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通
俗
的
と
見
做
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

し
か
し
先
行
論
で
は
、「
夏
草
冬
濤
」
の
物
語
の
柱
と
言
う
べ
き
重
要
な
設

定
が
見
逃
さ
れ
て
き
た
。
主
人
公
洪
作
は
両
親
の
下
を
離
れ
て
生
活
す
る
中
学

生
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
洪
作
が
置
か
れ
て
い
る
そ
の
境
遇
を
踏

ま
え
れ
ば
、「
夏
草
冬
濤
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
い
ま
少
し
異
な
る
角
度
か
ら
捉

え
直
せ
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
洪
作
と
上
級
生
た
ち
と
の
交
友
関
係
も
必
ず
し

も
通
俗
的
な
表
現
に
留
ま
ら
な
い
と
言
え
る
。

本
論
で
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
問
題
点
を
検
討
し
つ
つ
、
自
伝
的
小
説
と

し
て
の
事
実
関
係
に
も
目
を
向
け
た
上
で
、「
夏
草
冬
濤
」
の
モ
チ
ー
フ
を
再

考
し
て
み
た
い
。

一

主
人
公
洪
作
は
沼
津
中
学
校
の
生
徒
。
物
語
開
始
の
時
点
に
お
い
て
三
年
生

の
夏
休
み
を
迎
え
て
い
る
。
一
年
時
は
両
親
と
暮
ら
し
、
浜
松
中
学
校
に
通
っ

は
じ
め
に

井
上
靖
の
「
夏
草
冬
濤
」（
昭
和
三
十
九
年
九
月
二
十
七
日
〜
四
十
年
九
月

十
三
日
『
産
経
新
聞
』）
は
、
作
者
自
身
の
沼
津
中
学
校
時
代
を
素
材
に
し
た

自
伝
的
長
篇
小
説
で
あ
る
。
同
じ
く
作
者
自
身
の
伊
豆
湯
ヶ
島
に
お
け
る
小
学

校
時
代
を
描
い
た
自
伝
的
長
篇
「
し
ろ
ば
ん
ば
」（
昭
和
三
十
五
年
一
月
〜

三
十
七
年
十
二
月
『
主
婦
の
友
』）
の
続
篇
に
該
当
す
る（

（
（

。
こ
れ
ま
で
主
人
公

洪
作
の
「
成
長
」
を
、
特
に
「
青
春
の
目
覚
め
」
を
明
る
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描

い
た
小
説
と
評
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
十
全
な
成
功
作
と
し
て
迎

え
ら
れ
て
き
た
の
で
な
く
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
関
わ
る
洪
作
と
上
級
生
た
ち
と

の
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
表
現
が
通
俗
化
し
て
い
る
と
の
批
判
が
為
さ
れ
て

い
る（

（
（

。
確
か
に
「
夏
草
冬
濤
」
の
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
解
釈
に
従
え
ば
洪
作
と
上
級
生
と
の
交
友
関
係
の
描
写
を

高

　

木

　

伸

　

幸

︱ 

洪
作
像
に
見
る
両
親
不
在
の
影
響 

︱

井

上

靖

「

夏

草

冬

濤

」
論
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描
き
、
後
編
へ
の
伏
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
一
章
は
前
編
か
ら
外

し
て
全
体
の
序
と
位
置
付
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
そ
の
よ
う
に
微
修
正

し
た
上
で
、
大
里
の
区
分
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

序
と
後
編
で
主
に
描
か
れ
る
金
枝
、藤
尾
、木
部
、餅
田
は
や
や
不
良
が
か
っ

た
文
学
好
き
な
グ
ル
ー
プ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
洪
作
は
彼
ら
に
「
き
ら

き
ら
し
た
も
の
」
を
感
じ
、
そ
の
姿
は
「
自
分
と
は
ま
る
で
違
っ
た
世
界
に
住

ん
で
い
る
大
人
」
に
思
え
た
。
対
し
て
前
編
に
主
に
登
場
す
る
増
田
、小
林
は
、

上
級
生
グ
ル
ー
プ
と
の
対
比
か
ら
、
洪
作
の
目
に
次
第
に
「
光
の
な
い
平
凡
な

0

0

0

少
年

0

0

」
に
見
え
て
く
る
。

さ
ら
に
洪
作
は
中
編
で
湯
ヶ
島
に
帰
省
し
た
際
、「
自
分
の
少
年
時
代
」が「
一

年
一
年
、
過
ぎ
去
っ
て
行
く
」
こ
と
、
い
わ
ば
自
ら
の
少
年
期
の
終
わ
り
を
感

じ
て
い
た
。

こ
う
い
っ
た
洪
作
の
視
点
、そ
し
て
序
を
置
い
た
三
部
構
成
を
踏
ま
え
れ
ば
、

「
夏
草
冬
濤
」
は
友
人
関
係
の
変
化
を
描
き
つ
つ
、
洪
作
の
少
年
期
か
ら
思
春

期
へ
の
脱
皮
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
増
田
、
小
林
と
交
わ
っ
て
い
た

