め
つ
つ
も
、

そ
れ
以
外
の
部
分
で
そ
の
時
期
全
体
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
芥
川
の
「
停
滞
期
」
を
考
え
る
う
え
で
真
に
問
題
で
あ
る
の
は
、

「
大
正
八
、
九
年
に
は
大
し
た
作
品
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
な
ぜ
生
ま

れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
大
正
八
、
九
年
に
は
「
蜜
柑
」（
『
新
潮
』
一
九
一
九
年
五
月
）
の
よ
う
な

芥
川
の
代
表
作
も
書
か
れ
て
お
り
、
「
停
滞
期
」
を
指
摘
す
る
鷺
も
〈
「
舞
踏
会
」

「
秋
」
「
南
京
の
基
督
」
「
杜
子
春
」
「
秋
山
図
」
な
ど
の
佳
作
を
書
い
た
〉
と
述
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べ
て
い
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
「
停
滞
期
」
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
本
来

の
作
品
評
価
と
は
別
に
、
「
大
正
八
、
九
年
＝
停
滞
期
」
と
い
う
認
識
を
形
成
す

る
言
説
の
力
学
が
働
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
大
正
八
、
九
年

頃
の
芥
川
に
対
す
る
「
停
滞
期
」
と
い
う
こ
の
評
価
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て

生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

３
．
「
停
滞
期
」
言
説
の
諸
相

ま
ず
、
最
初
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
停
滞
」
と
い
う

語
を
大
正
八
年
時
の
芥
川
が
自
ら
に
対
し
て
使
用
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
芥
川
が
自
身
の
芸
術
観
に
つ
い
て
言
及
し
た
「
芸
術
そ
の
他
」（
『
新
潮
』
一

九
一
九
年
一
一
月
）
中
の
一
節
に
そ
れ
は
見
ら
れ
る
。

就
中
恐
る
可
き
も
の
は
停
滞
だ
。
い
や
、
芸
術
の
境
に
停
滞
と
云
ふ
事
は
な

い
。
進
歩
し
な
け
れ
ば
必
退
歩
す
る
の
だ
。
芸
術
家
が
退
歩
す
る
時
、
常
に

一
種
の
自
動
作
用
が
始
ま
る
。
と
云
ふ
意
味
は
、
同
じ
や
う
な
作
品
ば
か
り

書
く
事
だ
。
自
動
作
用
が
始
ま
つ
た
ら
、
そ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
の
死
に
瀕

し
た
も
の
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
僕
自
身
「
龍
」
を
書
い
た
時
は
、
明

に
こ
の
種
の
死
に
瀕
し
て
ゐ
た
。

芥
川
は
そ
の
年
の
五
月
に
発
表
さ
れ
、
『
影
燈
籠
』
に
も
収
録
さ
れ
た
「
龍
」

を
挙
げ
て
、
こ
の
時
期
の
自
身
が
〈
芸
術
家
と
し
て
の
死
に
瀕
し
〉
て
い
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
〈
同
じ
や
う
な
作
品
ば
か
り
書
く
事
〉
を
〈
芸
術
家
と
し
て
の

死
〉
と
語
る
こ
の
文
章
は
、
芥
川
本
人
に
よ
る
自
身
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
対
す
る

自
省
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
以
外
に
も
芥
川
は
、
「
大
正
八

年
度
の
文
藝
界
」（
『
毎
日
年
鑑
（
大
正
九
年
版
）
』
大
阪
毎
日
新
聞
社
／
東
京
日
日
新
聞

社
・
編
、
一
九
一
九
年
一
二
月
）
で
も
〈
幾
分
に
も
せ
よ
自
信
の
あ
る
作
品
は
、
「
私

の
出
遇
つ
た
事
」
「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
傳
」
以
外
に
、
一
つ
も
発
表
で
き
な
か

つ
た
。
こ
の
評
論
を
書
き
な
が
ら
も
、
顧
み
て
忸
怩
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で

あ
る
〉
と
述
べ
る
な
ど
、
こ
の
年
の
創
作
活
動
が
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
認
し

て
い
る
。
後
世
の
評
者
た
ち
が
、
芥
川
の
こ
の
言
葉
を
か
な
り
深
刻
に
受
け
止
め

た
と
い
う
こ
と
が
、
芥
川
の
「
停
滞
」
言
説
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

で
は
、
芥
川
本
人
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
中
、
同
時
代
言
説
は
こ
の
年
の
芥
川

を
ど
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
大
正
八
年
度
末
、
各
誌
・
各
新
聞
に
掲

載
さ
れ
た
そ
の
年
一
年
間
の
文
壇
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
た
年
評
の
中
で
、
特
に

芥
川
の
「
停
滞
」
に
結
び
つ
く
よ
う
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
久
米
正
雄
と

宮
島
新
三
郎
の
二
人
で
あ
る
。
芥
川
の
旧
友
・
久
米
正
雄
は
、
「
一
九
一
九
年
度

に
於
け
る
創
作
界
を
顧
み
て

白
鳥
、
秋
聲
両
氏
の
風
格
＝
泡
鳴
氏
の
創
作
力
＝

新
進
作
家
の
活
躍
」（
『
讀
賣
新
聞
』
一
九
一
九
年
一
一
月
二
三
日
）
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

芥
川
龍
之
介
氏
の
今
年
の
作
品
は
総
て
厭
な
作
許
り
で
あ
つ
た
。
併
し
芥

川
氏
が
悪
作
を
書
き
出
し
た
と
い
ふ
事
は
芥
川
氏
の
油
断
が
見
え
た
と
い
ふ

よ
り
は
矢
張
一
種
の
転
期
に
あ
る
勢
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
芥
川
氏
が
「
妖

婆
」
の
や
う
な
も
の
を
書
く
程
大
胆
に
な
れ
た
事
は
、
皮
肉
で
な
く
彼
の
一

進
歩
だ
。
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久
米
は
大
正
八
年
を
ふ
り
返
っ
て
、
そ
の
年
に
発
表
さ
れ
た
芥
川
の
作
品
を
〈
総

て
厭
な
作
許
り
〉
だ
っ
た
と
い
い
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
久
米
は
芥
川
の
大
正
八

年
を
〈
厭
な
作
許
り
〉
書
い
て
い
た
一
年
と
す
る
。
こ
の
評
言
を
「
停
滞
」
す
る

芥
川
像
を
眺
め
る
視
線
に
よ
っ
て
捉
え
れ
ば
、
こ
の
久
米
の
文
章
は
大
正
八
年
に

お
け
る
芥
川
の
「
停
滞
」
を
証
言
す
る
同
時
代
評
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
事
実
、
吉
田
も
『
影
燈
籠
』
を
〈
停
滞
期
の
作
品
〉
と
断
ず
る
際
に
、
こ

の
久
米
の
評
を
引
い
て
い
る
。

た
だ
し
、
芥
川
の
大
正
八
年
を
否
定
的
に
捉
え
る
久
米
の
発
言
を
、
芥
川
が
自

身
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
「
停
滞
」
と
し
て
語
る
発
言
と
安
易
に
一
元
化
し
て
し
ま

う
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
久
米
は
芥
川
が
自
省
す
る

の
と
は
別
の
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
年
を
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
右
の
引
用

中
で
久
米
が
言
及
し
て
い
る
「
妖
婆
」
は
、
南
部
修
太
郎
や
小
島
政
二
郎
、
佐
佐

木
茂
索
ら
に
宛
て
た
私
信
の
中
で
前
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
芥
川
自
身
が
〈
悪
作
〉

〈
愚
作
〉
と
呼
ん
で
い
る
小
説
で
、
佐
藤
春
夫
（
「
「
苦
の
世
界
」
と
「
妖
婆
」
」
『
新

潮
』
一
九
一
九
年
一
〇
月
）
も
〈
私
は
こ
れ
を
全
く
の
失
敗
の
作
で
あ
る
と
私
が
考

へ
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
も
の
で
あ
る
〉
と
、
は
っ
き
り
断
言
し
徹
底
的
に
批
判

し
た
よ
う
に
、
文
壇
で
の
評
判
も
概
し
て
悪
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
久
米
は
、
そ

う
し
た
誰
も
が
失
敗
作
と
認
め
る
「
妖
婆
」
を
引
き
合
い
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な

作
品
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
芥
川
の
〈
転
期
〉
と
い
う
意
味
づ
け
を
行
っ
て

い
る
。

久
米
の
こ
の
評
言
の
背
景
に
は
、
芥
川
の
デ
ビ
ュ
ー
直
後
か
ら
〈
「
小
さ
い
、

け
れ
ど
も
完
成
し
て
ゐ
る
。
」
こ
れ
が
今
の
所
、
君
の
作
品
の
定
評
の
一
つ
だ
。

定
評
の
も
う
一
つ
は
、
「
理
知
的
」
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
私
も
亦
、
こ
の
定
評
以

外
に
、
殆
ど
言
ふ
可
き
事
を
有
つ
て
ゐ
な
い
〉（
加
藤
武
雄
「
芥
川
龍
之
介
氏
を
論
ず
」

『
新
潮
』
一
九
一
七
年
一
月
）
〈
氏
の
文
章
は
、
そ
の
綿
密
な
、
用
心
深
い
、
聊
か

た
ど
〳
〵
し
い
感
じ
の
す
る
点
に
於
て
、
相
馬
泰
三
氏
と
似
通
う
て
ゐ
る
〉（
小

林
愛
川
「
新
進
八
家
の
文
章
」『
文
章
倶
樂
部
』
一
九
一
七
年
三
月
）
と
い
っ
た
よ
う
な
、

〈
小
さ
い
〉
〈
用
心
深
い
〉
な
ど
と
評
さ
れ
る
「
慎
重
」
な
作
家
と
し
て
の
芥
川

像
が
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
文
壇
内
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。

久
米
は
、
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
「
慎
重
」
な
芥
川
像
に
対
し
、
「
妖
婆
」
の
失

敗
を
〈
大
胆
〉
な
芥
川
へ
の
〈
転
期
〉
の
契
機
と
し
て
大
正
八
年
を
措
定
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
正
八
年
の
芥
川
を
「
停
滞
」
で
は
な
く
〈
転
期
〉
と
み
た
の
は
、
宮
島
信
三

郎
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
宮
島
は
、
『
新
小
説
』
『
文
章
世
界
』
の
十
二
月
号
と
十

一
月
二
十
九
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
そ
れ
ぞ
れ
文
芸
年
評
を
発
表
し
て
い

る
。
ま
ず
、『
新
小
説
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
本
年
度
に
於
け
る
創
作
界
總
決
算
」（
『
新

小
説
』
一
九
一
九
年
一
二
月
）
を
掲
げ
る
。

芥
川
氏
は
一
月
に
「
毛
利
先
生
」
（
新
潮
）
、
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
（
中

央
公
論
）
な
ど
を
緊
想
し
て
、
今
ま
で
の
傾
向
と
は
違
つ
た
も
の
を
見
せ
か

け
た
。
即
ち
今
ま
で
は
主
と
し
て
自
己
以
外
の
生
活
、
人
物
、
出
来
事
を
描

い
て
来
た
が
、
漸
く
自
己
の
生
活
、
自
己
の
出
来
事
の
中
に
生
活
の
題
材
を

得
よ
う
と
す
る
新
傾
向
を
見
せ
て
来
た
。
此
の
意
味
で
氏
は
文
壇
の
新
し
い

注
目
を
惹
い
た
。
僕
も
さ
う
い
ふ
新
傾
向
を
好
ま
し
く
思
つ
た
一
人
で
あ
つ

た
。
け
れ
ど
も
其
の
度
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
或
は
自
己
に
直
接

題
材
を
求
め
た
作
品
も
あ
つ
た
が
、
同
時
に
自
己
以
外
の
人
物
、
生
活
出
来

事
を
描
い
た
も
の
が
多
か
つ
た
。
而
し
て
今
日
ま
で
の
所
で
は
、
氏
は
矢
張

り
、
芸
術
至
上
主
義
の
信
奉
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
も
信
じ
他
に
も
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信
ぜ
し
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
全
体
と
し
て
本
年
度
に
於
け
る
氏

の
活
動
を
見
る
と
、
芸
術
に
対
す
る
迷
ひ
の
ポ
イ
ン
ト
に
立
つ
て
ゐ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
無
論
簡
単
な
言
葉
で
説
明
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
が
、
現
実
主
義
か
浪
漫
主
義
か
の
迷
ひ
が
氏
の
心
に
可
な
り

暗
い
蔭
を
な
げ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

宮
島
が
芥
川
に
指
摘
す
る
〈
迷
ひ
〉
と
は
、
〈
現
実
主
義
か
浪
漫
主
義
か
の
迷

ひ
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
年
一
年
間
に
発
表
さ
れ
た
芥
川
作
品
に
対
し
て
宮
島