前
編
は
洪
作
の
少
年
期
、
湯
ヶ
島
に
帰
省
し
た
中
編
は
少
年
期
か
ら
の
脱
皮
へ

向
け
た
準
備
期（

5
（

、
金
枝
、
藤
尾
、
木
部
、
餅
田
と
付
き
合
い
始
め
た
後
編
が
青

春
の
開
始
期
と
解
釈
で
き
る（

6
（

。「
夏
草
冬
濤
」
の
主
要
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
洪

作
の
「
青
春
の
目
覚
め
」
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
、
磯
貝
英
夫
は
洪
作
と
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
交
友
に
つ
い
て
、「
少

年
期
を
抜
け
切
ら
な
い
増
田
や
小
林
の
持
た
ぬ
、
文
学
青
年
た
ち
の
内
面
性
に

て
い
た
も
の
の
、
二
年
時
よ
り
軍
医
で
あ
る
父
の
台
北
転
任
の
た
め
に
両
親
か

ら
離
れ
、三
島
に
い
る
伯
母
む
め

0

0

の
も
と
に
下
宿
し
て
い
る
。
同
級
生
の
増
田
、

小
林
と
と
も
に
三
島
か
ら
沼
津
へ
徒
歩
通
学
し
、
彼
ら
と
親
し
ん
で
い
た
。
洪

作
の
学
業
成
績
は
浜
松
中
の
一
年
生
の
頃
、
学
年
全
体
二
百
名
の
中
で
二
番

だ
っ
た
。
だ
が
沼
津
中
の
二
年
で
は
百
名
中
で
八
番
と
な
り
、
三
年
時
に
は
さ

ら
に
下
が
り
始
め
る
。
通
学
途
中
で
鞄
を
紛
失
す
る
な
ど
も
し
て
、
心
配
し
た

台
北
の
両
親
か
ら
沼
津
の
寺
へ
下
宿
さ
せ
る
話
が
持
ち
上
が
る
。

洪
作
は
年
末
年
始
に
な
っ
て
、
小
学
校
時
代
を
過
ご
し
た
湯
ヶ
島
へ
帰
省
す

る
。
祖
父
母
や
伯
父
と
接
し
、
地
元
の
少
年
た
ち
と
戯
れ
る
。

洪
作
は
中
学
三
年
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
、
一
学
年
上
級
で
あ
る
金
枝
、

藤
尾
、
木
部
、
餅
田
に
惹
か
れ
、
彼
ら
と
関
係
を
深
め
て
い
く
。
成
績
は
ま
す

ま
す
下
が
り
、
寺
へ
の
下
宿
が
決
ま
る
も
の
の
、
上
級
生
グ
ル
ー
プ
か
ら
寺
で

の
生
活
を
羨
ま
し
が
ら
れ
、
洪
作
は
む
し
ろ
歓
迎
す
る
気
持
に
な
る
。
四
年
生

に
進
級
し
た
洪
作
は
、
金
枝
、
藤
尾
、
木
部
、
餅
田
と
西
伊
豆
の
旅
に
出
か
け
、

物
語
は
結
ば
れ
る
。

以
上
、
全
十
三
章
か
ら
成
る
「
夏
草
冬
濤
」
に
つ
い
て
、
大
里
恭
三
郎
は
前

編
（
一
章
か
ら
六
章
の
半
ば
ま
で
）、
中
編
（
六
章
半
ば
か
ら
八
章
ま
で
）、
後

編
（
九
章
か
ら
十
三
章
ま
で
）
に
区
分
し
て
い
る（

4
（

。
そ
れ
ぞ
れ
〈
洪
作
と
増
田
、

小
林
の
交
友
〉、〈
洪
作
の
湯
ヶ
島
帰
省
〉、〈
洪
作
と
金
枝
、
藤
尾
、
木
部
、
餅

田
の
交
友
〉
が
物
語
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
適
切
な
見
解
と
言
え
る
。

た
だ
し
一
章
は
夏
休
み
の
水
泳
講
習
会
を
舞
台
に
洪
作
と
金
枝
ら
の
出
会
い
を
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自
由
奔
放
さ
、
ユ
ニ
ー
ク
な
ま
で
の
明
朗
さ
に
お
い
て
、
上
級
生
た
ち
が
大
人

に
見
え
た
の
で
あ
る
。
上
級
生
た
ち
が
時
に
示
す
文
学
へ
の
関
心
も
、
学
校
の

勉
強
と
は
異
な
る
世
界
を
洪
作
に
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
洪
作
は
物
語
の
当
初
か
ら
成
績
を
下
降
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。だ
が
、

そ
れ
で
も
増
田
、
小
林
と
親
し
ん
で
い
た
時
点
で
は
成
績
を
気
に
留
め
、
回
復

さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
た
。
そ
の
洪
作
が
上
級
生
グ
ル
ー
プ
と
関
係
す
る
よ
う

に
な
る
と
、
成
績
は
下
か
ら
数
え
た
方
が
早
い
く
ら
い
ま
で
下
降
し
、
喫
煙
も

試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
両
親
は
洪
作
を
寺
へ
下
宿
さ
せ
よ
う
と

す
る
が
、
洪
作
は
送
ら
れ
て
き
た
寺
へ
の
引
っ
越
し
資
金
を
使
っ
て
金
枝
、
藤

尾
、
木
部
、
餅
田
と
西
伊
豆
の
旅
へ
出
か
け
て
い
く
。

す
な
わ
ち
洪
作
は
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
影
響
に
よ
り
、
自
ら
も
自
由
奔
放
に

振
る
舞
い
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
洪
作
は
〈
親
、
教
師
に
素
直
に
従
う
受
動