が
看
取
し
た
作
風
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
宮
島

が
挙
げ
る
「
毛
利
先
生
」（
『
新
潮
』
一
九
一
九
年
一
月
）
や
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」

（
『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
一
月
）
な
ど
は
物
語
の
舞
台
を
現
代
と
し
て
い
た
り
、

自
身
の
学
生
時
代
の
思
い
出
に
取
材
し
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
い
わ
ば
〈
現
実
主

義
〉
的
な
傾
向
を
示
し
た
作
品
だ
っ
た
。
一
方
、
こ
の
年
発
表
さ
れ
た
他
の
芥
川

作
品
、
た
と
え
ば
「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
傳
」
や
「
妖
婆
」
な
ど
は
切
支
丹
や
怪

奇
の
趣
味
に
題
材
を
求
め
た
〈
浪
漫
主
義
〉
の
作
品
群
と
一
応
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。

宮
島
は
こ
う
し
た
様
々
な
作
風
の
作
品
が
雑
居
す
る
状
況
を
〈
迷
ひ
〉
と
い
う
語

に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
島
は
『
文
章
世
界
』
の
「
大
正
八
年
の
文
壇

を
論
ず
る
書
」
で
は
、〈
最
近
の
芥
川
氏
が
変
ら
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
だ
〉

と
し
て
〈
今
年
は
転
換
期
に
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
〉
と
、
久
米
と
同
じ
よ
う
に
大

正
八
年
を
芥
川
に
と
っ
て
の
〈
転
換
期
〉
と
評
し
て
も
い
る
。

久
米
と
宮
島
に
よ
る
大
正
八
年
度
の
総
括
は
、
と
も
に
〈
転
期
〉
〈
転
換
期
〉

と
い
っ
た
「
変
化
」
を
認
め
る
認
識
と
〈
厭
な
作
許
り
〉
や
〈
迷
ひ
〉
と
い
っ
た

否
定
的
な
評
価
を
接
続
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
両
者
が
そ
こ
で
「
変
化
」
を
指
摘

し
て
い
る
文
脈
は
異
な
っ
て
お
り
、
当
然
、
二
人
が
眺
め
る
「
変
化
」
の
内
実
も

別
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
度
末
の
年
評
が
ま
と
め
て
現
れ
始
め
る
そ
の
前

月
に
発
表
さ
れ
た
芥
川
自
身
に
よ
る
自
己
省
察
と
来
期
へ
の
決
意
表
明
を
含
ん
だ

「
芸
術
そ
の
他
」
に
お
い
て
、
〈
進
歩
し
な
け
れ
ば
必
退
歩
す
る
〉
と
い
う
自
ら

に
〈
進
歩
〉
＝
「
変
化
」
を
課
す
自
己
言
及
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
久
米
や

宮
島
の
指
摘
す
る
「
変
化
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
が
黙
過
さ
れ
た
ま
ま
、
具
体
的

な
「
変
化
」
の
実
像
を
伴
わ
な
い
芥
川
の
そ
の
発
言
の
陰
へ
と
接
収
さ
れ
て
い
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
大
正
八
年
は
、
芥
川
が
「
変
化
」
の
兆
し
を
見
せ

た
「
過
渡
期
」
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
批
評
状
況
の
中
で
刊
行
さ
れ
た
『
影
燈
籠
』
は
、
そ
の
雑
誌
広
告
に

〈
芥
川
氏
の
一
大
転
機
な
り
と
て
文
壇
を
驚
倒
せ
し
め
た
る
蜜
柑
を
始
め
未
だ
顕

さ
ゞ
り
し
作
者
の
至
宝
蒐
め
て
本
書
に
あ
り
〉
と
、
や
は
り
芥
川
の
〈
転
機
〉
を

強
調
し
た
コ
ピ
ー
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
影
燈
籠
』
を
芥
川
の

「
変
化
」
を
表
す
短
篇
集
と
し
た
竹
内
の
評
は
、
大
正
八
年
時
の
芥
川
の
「
転
換
」

を
認
め
る
言
説
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
な
る

と
、
芥
川
の
「
停
滞
」
を
語
る
言
説
に
お
い
て
、
圧
倒
的
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
芥
川
の
「
転
換
期
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
大
正
八
年
を
「
停

滞
期
」
に
読
み
替
え
た
吉
田
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
項
で
は
、
芥
川
の
大

正
八
年
が
、
吉
田
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
し
て
「
停
滞
期
」
へ
と
変
え
ら
れ
て
い

っ
た
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

４
．
「
中
期
」
と
い
う
問
題
域

吉
田
の
『
芥
川
龍
之
介
』
は
、
内
容
を
四
分
の
一
ほ
ど
削
除
し
て
『
芥
川
龍
之

介
の
生
涯
と
芸
術
』
と
改
題
さ
れ
河
出
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
後
、
再
び
題
を
元
に
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戻
し
、
新
た
に
加
筆
し
て
新
潮
文
庫
版
（
一
九
五
八
年
一
月
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ

の
あ
と
が
き
の
中
で
吉
田
自
身
〈
こ
の
書
は
芥
川
龍
之
介
を
知
ろ
う
と
す
る
人
に

と
っ
て
ス
タ
ン
ダ
ア
ド
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
書
を
除
い
て
、
芥
川
を
云
々
す
る

は
怠
慢
で
あ
ろ
う
〉
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
芥
川
研
究
の
古
典
と
し
て
こ
れ
ま
で

多
く
の
研
究
者
に
読
ま
れ
て
き
た
。
関
口
の
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』
に
も
、

お
よ
そ
二
十
個
所
に
亘
る
吉
田
の
著
書
へ
の
言
及
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
宇
野
浩
二
に
は
『
芥
川
龍
之
介
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
五
二
年
五
月
）
と
題
さ

れ
た
芥
川
の
評
伝
が
あ
る
が
、
宇
野
は
そ
の
中
で
執
筆
途
中
で
吉
田
の
著
書
を
読

ん
だ
こ
と
を
明
か
し
て
お
り
、
当
初
〈
大
正
六
年
七
年
八
年
九
年
は
芥
川
の
文
学

（
２
）

的
生
涯
の
う
ち
で
も
つ
と
も
花
や
か
な
時
代
で
あ
つ
た
〉
と
、
大
正
八
、
九
年
を

特
に
「
停
滞
期
」
と
み
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
吉
田
の
芥
川
論
に
目
を
通
し
た
後
に
書
か
れ
た
箇
所
を
見
る
と
、

そ
こ
で
は
大
正
九
年
の
『
影
燈
籠
』
が
酷
評
さ
れ
、
〈
い
づ
れ
に
し
て
も
、
大
正

八
年
は
、
芥
川
に
は
、
よ
い
年
で
は
な
か
つ
た
、
過
渡
期
の
年
で
あ
つ
た
〉
と
、

先
と
は
全
く
対
照
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
宇
野
一
人
の
例
を
と
っ
て
、
そ

れ
を
芥
川
研
究
全
体
に
ま
で
敷
衍
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は

吉
田
論
の
影
響
に
よ
っ
て
「
停
滞
期
」
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
く
瞬
間
が

克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

で
は
、
吉
田
は
、
そ
も
そ
も
芥
川
文
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
っ

た
う
え
で
、
『
影
燈
籠
』
に
代
表
さ
れ
る
時
期
に
「
停
滞
期
」
と
い
う
評
価
を
下

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
吉
田
の
芥
川
文
学
に
対
す
る
把
握
が
端
的
に
表
れ
た
の

が
、
次
の
言
説
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
我
々
は
歴
史
小
説
家
と
し
て
の
彼
に
つ
い
て
一
応
概
括
的
な
考
察

を
下
そ
う
と
思
う
。
彼
の
文
学
に
区
画
を
与
え
る
な
ら
ば
、
初
期
を
私
は
大

正
八
年
一
月
刊
行
の
第
三
短
篇
集
傀
儡
師
迄
と
し
、
中
期
を
第
四
短
篇
集
影

燈
籠
以
下
、
十
三
年
七
月
発
行
の
第
七
短
篇
集
黄
雀
風
迄
と
考
え
る
。
そ
し

て
初
期
は
大
体
歴
史
小
説
を
主
と
す
る
時
代
で
あ
り
、
中
期
は
初
期
の
惰
性

を
持
続
し
、
反
復
す
る
。
た
ゞ
そ
の
最
後
期
に
及
ん
で
物
語
風
の
世
界
か
ら

脱
け
出
し
、
現
実
に
直
面
し
た
生
活
に
題
材
を
求
め
て
、
ま
だ
成
功
を
見
な

い
時
期
と
考
え
る
。
こ
の
、
初
・
中
期
に
わ
た
っ
て
の
彼
は
、
歴
史
小
説
家

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
或
は
物
語
風
の
小
説
の
作
者
と
し
て
特
色
が
み

と
め
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
価
値
は
後
期
の
、

乃
至
晩
年
の
彼
と
は
明
ら
か
に
別
の
物
で
あ
る
。
同
一
の
作
家
の
発
展
で
あ

る
に
は
相
違
な
い
が
、
作
物
の
価
値
か
ら
い
え
ば
、
全
く
異
な
っ
た
範
疇
に

属
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
現
在
の
芥
川
研
究
に
お
い
て
も
支
配
的
な
、
芥
川
に
対
す
る
二
つ
の

視
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
芥
川
の
作
風
が
作
家
生
活
の
中
で
〈
歴
史

小
説
〉
か
ら
〈
現
実
に
直
面
し
た
生
活
に
題
材
を
求
め
〉
た
自
伝
的
小
説
へ
と
移

り
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
す
る
視
点
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
芥
川
文
学
を
三
期

に
区
分
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
視
点
の
交
接
す
る
と

こ
ろ
に
生
起
す
る
の
が
「
停
滞
期
」
と
い
う
問
題
な
の
だ
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

芥
川
文
学
の
中
心
を
歴
史
小
説
と
自
伝
的
小
説
と
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
前
者

か
ら
後
者
へ
の
作
風
の
変
化
は
、
吉
田
が
〈
行
詰
り
を
打
開
す
る
為
に
在
来
の
作

風
を
離
れ
て
、
全
く
歴
史
的
題
材
を
す
て
、
自
己
身
辺
の
現
実
世
界
に
取
材
〉
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
よ
う
に
、
〈
行
詰
り
を
打
開
す
る
為
〉
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
「
停
滞
期
」
を
そ
の
範
疇
に
含
む
中
期
と
い
う
時
期
は
、
そ
れ
が
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模
索
さ
れ
る
た
め
だ
け
の
、
〈
惰
性
〉
と
〈
反
復
〉
の
〈
成
功
を
見
な
い
時
期
〉

で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
芥
川
文
学
を
前
期
＝
歴
史
小
説
、
後
期
＝
自
伝
的
小
説
と
整
理
す
る

見
方
は
、
吉
田
の
芥
川
論
以
前
に
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
芥
川
の
小

説
に
歴
史
小
説
の
名
を
冠
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
早
い
時
期
、
デ
ビ
ュ
ー
直
後
か

ら
み
ら
れ
た
傾
向
で
あ
る
。
大
正
五
、
六
年
（
一
九
一
六
、
一
七
年
）
の
時
点
で
す

で
に
中
村
星
湖
や
加
藤
武
雄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
芥
川
の
小
説
を
指
し
て
歴
史
小
説
と

（
３
）

（
４
）

呼
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
中
に
は
〈
芥
川
龍
之
介
氏
は
「
忠
義
」
（
「
黒

潮
」
）
に
於
て
初
て
歴
史
小
説
を
書
い
た
。
頭
の
悪
い
批
評
家
に
な
る
と
、
時
代

が
昔
で
あ
れ
ば
直
ぐ
歴
史
小
説
と
云
ふ
範
竣
に
入
れ
て
了
ふ
〉（
匿
名
氏
「
蕾
の
ふ

く
ら
む
頃

二
」
『
時
事
新
報
』
一
九
一
七
年
三
月
七
日
）
と
、
芥
川
の
小
説
を
安
易
に

歴
史
小
説
の
枠
で
括
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
ま
で
現
れ
て
お
り
、
芥
川
の
小
説
が

「
歴
史
小
説
で
あ
る
／
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
論
議
の
対
象
と
な
り
う
る
ほ
ど
に
、

芥
川
の
作
品
を
歴
史
小
説
と
み
な
す
見
方
が
広
く
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
芥
川
を
〈
歴
史
小
説
家
〉
に
同
定
す
る
吉
田
の
理
解
も
こ
の
認
識
に
与
し

た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
芥
川
の
作
家
人
生
を
三
期
に
区
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
前
・
中
・
後
期
と
い
う
三
区
分
自
体
が
決
し