的
な
生
〉
か
ら
〈
自
ら
の
意
志
を
持
ち
始
め
た
能
動
的
な
生
〉
へ
移
行
し
て
お

り
、
そ
の
変
化
を
少
年
期
か
ら
思
春
期
へ
の
脱
皮
と
捉
え
て
も
間
違
い
で
は
な

い
。
大
き
な
括
り
に
お
い
て
は
自
我
の
目
覚
め
、
洪
作
の
一
つ
の
「
青
春
の
目

覚
め
」
だ
と
言
い
得
る
。
そ
し
て
上
級
生
た
ち
の
文
学
好
き
と
い
う
設
定
を
そ

の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
そ
こ
に
は
洪
作
が
や
が
て
文
学
に
目
覚
め
て
い
く
気
配

も
そ
れ
な
り
に
表
さ
れ
て
い
よ
う
。

し
か
し
上
級
生
た
ち
を
増
田
、
小
林
と
比
べ
て
「
大
人
」
と
見
做
し
て
い
る

の
は
、
あ
く
ま
で
洪
作
で
あ
る
。
親
、
教
師
を
初
め
と
す
る
年
長
者
の
立
場
か

ら
捉
え
れ
ば
、
洪
作
が
考
え
る
ほ
ど
大
人
で
は
な
か
ろ
う
。
先
行
論
に
指
摘
さ

洪
作
が
ひ
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
作
者
は
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
す
べ
て
は
こ
と

ば
だ
け
で
、
実
際
に
あ
ら
わ
れ
る
文
学
青
年
群
像
は
、
奇
矯
を
て
ら
う
、
未
熟

な
遊
び
人
た
ち
に
す
ぎ
な
い
」
と
論
ず
る
。「
夏
草
冬
濤
」
の
後
編
は
「
低
俗

読
物
の
そ
れ
に
ち
か
」
く
、「
ほ
と
ん
ど
読
む
に
堪
え
な
い
思
い
が
強
い
」
と

酷
評
し
て
い
る（

7
（

。

大
里
恭
三
郎
も
同
じ
交
友
関
係
に
つ
い
て
、「
す
ぐ
腹
が
減
り
、
何
か
と
い

う
と
す
ぐ
取
っ
組
み
合
い
を
す
る
無
類
に
陽
気
な
青
春
群
像
」
に
見
え
る
と
分

析
し
、
そ
れ
故
に
物
語
の
後
編
は
「
中
間
小
説
と
い
っ
た
印
象
」
だ
と
、
や
は

り
否
定
的
に
評
し
て
い
る（

（
（

。

洪
作
と
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
交
友
関
係
、
そ
の
中
で
の
洪
作
の
変
化
の
内
実

に
つ
い
て
、
少
し
具
体
的
に
確
か
め
て
み
た
い
。

上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
中
で
も
、
例
え
ば
藤
尾
は
教
師
の
物
真
似
を
級
友
た
ち

の
前
で
披
露
し
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
木
部
は
時
々
大
声
で
叫
び
仲
間
た
ち

を
驚
か
せ
て
い
る
。金
枝
、餅
田
も
含
め
た
彼
ら
は
学
校
か
ら
禁
ぜ
ら
れ
た
ラ
ー

メ
ン
店
で
の
飲
食
を
繰
り
返
し
、
洪
作
も
誘
わ
れ
て
同
席
す
る
よ
う
に
な
る
。

洪
作
は
そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
比
し
て
、
増
田
、
小
林
は
「
す
る
こ
と
為
す
こ
と

常
識
的
」
だ
と
評
し
、「
勉
強
、
勉
強
と
、
勉
強
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
く
せ
、
そ
れ
ほ
ど
で
き
は
し
な
い
」
と
考
え
て
い
る
。

藤
尾
、
木
部
ら
上
級
生
は
教
師
を
恐
れ
ず
、
学
校
の
規
則
な
ど
気
に
も
留
め

て
い
な
い
。
対
し
て
増
田
、
小
林
の
二
人
は
、
親
や
教
師
の
教
え
か
ら
は
み
出

さ
ず
、
大
人
し
く
勉
強
し
て
い
る
。
洪
作
に
は
自
身
と
増
田
、
小
林
が
持
た
ぬ
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そ
の
助
言
に
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
か
の
よ
う
に
納
得
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
洪
作

は
上
級
生
た
ち
か
ら
、
重
い
話
題
に
は
む
し
ろ
目
を
背
け
る
方
法
を
教
え
ら
れ

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
自
身
の
未
来
に
向
け
た
姿
勢
に
限
っ
て
言
え
ば
、

洪
作
と
増
田
、
小
林
の
関
係
の
方
が
洪
作
と
上
級
生
た
ち
の
そ
れ
よ
り
も
「
大

人
」
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
り
、
上
級
生
た
ち
の
影
響
に
よ
っ
て
洪
作

は
む
し
ろ
後
退
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
夏
草
冬
濤
」
を
洪
作
の
「
成
長
」、「
青
春
の
目
覚
め
」
の
物
語
と

捉
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で
洪
作
の
視
点
に
立
っ
た
解
釈
と
言
え
る
。
親
、
教
師

の
立
場
か
ら
捉
え
た
場
合
に
は
、思
春
期
と
言
っ
て
も
底
の
浅
い
段
階
で
あ
り
、

洪
作
は
せ
い
ぜ
い
反
抗
期
に
突
入
し
た
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
夏
草
冬