て
安
定
的
な
区
画
で
は
な
い
。
吉
田
は
芥
川
の
短
篇
集
を
各
時
期
を
分
け
る
基
準

と
し
て
い
る
が
、
今
日
で
は
個
々
の
作
品
を
基
に
三
期
へ
の
区
分
を
行
う
こ
と
の

方
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
別

冊
國
文
學

芥
川
龍
之
介
必
携
』（
學
燈
社
、
一
九
七
九
年
二
月
）
に
収
録
さ
れ
て

い
る
「
芥
川
文
学
作
品
論
事
典
」（
佐
藤
泰
正
・
編
）
は
、
芥
川
の
全
作
品
が
採
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
厳
密
な
区
分
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
芥
川
文
学
に
対
す
る
前
・
中
・
後
期
の
三
区
分
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
中

期
の
作
品
と
し
て
「
西
郷
隆
盛
」（
『
新
小
説
』
一
九
一
八
年
一
月
）
か
ら
「
お
ぎ
ん
」

（
『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
九
月
）
ま
で
が
、
そ
し
て
、
後
期
の
作
品
の
最
初
に
「
雛
」

（
『
中
央
公
論
』
一
九
二
三
年
三
月
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
ト
ル
に
「
中

期
」
の
文
字
を
持
つ
、
石
割
透
『
〈
芥
川
〉
と
呼
ば
れ
た
藝
術
家

中
期
作
品
の

世
界
』（
有
精
堂
、
一
九
九
二
年
八
月
）
は
、
「
さ
ま
よ
へ
る
猶
太
人
」（
『
新
潮
』
一
九

一
七
年
六
月
）
か
ら
「
毛
利
先
生
」（
『
新
潮
』
一
九
一
九
年
一
月
）
ま
で
の
作
品
論
で

構
成
さ
れ
て
お
り
、
吉
田
や
佐
藤
の
区
画
と
比
較
す
る
と
相
当
の
ず
れ
が
あ
り
、

「
中
期
」
と
い
う
語
を
論
者
ご
と
に
か
な
り
恣
意
的
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
う
し
た
「
中
期
」
と
い
う
時
期
区
分
の
不
安
定
さ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
次

の
よ
う
な
区
画
意
識
に
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

芥
川
の
作
家
活
動
に
つ
い
て
図
式
的
に
概
説
し
て
お
く
と
、
活
動
の
時
期

を
大
き
く
二
分
す
れ
ば
大
正
九
年
の
「
秋
」
を
境
に
前
期
と
後
期
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
、
三
分
す
る
と
す
れ
ば
後
期
を
更
に
大
正
一
二
年
の
「
保
吉
の

手
帳
か
ら
」
を
境
に
し
て
切
っ
て
「
秋
」
以
前
を
前
期
、
「
保
吉
の
手
帳
か

ら
」
以
前
を
中
期
、
以
後
を
後
期
と
す
る
。
前
期
は
告
白
を
拒
否
し
、
芥
川

に
固
有
の
虚
構
の
美
学
を
か
ざ
し
た
歴
史
物
の
時
代
で
あ
り
、
後
期
は
告
白

と
抒
情
の
私
小
説
に
接
近
す
る
現
代
物
の
時
代
で
あ
る
。

（
鷺
只
雄
『
芥
川
龍
之
介
と
中
島
敦
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）

こ
こ
で
は
芥
川
の
作
家
活
動
を
前
・
中
・
後
期
に
分
け
る
三
分
法
が
、
前
期
を

〈
歴
史
物
の
時
代
〉
、
後
期
を
〈
私
小
説
に
接
近
す
る
現
代
物
の
時
代
〉
と
い
う
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作
品
の
傾
向
に
依
っ
た
二
分
法
を
基
礎
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
「
中
期
」
と
い

う
不
安
定
な
時
期
が
性
格
づ
け
の
は
っ
き
り
し
た
前
期
、
後
期
を
前
提
と
す
る
こ

と
で
よ
う
や
く
存
立
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
鷺
が
示
し
た
芥
川
の
作
家
活

動
を
三
期
で
は
な
く
、
中
期
を
置
か
ず
に
二
期
に
分
け
る
こ
の
見
方
は
、
か
な
り

早
い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
区
画
法
で
も
あ
る
。
堀
辰
雄
は
東
京
帝
大
の
卒
業

論
文
「
芥
川
龍
之
介
論
―
芸
術
家
と
し
て
の
彼
を
論
ず
―
」（
一
九
二
九
年
三
月
提

出
）
の
中
で
す
で
に
〈
僕
は
彼
の
全
作
品
を
大
体
に
お
い
て
二
つ
の
時
期
に
分
け

る
事
が
出
来
る
と
思
ふ
〉
と
述
べ
て
お
り
、
〈
彼
の
前
期
に
属
す
る
作
品
は
、
大

部
分
歴
史
小
説
で
あ
る
の
に
反
し
、
彼
の
後
期
に
属
す
る
作
品
は
主
に
、
前
期
の

作
品
に
は
見
出
さ
れ
な
か
つ
た
、
自
伝
的
色
彩
を
強
烈
に
持
つ
た
小
説
で
あ
る
〉

と
し
て
い
る
。
堀
が
こ
の
よ
う
に
芥
川
文
学
を
二
分
法
に
よ
っ
て
眺
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
芥
川
が
作
家
と
し
て
の
活
動
を
停
止
し
て
い

る
た
め
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
に
安
定
的
な
区
画
が
可
能
だ
っ
た
と
い

え
る
。
そ
の
点
か
ら
い
う
と
、
芥
川
の
死
後
ほ
と
ん
ど
時
を
置
か
ず
に
開
か
れ
た

「
芥
川
龍
之
介
氏
の
追
憶
座
談
会
」（
『
新
潮
（
特
集
・
芥
川
龍
之
介
）
』
一
九
二
七
年

九
月
）
で
の
芥
川
文
学
に
対
す
る
整
理
は
、
こ
の
種
の
区
画
の
起
源
と
し
て
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
来
「
第
五
十
回
新
潮
合
評
会
」
だ
っ
た
座
談

会
が
芥
川
の
死
を
受
け
て
、
芥
川
に
対
す
る
追
憶
を
語
る
場
と
な
っ
た
こ
の
会
の

出
席
者
は
、
徳
田
秋
聲
、
近
松
秋
江
、
久
保
田
万
太
郎
、
久
米
正
雄
、
小
島
政
二

郎
、
中
村
武
羅
夫
の
六
人
で
あ
る
。
こ
の
中
で
区
画
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
は
、

ま
ず
久
保
田
の
〈
地
震
か
ら
後
に
書
い
た
も
の
と
、
地
震
前
の
も
の
を
較
べ
る
と

大
変
違
ひ
ま
す
〉
と
い
う
発
言
か
ら
始
ま
る
。
久
保
田
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二

三
年
）
の
関
東
大
震
災
を
一
つ
の
区
切
り
に
見
立
て
、
「
あ
ば
ば
ば
ば
」（
『
中
央
公

論
』
一
九
二
三
年
一
二
月
）
な
ど
の
保
吉
物
や
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」（
『
中
央
公

論
』
一
九
二
五
年
一
月
）
と
い
っ
た
告
白
的
要
素
の
あ
る
小
説
を
、
震
災
後
に
書
か

れ
た
も
の
と
し
て
代
表
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
芥
川
が
告
白
性
の
あ
る
作
品
を

書
き
始
め
た
こ
と
を
作
風
上
の
変
化
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
に
一
つ
の
時
期
区
分
を

与
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
出
せ
る
。
久
保
田
の
こ
の
発
言
を
嚆
矢
に
こ
の
座
談

会
に
お
い
て
、
芥
川
文
学
を
前
・
後
期
に
分
け
て
捉
え
る
こ
と
は
芥
川
文
学
を
語

る
上
で
の
一
つ
の
モ
ー
ド
と
な
っ
て
い
く
。

中
村
。
僕
な
ん
か
も
佐
藤
春
夫
さ
ん
と
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
と
も
思
ふ

が
、
矢
張
り
前
期
後
期
と
分
け
れ
ば
、
前
期
の
も
の
ゝ
方
が
、
つ
ま
り
芥．

川
さ
ん
の
気
持
の
打
込
み
方
と
か
さ
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
別
に
し
て
、

．さ
う
い
ふ
も
の
か
ら
引
離
し
て
、
単
独
に
作
品
と
し
て
鑑
賞
す
れ
ば
、
矢

張
り
前
期
の
も
の
が
僕
等
も
い
ゝ
と
思
ひ
ま
す
ね
。

小
島
。
だ
け
れ
ど
も
、
晩
年
の
も
の
で
す
ね
、
晩
年
の
も
の
に
は
本
当
に
ア

レ
が
添
つ
て
や
し
ま
せ
ん
か
…
…
。

徳
田
。
矢
張
り
複
雑
に
は
な
つ
て
ゐ
ま
す
ね
。

小
島
。
つ
ま
り
神
経
的
な
象
徴
主
義
的
な
美
し
さ
が
苔
の
や
う
に
出
て
来
て

ゐ
や
し
ま
せ
ん
か
。

話
題
は
芥
川
の
前
期
と
後
期
の
ど
ち
ら
を
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
こ
の
時
点
で
は
〈
神
経
的
な
象
徴
主
義
的
な
美
し
さ
〉
の
後
期
よ
り
も
〈
芸

術
的
な
美
し
さ
〉
の
前
期
を
評
価
す
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
座
談
会
の
開
か
れ
た
時
点
で
は
ま
だ
「
齒
車
」
は
「
一
」
が
発
表
さ
れ
て
い

た
だ
け
で
あ
り
、
「
或
舊
友
へ
送
る
手
記
」（
『
東
京
日
日
新
聞
』
『
東
京
朝
日
新
聞
』

他
一
九
二
七
年
七
月
二
五
日
）
と
共
に
久
米
に
託
さ
れ
た
「
或
阿
呆
の
一
生
」（
『
改
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造
』
一
九
二
七
年
一
〇
月
）
も
ま
だ
一
般
に
は
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
の
後
期

芥
川
に
対
す
る
評
価
を
形
成
す
る
よ
う
な
条
件
が
揃
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は

留
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、
久
米
が
「
或
阿
呆
の
一
生
」
を
話
題
に
し
た
と

き
、
中
村
は
〈
私
な
ん
か
も
そ
れ
が
見
た
い
で
す
ね
〉
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
時

点
で
は
文
壇
内
に
も
中
村
の
よ
う
に
芥
川
の
遺
稿
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
者
が
多

く
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
座
談
会
で
前
期
と
後
期
の
評
価
を
巡
っ

て
話
さ
れ
て
い
る
と
き
、
後
期
芥
川
に
つ
い
て
特
権
的
な
位
置
か
ら
語
る
こ
と
の

で
き
た
唯
一
の
座
談
参
加
者
で
あ
る
久
米
は
ま
だ
会
場
に
到
着
し
て
お
ら
ず
、
し

た
が
っ
て
後
期
よ
り
も
前
期
を
採
る
と
い
う
評
価
も
芥
川
の
遺
稿
を
抜
き
に
し
て

出
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
久
米
は
座
談
会
合
流
直
後
に
、
後
期
作
品
に
つ
い

て
〈
人
生
的
に
は
非
常
に
本
気
な
も
の
だ
と
思
ふ
〉
と
述
べ
、
作
者
と
作
品
を
〈
引

離
し
て
〉
鑑
賞
す
る
と
い
う
態
度
か
ら
前
期
芥
川
を
評
価
し
た
中
村
と
は
真
っ
向

か
ら
対
立
す
る
よ
う
な
、
〈
人
生
的
に
〉
作
品
の
価
値
を
問
う
と
い
う
評
価
基
準

を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
評
価
基
準
に
よ
っ
て
、
久
米
は
現
在
、
芥
川
の
代
表

作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
蜃
氣
樓
」（
『
婦
人
公
論
』
一
九
二
七
年
三
月
）
を
と
り

あ
げ
て
批
評
を
行
っ
て
い
る
。

久
米
。
「
海
の
ほ
と
り
」
は
真
ん
中
頃
だ
け
れ
ど
も
、
あ
れ
か
ら
延
い
て
、

僕
は
「
蜃
氣
樓
」
と
い
ふ
作
品
は
芥
川
に
と
つ
て
非
常
に
重
要
な
作
品
だ

と
思
ふ
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
僕
の
見
た
後
期
の
作
品
と
し
て
、
芥
川
の
最

も
代
表
的
な
も
の
で
、
芥
川
が
筋
の
な
い
小
説
と
い
ふ
も
の
を
一
方
で
力

説
し
て
ゐ
る
の
は
、
「
蜃
氣
樓
」
な
ん
か
ゞ
背
景
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ

は
た
ゞ
単
な
る
海
辺
の
ス
ケ
ツ
チ
み
た
い
な
「
海
の
ほ
と
り
」
よ
り
も
、

も
つ
と
小
説
的
な
筋
は
少
い
け
れ
ど
も
、
も
つ
と
変
な
実
感
に
富
ん
だ

―
鬼
気
に
も
富
ん
で
ゐ
る
し
、
深
い
暗
示
を
含
ん
だ
作
品
だ
と
思
つ
た
。

さ
う
し
て
あ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
作
品
は
、
芥
川
の
全
作
を
通
じ
て
矢
張

り
な
か
つ
た
や
う
に
思
ふ
。

久
保
田
。
そ
れ
だ
け
に
、
気
持
の
上
で
は
歪
ん
だ
感
じ
が
す
る
で
せ
う
。

久
米
。
非
常
に
歪
ん
で
ゐ
ま
す
よ
。
病
的
と
云
へ
ば
病
的
で
す
け
れ
ど
も
。

久
保
田
。
私
は
非
常
に
悪
く
言
つ
て
し
ま
つ
た
。
「
海
の
ほ
と
り
」
は
褒
め

た
ん
で
す
よ
。
「
蜃
氣
樓
」
は
悪
く
言
つ
た
ん
で
す
が
、
今
に
し
て
思
へ

ば
、
知
ら
な
い
ナ
と
い
つ
た
顔
を
し
て
ゐ
ま
し
た
よ
。
今
読
ん
で
事
毎
に

思
ひ
あ
た
る
所
が
あ
る
。

小
島
。
僕
も
悪
口
を
言
つ
た
ん
で
す
が
ね
。
さ
う
し
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を

言
は
な
い
で
、
も
う
一
度
読
ん
で
呉
れ
と
言
は
れ
ま
し
た
。

久
米
。
僕
は
非
常
に
感
心
し
た
か
ら
、
会
つ
た
時
、
あ
の
作
品
は
い
ゝ
。
し

か
し
あ
の
作
品
に
は
危
険
を
感
じ
た
ん
で
す
よ
。
さ
う
い
ふ
意
味
で
、
変

な
鬼
気
が
あ
つ
た
も
の
で
す
か
ら
、
君
は
ヘ
ル
に
墜
ち
て
ゐ
る
。
ス
ト
リ

ン
ト
ベ
ル
ヒ
を
東
洋
風
に
し
た
も
の
だ
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
言
つ
た
ら
、
な
に
、
大
丈
夫
だ
と
言
つ
て
ゐ
ま
し
た
が
。

こ
の
久
米
の
発
言
は
「
蜃
氣
樓
」
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
上
で
の
ほ
と
ん
ど
初
と

な
る
批
評
で
あ
る
。
芥
川
の
生
前
に
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
「
蜃
氣
樓
」

が
、
芥
川
の
こ
と
を
回
顧
し
よ
う
と
す
る
集
い
に
お
い
て
改
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、

〈
鬼
気
に
も
富
ん
で
ゐ
る
し
、
深
い
暗
示
を
含
ん
だ
作
品
〉
〈
あ
の
作
品
に
は
危

険
を
感
じ
た
〉
〈
気
持
の
上
で
は
歪
ん
だ
感
じ
が
す
る
〉
と
い
っ
た
言
葉
と
と
も

に
〈
芥
川
に
と
つ
て
非
常
に
重
要
な
作
品
〉
に
認
定
さ
れ
て
い
く
場
面
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、〈
人
生
的
に
〉
作
品
を
読
む
と
い
う
評
価
基
準
の
下
、
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「
蜃
氣
樓
」
と
い
う
小
説
が
芥
川
の
死
か
ら
逆
算
さ
れ
る
こ
と
で
後
期
の
代
表
作

と
な
っ
て
い
く
様
子
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
芥
川
文
学
を
二
期
に
区
画
し
、
前
期
を
作
者
か
ら
〈
引
離
し
て
〉

鑑
賞
す
べ
き
〈
完
成
〉
さ
れ
た
歴
史
小
説
の
時
代
、
後
期
を
芥
川
の
〈
実
感
〉
を

感
じ
と
り
な
が
ら
〈
人
生
的
に
〉
受
容
さ
れ
る
〈
完
成
を
見
な
か
つ
た
〉
自
伝
的

小
説
の
時
代
と
す
る
見
方
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
堀
が
卒
業
論
文
の
中
で
採
っ

た
、
前
期
の
歴
史
小
説
か
ら
後
期
の
自
伝
的
小
説
へ
と
変
化
し
て
い
く
芥
川
文
学

と
い
う
理
解
が
可
能
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
の
吉
田
の
卓
見

は
、
前
期
と
後
期
と
い
う
明
確
な
二
分
法
に
あ
え
て
「
中
期
」
と
い
う
亀
裂
を
持

ち
込
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
芥
川
文
学
に
歴
史
小
説
か
ら
自
伝
的
小
説
へ

の
ス
タ
イ
ル
の
変
化
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
の
変
遷
に
は
単
純
に
還
元

さ
れ
え
な
い
部
分
が
あ
り
、
そ
の
還
元
不
能
性
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る

の
が
「
中
期
」
と
い
う
区
分
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
中
期
」
に
対
し
て

〈
惰
性
〉
と
〈
反
復
〉
の
〈
成
功
を
見
な
い
時
期
〉
と
い
う
評
価
し
か
与
え
ら
れ

な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
吉
田
と
、
そ
の
時
期
を
芥
川
に
と
っ
て
の
不
作
の
時
代
と
み

な
し
た
、
吉
田
を
鼻
祖
と
す
る
芥
川
研
究
の
批
評
的
限
界
が
現
れ
て
い
た
と
も
い

え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
前
期
＝
歴

史
小
説
、
後
期
＝
自
伝
的
小
説
の
い
ず
れ
に
も
分
類
さ
せ
る
こ
と
を
躊
躇
わ
せ
る

よ
う
な
、
混
沌
と
し
た
作
品
群
の
存
在
こ
そ
が
「
中
期
」
、
そ
し
て
「
停
滞
期
」

を
語
ら
せ
る
も
の
の
本
態
な
の
で
あ
る
。

５
．
「
停
滞
期
」
を
超
え
て

芥
川
文
学
に
お
け
る
「
中
期
」
と
は
、
芥
川
作
品
を
そ
の
傾
向
に
よ
っ
て
カ
テ

ゴ
ラ
イ
ズ
し
よ
う
と
す
る
ジ
ャ
ン
ル
論
が
、
作
家
の
年
譜
を
作
成
し
よ
う
と
す
る

志
向
と
結
び
付
い
た
結
果
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
厳
密
に
そ
れ