濤
」
の
後
編
が
通
俗
化
、
中
間
小
説
化
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、
こ
の
洪
作

の
視
点
に
対
し
て
年
長
者
が
抱
く
違
和
感
か
ら
生
じ
て
い
よ
う
。

洪
作
は
上
級
生
た
ち
に
「
き
ら
き
ら
し
た
も
の
」
を
感
じ
、
そ
の
影
響
下
に

あ
る
自
分
を
「
き
ら
き
ら
し
た
も
の
を
採
集
に
で
も
き
た
探
検
隊
の
一
員
」
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
。
洪
作
と
同
世
代
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
洪
作
に

も
あ
る
程
度
同
化
で
き
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て
楽
し
め
る
か
も
し
れ

な
い
。
実
際
、「
夏
草
冬
濤
」
は
明
る
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
小
説
と
し
て
一
部
か

ら
評
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
年
長
の
読
者
か
ら
見
れ
ば
、
か
く
な
る
心
情
は
到

底
納
得
で
き
ず
、
不
快
に
さ
え
思
え
て
し
ま
う
。
未
熟
な
上
級
生
を
手
放
し
で

礼
賛
し
、
彼
ら
と
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
関
係
を
無
自
覚
な
ま
ま
楽
し
ん
で
い
る

よ
う
に
し
か
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

れ
て
い
る
通
り
、
上
級
生
た
ち
は
「
無
類
に
陽
気
」
で
あ
る
ば
か
り
で
、「
奇

矯
を
て
ら
う
、
未
熟
な
遊
び
人
た
ち
に
す
ぎ
な
い
」。
な
る
ほ
ど
上
級
生
た
ち

は
時
に
短
歌
や
詩
を
口
ず
さ
ん
だ
り
す
る
が
、
仲
間
同
士
で
心
の
悩
み
を
打
ち

明
け
合
っ
た
り
す
る
場
面
は
な
く
、
そ
の
分
文
学
へ
の
関
心
も
表
層
的
に
思
え

る
。
要
す
る
に
上
級
生
た
ち
は
自
由
を
知
る
だ
け
で
、
実
際
の
「
大
人
」
の
行

動
、
自
立
し
て
生
き
て
い
く
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
は
理
解
が
及
ん
で
い
な

い
。
洪
作
は
彼
ら
の
影
響
を
受
け
、
彼
ら
の
ご
と
き
風
貌
を
呈
し
始
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
当
時
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
中
学
生
と
す
れ
ば
、
己
が
置
か
れ
た
立
場

を
見
失
っ
た
か
の
よ
う
な
変
貌
と
言
え
、
本
格
的
な
「
成
長
」
を
遂
げ
た
の
で

は
決
し
て
な
い
。

例
え
ば
洪
作
は
前
編
で
増
田
、
小
林
と
将
来
を
語
り
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
弁
護

士
に
な
り
た
い
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
農
園
で
働
き
た
い
と
い
う
目
標
を
抱

い
て
い
る
二
人
に
対
し
て
、
何
も
定
ま
っ
て
い
な
い
自
分
に
不
安
を
感
じ
て
い

た
。
中
編
で
湯
ヶ
島
に
帰
省
し
た
際
に
は
、代
々
医
師
の
家
系
の
長
男
と
し
て
、

自
分
は
医
師
に
な
る
べ
き
運
命
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
て
い
る
。
し

か
し
後
編
に
入
っ
て
上
級
生
た
ち
と
仲
を
深
め
る
と
、
洪
作
は
自
分
の
将
来
に

つ
い
て
思
案
す
る
様
子
を
見
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
三
年
生
の
最
後
に
成
績

を
大
幅
に
下
げ
た
時
な
ど
は
、
医
師
の
道
へ
進
む
不
安
を
上
級
生
た
ち
に
打
ち

明
け
、
将
来
に
つ
い
て
話
し
合
う
な
ど
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
洪
作
と

彼
ら
の
関
係
は
そ
の
よ
う
な
方
向
に
は
決
し
て
進
ま
な
い
。
洪
作
は
木
部
か
ら

「
ひ
と
か
ら
成
績
を
訊
か
れ
た
ら
、
ま
あ
、
ま
あ
、
だ
、
と
言
え
」
と
言
わ
れ
、
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い
た（

9
（

。
た
だ
し
、
軍
医
で
あ
る
父
は
浜
松
の
連
隊
で
な
く
遼
陽
の
駐
屯
地
に
赴

任
し
て
お
り
、
そ
の
時
点
か
ら
不
在
で
あ
っ
た
。
翌
年
に
な
っ
て
作
中
と
同
じ

く
父
は
台
北
へ
転
任
の
内
示
が
出（

（（
（

、井
上
靖
も
沼
津
中
学
校
へ
転
校
し
て
い
る
。

し
か
し
、
井
上
靖
は
洪
作
の
よ
う
に
転
校
と
同
時
に
家
族
の
下
を
離
れ
、
伯
母

の
家
に
下
宿
し
た
の
で
は
な
い
。
最
初
の
一
年
間
、
つ
ま
り
中
学
二
年
生
の
間

は
三
島
で
母
、
弟
妹
と
暮
ら
し
て
い
た
。
翌
年
の
中
学
三
年
時
に
は
母
、
弟
、

妹
波
満
子
が
台
北
の
父
の
下
へ
移
っ
て
い
る
も
の
の
、
靖
は
妹
静
子
と
と
も
に

同
じ
三
島
で
湯
ヶ
島
か
ら
出
て
き
た
祖
父
母
と
生
活
し
て
い
た
。
中
学
四
年
に

進
級
す
る
に
至
っ
て
妹
静
子
も
台
北
へ
移
り
、
祖
父
母
は
湯
ヶ
島
へ
帰
っ
た
た

め
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
靖
は
三
島
の
伯
母
へ
預
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
靖

が
沼
津
の
寺
、
妙
覚
寺
へ
預
け
ら
れ
た
の
は
そ
の
翌
年
、
作
中
よ
り
一
年
遅
い

五
年
生
に
進
級
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
井
上
靖
は
中
学
五
年
間
、
父
と
は
完
全
に
離
れ
て
い
た
も
の
の
、
中

学
一
、二
年
時
は
母
、
三
年
時
は
祖
父
母
と
い
う
、
直
系
の
親
族
の
監
督
下
で

生
活
し
て
い
た
。
妙
覚
寺
へ
預
け
ら
れ
た
の
も
実
際
は
五
年
時
で
あ
る
か
ら
、

井
上
靖
が
伯
母
の
家
よ
り
通
学
し
た
の
は
一
年
間
の
み
で
あ
っ
た
。
父
母
も
祖

父
母
も
身
近
に
い
な
い
、
こ
の
伯
母
の
家
で
の
下
宿
期
間
を
作
中
は
拡
大
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。「
夏
草
冬
濤
」に
祖
父
文
太
は
少
し
だ
け
登
場
す
る
も
の
の
、

母
七
重
と
父
は
話
題
に
上
る
だ
け
で
、
具
体
的
に
登
場
す
る
場
面
は
全
く
な
い

こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

井
上
靖
は
中
学
時
代
の
家
族
と
の
思
い
出
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て

し
か
し
、
こ
の
洪
作
と
年
長
者
の
間
に
置
か
れ
た
、
い
わ
ば
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ

い
て
は
、
作
者
と
し
て
は
実
は
計
算
済
み
で
、
む
し
ろ
意
図
し
た
表
現
で
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
後
編
で
は
上
級
生
グ
ル
ー
プ
か
ら
影
響
を
受
け
、
親
、
教

師
か
ら
見
れ
ば
好
ま
し
く
な
い
方
向
へ
変
化
し
て
い
く
洪
作
を
敢
え
て
描
い
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
の
こ
と
を
よ
り
精
確
に
理
解
す
る
た
め
に
も
、

次
に
は
自
伝
的
小
説
で
あ
る
「
夏
草
冬
濤
」
の
事
実
関
係
を
確
か
め
て
お
き

た
い
。

二

先
に
も
触
れ
た
通
り
「
洪
作
は
一
年
生
の
間
を
浜
松
中
学
で
送
り
、
二
年
の

初
め
に
沼
津
中
学
へ
転
校
し
て
来
た
」。「
洪
作
が
浜
松
中
学
か
ら
沼
津
中
学

へ
転
校
し
た
の
は
、
軍
医
だ
っ
た
父
が
、
浜
松
の
連
隊
か
ら
台
北
の
師
団
へ
転

任
す
る
こ
と
に
な
り
、
母
や
弟
妹
は
父
と
一
緒
に
台
北
へ
行
っ
た
が
、
洪
作
だ

け
は
同
じ
静
岡
県
で
も
郷
里
に
近
い
沼
津
の
中
学
へ
と
転
校
し
、
三
島
の
伯
母

の
家
か
ら
そ
こ
へ
通
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
」。
洪
作
は
中
学
四
年
時

五
月
に
設
定
さ
れ
た
物
語
末
尾
で
伯
母
の
家
を
出
て
沼
津
の
寺
、
妙
高
寺
に
預

け
ら
れ
て
い
る
。
洪
作
は
伯
母
の
下
で
二
年
余
の
間
、
中
学
生
活
を
送
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
事
実
を
素
材
に
し
た
設
定
で
あ
り
つ
つ
も
、
決
し
て
事
実
そ
の
ま

ま
で
な
く
、
幾
分
か
の
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

井
上
靖
は
実
際
に
一
年
生
の
間
を
家
族
と
同
居
し
、
浜
松
中
学
校
へ
通
っ
て
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て
い
る（

（（
（

。
作
中
で
は
洪
作
が
増
田
、
小
林
と
絶
交
し
て
い
る
が
、
実
際
は
転
校

と
い
う
や
む
を
得
ぬ
別
離
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

金
枝
、
藤
尾
、
木
部
、
餅
田
の
上
級
生
グ
ル
ー
プ
四
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
金
井