を
規
定
す
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
な
企
図
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
中
期
」
と
は
「
前
期
か
ら
後
期
へ
の
過
渡
期
」
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
え
ず
、

同
時
に
歴
史
小
説
と
自
伝
的
小
説
と
い
う
極
度
に
狭
い
二
分
法
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち

た
も
の
を
、
と
り
あ
え
ず
そ
こ
に
押
し
込
め
て
お
く
大
雑
把
な
括
り
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
吉
田
が
考
え
る
芥
川
の
「
中
期
」
が
、
大
正
八
年
と
い
う
「
停
滞
期
」
か

ら
始
め
ら
れ
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
歴
史
小
説
と
も
自
伝
的
小
説
と
も

形
容
し
が
た
い
、
奇
想
に
充
ち
た
作
品
を
芥
川
が
発
表
し
始
め
る
の
が
ち
ょ
う
ど

そ
の
時
期
に
重
な
る
か
ら
で
あ
り
、
従
来
の
文
学
観
で
は
そ
れ
が
芥
川
の
迷
走
に

も
み
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
芥
川
研
究
は
、
芥
川
文
学
の
中
に

そ
う
し
た
「
変
わ
っ
た
」
作
品
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
評
価
す

べ
き
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
が
た
め
に
黙
殺
す
る
か
、
あ
る
い
は
失
敗
作
と
呼

ぶ
し
か
そ
れ
と
接
す
る
術
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
の
評
価
の
困
難
な
作
品
が
多
く

書
か
れ
た
の
が
、
大
正
八
年
以
降
の
時
期
な
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
が
吉
田
論
以

降
も
「
停
滞
期
」
と
呼
ば
れ
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
芥
川
研
究
の
現
況
が
表
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。

今
日
で
は
よ
う
や
く
、
そ
れ
ま
で
周
辺
的
に
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、「
停

滞
期
」
及
び
「
中
期
」
の
作
品
に
対
す
る
研
究
も
少
し
ず
つ
提
出
さ
れ
始
め
て
い

る
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
対
す
る
個
別
の
考
察
だ
け
で
は
な
く
、
大
正
八

年
以
降
と
い
う
時
期
が
芥
川
文
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い

う
こ
と
を
改
め
て
問
う
視
点
が
要
請
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
「
葱
」（
『
新
小
説
』
一

九
二
〇
年
一
月
）
や
「
奇
遇
」（
『
中
央
公
論
』
一
九
二
一
年
四
月
）
な
ど
の
、
一
見
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
も
見
紛
う
構
造
を
備
え
た
小
説
が
、
な
ぜ
そ
の
時
期
の
芥
川
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に
よ
っ
て
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
う
し
た
問
題
な
ど
を
起
点
と
し

（
５
）

て
、
「
停
滞
期
」
言
説
を
超
え
て
い
く
た
め
の
、
大
正
八
年
以
降
の
作
品
に
対
す

る
論
究
が
行
わ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

注（
１
）
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年
一
二
月
、
菊
池
弘
／
久
保
田
芳

太
郎
／
関
口
安
義
・
編
）

（
２
）
〈
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
吉
田
精
一
の
『
芥
川
龍
之
介
の
藝
術
と
生
涯
』
と
い
ふ
本
を

手
に
入
れ
て
、
（
手
に
入
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
そ
の
百
分
の
五
ぐ
ら
ゐ

し
か
読
ん
で
ゐ
な
い
が
、
）
こ
の
本
の
終
り
に
つ
い
て
ゐ
る
解
説
の
中
に
、
こ
の
本

は
「
芥
川
龍
之
介
を
知
ろ
う
と
す
る
人
に
と
っ
て
ス
タ
ン
ダ
ア
ド
の
も
の
で
あ
り
、

こ
の
書
を
除
い
て
、
芥
川
を
云
々
す
る
は
怠
慢
で
あ
ろ
う
。
」
と
書
い
て
あ
る
の
を

読
ん
で
、
私
は
、
こ
の
ク
ダ
ラ
ナ
イ
文
章
を
書
く
前
に
、
（
つ
ま
り
、
一
年
半
前
ぐ

ら
ゐ
前
に
、
）
こ
の
本
を
読
ん
で
ゐ
た
ら
、
私
の
や
う
な
微
力
な
者
で
も
、
も
う
少

し
マ
シ
な
も
の
が
書
け
た
で
あ
ら
う
、
と
、
い
た
く
後
悔
し
て
ゐ
る
。
（
〔
中
略
〕
さ

う
し
て
、
私
も
、
で
き
れ
ば
、
こ
の
文
章
の
一
ば
ん
最
後
を
書
く
時
、
こ
の
本
を
参

考
に
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
）
〉（
宇
野
浩
二
「
芥
川
龍
之
介
」
『
宇
野
浩
二
全
集

第
十
一
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
二
月
）

（
３
）
〈
芥
川
氏
は
単
に
書
く
材
料
の
上
か
ら
で
な
く
久
米
氏
と
い
ゝ
対
照
を
成
し
て
ゐ
る

や
う
で
あ
る
。
材
料
の
上
か
ら
言
へ
ば
一
時
言
は
れ
た
歴
史
小
説
の
や
う
な
、
あ
ゝ

い
ふ
系
統
で
あ
る
と
言
へ
ば
云
ひ
得
る
〉（
中
村
星
湖
「
今
年
の
小
説
壇
（
上
）
」『
讀

賣
新
聞
』
一
九
一
六
年
一
二
月
五
日
）

（
４
）
〈
「
羅
生
門
」
で
は
か
な
り
感
心
し
た
。
「
羅
生
門
」
は
歴
史
小
説
で
あ
る
。
私
は
歴

史
的
作
物
に
特
別
の
興
味
を
持
つ
と
こ
ろ
か
ら
、
特
に
此
の
作
に
心
を
惹
か
れ
た
の

で
も
あ
ら
う
〉（
加
藤
武
雄
「
芥
川
龍
之
介
氏
を
論
ず
」『
新
潮
』
一
九
一
七
年
一
月
）

（
５
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
戦
略
と
し
て
の
〈
売
文
〉
小
説
」
（
『
日
本
近
代

文
学
』

、
二
〇
〇
九
年
五
月
）
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
論
稿
で
考
察
し
て
い
る
。

80

※

す
べ
て
の
引
用
個
所
に
お
い
て
、
ふ
り
が
な
や
傍
点
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
お
お
に
し

ひ
さ
あ
き
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
）
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