廣
、
藤
井
壽
雄
、
岐
部
豪
治
、
望
月
録
郎（

（（
（

と
い
う
実
在
の
人
物
を
モ
デ
ル
と
し

て
い
る（

（（
（

。
井
上
靖
は
沼
津
中
学
校
時
代
に
彼
ら
と
実
際
に
深
い
関
係
を
持
ち
、

西
伊
豆
の
旅
に
出
か
け
、
彼
ら
か
ら
文
学
的
な
影
響
を
受
け
た
と
多
く
の
エ
ッ

セ
イ
で
回
想
し
て
い
る（

（（
（

。
彼
ら
は
も
と
も
と
井
上
靖
よ
り
一
学
年
上
級
で
あ
っ

た
が
、
藤
井
、
金
井
の
二
人
が
病
に
よ
る
留
年
を
し
た
た
め
、
靖
が
四
年
時
よ

り
同
級
生
と
な
り
、
上
級
の
ま
ま
で
あ
っ
た
岐
部
、
望
月
も
併
せ
て
靖
と
親
し

く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
作
中
で
は
藤
尾
の
み
留
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
は
金
枝
の
モ
デ
ル
で
あ
る
金
井
も
留
年
し
て
い
た
。藤
尾
の
み
留
年
と
し
、

金
枝
を
留
年
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
後
者
を
級
長
と
し
て
描
い
て
お
り
、
そ
の

設
定
と
イ
メ
ー
ジ
が
合
わ
な
く
な
る
の
を
避
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も

モ
デ
ル
の
金
井
も
留
年
生
で
あ
り
な
が
ら
級
長
を
務
め
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
井
上
靖
と
金
井
ら
四
人
の
交
友
が
、
靖
の
四
年
時
か
ら
、
つ
ま

り
両
親
、
祖
父
母
の
監
督
か
ら
離
れ
、
伯
母
の
も
と
で
下
宿
生
活
を
始
め
た
丁

度
そ
の
時
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
井
上
靖
に
と
っ
て
彼

ら
と
の
関
係
は
、
厳
し
い
監
督
者
不
在
の
下
で
始
ま
り
、
そ
の
中
で
為
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
井
上
靖
の
中
学
校
時
代
の
学
業
成
績
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
浜
松

中
に
在
籍
し
て
い
た
一
年
時
は
学
年
全
体
百
八
十
名
の
中
で
四
番
で
あ
っ
た
。

い
る（

（（
（

。
そ
う
し
た
私
の
少
年
時
代
で
最
も
大
き
い
出
来
事
は
、
中
学
の
四
年
と

五
年
の
夏
季
休
暇
に
、
家
族
の
者
が
住
ん
で
い
る
台
北
へ
行
っ
た
こ
と
で

あ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
台
湾
で
家
族
の
者
た
ち
と
二
、三
週
間
一
緒
に
生

活
し
、
上
級
学
校
へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
ま
で
も
漠
然

と
は
感
じ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
時
初
め
て
意
識
し
て
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
自
分
の
前
に
突
き
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
障
壁
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
思
い
だ
っ
た
。

井
上
靖
は
中
学
時
代
、
父
母
両
方
と
離
れ
て
暮
ら
し
た
期
間
に
お
い
て
も
、

夏
休
み
中
は
と
も
に
生
活
し
て
い
た
。
そ
の
休
暇
中
に
限
っ
て
は
「
上
級
学
校

へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
」、
つ
ま
り
自
ら
の
進
路
に
つ
い
て
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
い
わ
ば
父
母
に
よ
る
厳
し
い
説
諭
の
時
間
を
持
た
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
作
中
で
は
父
母
不
在
の
た
め
、
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。

洪
作
の
友
人
た
ち
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
確
か
め
て
お
き
た
い
。

増
田
、
小
林
の
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
増
田
潔
、
小
林
太
郎
と
い
う
同
姓
の
モ

デ
ル
が
存
在
す
る
。
井
上
靖
は
二
年
時
よ
り
浜
松
中
か
ら
沼
津
中
へ
転
入
し
て

彼
ら
と
知
り
合
い
、
作
中
と
同
じ
く
三
島
か
ら
沼
津
ま
で
一
緒
に
徒
歩
通
学
し

て
い
た（

（（
（

。
し
か
し
、
増
田
潔
は
三
年
生
へ
進
級
す
る
と
同
時
に
井
上
靖
と
は
逆

に
浜
松
中
へ
転
校
し
、
小
林
太
郎
も
三
年
時
の
九
月
に
広
島
県
福
山
中
学
校
へ

転
校
し
た
た
め
、
彼
ら
と
の
友
人
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
一
年
と
一
年
半
で
終
わ
っ



— 5（ —

三

例
え
ば
洪
作
は
下
宿
先
で
、
伯
母
む
め
と
そ
の
息
子
俊
記
の
や
り
取
り
を
目

に
し
て
「
親
猫
が
子
猫
に
じ
ゃ
れ
て
い
る
よ
う
な
、そ
ん
な
甘
い
平
和
な
も
の
」

を
感
ず
る
。
二
人
の
間
に
は
「
割
り
込
ん
で
い
け
ぬ
も
の
」
が
あ
る
と
も
考
え

て
い
る
。
藤
尾
の
家
へ
初
め
て
訪
問
し
た
場
面
で
は
、
藤
尾
の
姉
が
「
カ
ス
テ

ラ
と
紅
茶
を
持
っ
て
き
た
」
の
を
見
て
、
洪
作
は
「
家
庭
と
い
う
も
の
は
、
い

い
な
」「
友
達
が
来
る
と
、
こ
う
し
て
お
菓
子
を
だ
し
て
く
れ
る
」
と
思
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
洪
作
は
同
級
生
の
磯
村
か
ら
夕
食
に
招
待
さ
れ
、
磯
村
の
母
、

姉
か
ら
も
温
か
く
饗
応
さ
れ
た
後
、
帰
り
道
で
「
ふ
い
に
淋
し
さ
に
襲
わ
れ
」

て
い
る
。

両
親
と
離
れ
て
い
る
洪
作
は
家
庭
の
温
か
さ
を
羨
み
、
自
ら
の
境
遇
に
淋
し

さ
、
孤
独
感
を
抱
い
て
い
た
。
当
然
で
あ
る
が
、
洪
作
が
抱
え
た
心
情
と
し
て

押
さ
え
て
お
き
た
い
。

い
ま
少
し
細
か
く
「
夏
草
冬
濤
」
の
洪
作
像
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

例
え
ば
洪
作
は
い
つ
も
シ
ャ
ツ
を
着
な
い
で
裸
の
ま
ま
制
服
の
上
着
を
身
に

つ
け
、
そ
の
一
番
上
の
ボ
タ
ン
は
外
れ
て
い
る
。
靴
下
も
履
か
ず
、
真
っ
黒
な

足
を
そ
の
ま
ま
靴
に
入
れ
て
い
る
。
部
屋
の
片
付
け
を
す
れ
ば
、「
ペ
ン
先
、

ピ
ン
、
ク
リ
ッ
プ
、
清
涼
剤
の
小
型
容
器
、
イ
ン
キ
壜
の
蓋
」
な
ど
を
窓
か
ら

外
へ
放
り
出
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
洪
作
は
増
田
、
小
林
、
藤
尾
ら
親
し
い
友

人
と
し
ば
し
ば
取
っ
組
み
合
い
を
し
、
通
り
掛
か
っ
た
漁
村
の
青
年
に
も
立
ち

沼
津
中
に
転
校
し
て
以
降
、
二
年
時
は
百
一
名
中
十
三
番
、
三
年
時
は
九
十
四

名
中
二
十
一
番
、
四
年
時
は
九
十
名
中
五
十
三
番
、
五
年
時
は
七
十
六
名
中

四
十
七
番
と
な
っ
て
い
る（

（（
（

。
一
年
時
は
父
不
在
で
も
母
が
居
り
、
家
族
の
下
か

ら
通
学
し
て
い
た
故
の
好
成
績
と
言
え
る
。
二
、三
年
時
に
は
や
や
順
位
を
落

と
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
母
、
祖
父
母
の
監
督
が
あ
っ
た
た
め
に
何
と

か
上
位
二
割
前
後
に
収
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
四
年
時
よ
り
伯
母
の
家
に
下
宿

し
、
両
親
、
祖
父
母
と
も
不
在
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
金
井
、
藤
井
、
岐
部
、
望

月
と
の
出
会
い
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
四
年
時
の
大
幅
な
成
績
降
下
に
繋
が
っ

た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
夏
草
冬
濤
」
に
お
け
る
洪
作
の
学
業
成
績
は
、
右
の
ご
と
き
井
上
靖
の
中

学
五
年
間
の
足
跡
が
学
年
進
行
を
短
縮
し
た
上
で
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
成
績
を
下
降
さ
せ
て
い
く
そ
の
過
程
が
概
ね
一
致
し
て
お
り
、
特
に
後
編

に
描
か
れ
る
三
学
年
修
了
時
の
洪
作
の
大
幅
な
成
績
降
下
は
、
井
上
靖
の
四
年

時
の
そ
れ
を
原
因
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
映
し
出
し
た
感
が
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
井
上
靖
は
「
夏
草
冬
濤
」
の
創
作
に
お
い
て
、
自
身
の
中

学
校
時
代
の
中
で
も
家
族
、
両
親
か
ら
離
れ
て
い
た
事
実
を
よ
り
強
調
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
の
境
遇
下
で
の
重
要
な
出
来
事
と
し
て
、
金
井
ら
と
の
交
友

関
係
や
自
身
の
成
績
降
下
を
ほ
ぼ
事
実
に
沿
っ
て
取
り
上
げ
て
い
た
。
つ
ま
り

厳
し
い
監
督
者
が
不
在
と
な
っ
た
洪
作
の
姿
を
、
特
に
友
人
に
よ
る
影
響
を
絡

め
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
作
者
の
意
図
に
留
意
し
な
が
ら「
夏

草
冬
濤
」
の
本
文
を
改
め
て
読
み
直
し
て
み
た
い
。
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い
る
。
増
田
は
洪
作
が
「
最
も
親
の
愛
情
を
必
要
と
す
る
時
に
、
両
親
の
許
か

ら
離
れ
て
」
お
り
「
家
庭
の
愛
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
」
か
ら
「
君
が
勉
強

し
な
く
な
る
の
も
、
そ
り
ゃ
、
無
理
が
無
い
点
も
あ
る
」
と
同
情
し
て
い
る
。

も
う
一
点
、
後
編
で
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
と
な
っ
た
洪
作
に
対
し
て
、

金
枝
が
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

「
洪
作
は
孤
独
を
知
ら
な
い
な
（
中
略
）
本
当
は
お
前
が
一
番
孤
独
を
感

じ
て
い
い
環
境
に
あ
る
ん
だ
。
小
さ
い
時
か
ら
、
ず
っ
と
両
親
か
ら
離
れ

て
ひ
と
り
で
居
る
だ
ろ
う
。
だ
け
ど
、
お
前
は
孤
独
と
い
う
気
持
を
知
ら

ん
と
思
う
な
（
中
略
）
友
達
次
第
で
模
範
生
に
も
な
れ
る
し
、
不
良
に
も

な
れ
る
。」

前
編
の
二
つ
で
は
、
と
も
に
洪
作
が
「
伯
母
の
手
に
負
え
な
く
な
」
っ
て

い
る
と
述
べ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
伯
母
へ
の
批
判
で
な
く
、
ど
ち
ら
も
両
親
に

よ
る
厳
し
い
監
督
の
必
要
性
を
遠
回
し
に
訴
え
た
台
詞
と
言
え
よ
う
。
洪
作
は

上
級
生
グ
ル
ー
プ
と
の
交
友
を
始
め
る
以
前
か
ら
、
少
し
ず
つ
成
績
を
下
げ
、

素
行
を
悪
化
さ
せ
る
な
ど
、「
だ
ん
だ
ん
悪
く
な
」
っ
て
い
た
。
両
親
の
下
を

離
れ
て
い
る
の
が
原
因
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、〈
顔

な
じ
み
の
旅
館
の
女
中
〉
と
〈
祖
父
の
文
太
〉
と
い
う
、
親
、
教
師
と
同
じ
年

長
者
の
立
場
か
ら
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

後
編
の
増
田
の
台
詞
は
、
こ
れ
ら
前
編
の
二
つ
の
台
詞
で
表
し
た
と
こ
ろ
を

よ
り
深
く
踏
み
込
ん
で
説
明
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
親
の
愛
情
」「
家
庭
の

愛
」
に
対
す
る
洪
作
の
飢
餓
感
を
捉
え
て
い
る
。
既
に
上
級
生
グ
ル
ー
プ
と
関

向
か
っ
て
い
く
な
ど
、
何
か
と
腕
力
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
旧
制
中
学
生
で
あ
る
洪
作
の
バ
ン
カ
ラ
ぶ
り
を
表
現
し
て
い
る
と

も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
る
ま
い
。
両
親
が
、
特
に
母

が
不
在
で
あ
る
中
学
生
に
あ
り
が
ち
な
姿
を
そ
こ
か
ら
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

毎
日
母
の
目
に
触
れ
て
い
れ
ば
、
服
装
の
乱
れ
や
粗
暴
な
振
る
舞
い
は
厳
し
く

注
意
さ
れ
、
正
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
洪
作
は
母
の
目
が
届
か
な
い
が

故
に
、
言
動
、
身
な
り
が
粗
雑
に
な
っ
て
い
る
中
学
生
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

な
お
湯
ヶ
島
で
初
詣
に
出
か
け
た
場
面
で
洪
作
は
、「
お
母
さ
ん
が
長
生
き

を
し
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
っ
て
い
る
。
い
つ
も
母
と
離
れ
て
い
る
だ
け
に
、
母

を
恋
し
く
思
う
気
持
は
人
一
倍
強
く
、
だ
か
ら
こ
そ
孤
独
感
も
抱
え
て
い
た
と

言
え
よ
う
。

洪
作
に
向
け
ら
れ
た
以
下
の
四
つ
の
台
詞
に
も
注
目
し
た
い
。

ま
ず
前
編
で
成
績
の
下
が
っ
た
洪
作
が
増
田
と
一
緒
に
夜
遅
く
ま
で
家
へ
帰

ら
ず
、
周
囲
を
心
配
さ
せ
た
場
面
。
洪
作
は
近
所
で
顔
な
じ
み
の
旅
館
の
女
中

か
ら
「
こ
の
子
、
だ
ん
だ
ん
悪
く
な
る
（
中
略
）
も
う
、
伯
母
さ
ん
の
手
に
負

え
な
い
」「
わ
た
し
で
も
伯
母
さ
ん
で
も
だ
め
」
と
叱
責
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
こ
れ
も
前
編
に
て
洪
作
を
寺
へ
預
け
る
相
談
を
す
る
場
面
。
洪
作
は

祖
父
の
文
太
か
ら
「
だ
ん
だ
ん
お
前
は
悪
い
子
に
な
る
。
鞄
は
失
く
す
し
、
成

績
は
下
が
る
し
、
伯
母
さ
ん
の
手
に
負
え
な
く
な
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
後
編
に
入
っ
て
、
大
幅
に
成
績
を
下
げ
た
洪
作
へ
増
田
が
忠
告
し
て



— 5（ —

し
い
監
督
者
が
い
な
い
た
め
に
年
長
者
か
ら
見
れ
ば
悪
い
方
向
へ
と
変
化
し
て

い
る
。
そ
し
て
後
編
に
お
け
る
上
級
生
グ
ル
ー
プ
と
の
交
友
は
、
そ
の
洪
作
像

の
変
化
の
中
で
も
、
最
も
大
き
く
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
出
来
事
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

井
上
靖
は
自
ら
の
中
学
校
生
活
の
中
で
も
両
親
と
離
れ
て
い
た
期
間
を
回
想

し
て
、「
い
ま
思
う
と
、
多
少
野
良
犬
の
感
が
な
い
で
は
な
い
。
監
督
者
が
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
怖
い
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
発
言
も
踏
ま

え
れ
ば
、「
夏
草
冬
濤
」
は
思
春
期
突
入
の
前
後
に
あ
る
中
学
生
が
両
親
か
ら

離
れ
て
暮
ら
す
中
で
大
き
く
変
化
し
て
い
く
様
子
を
主
要
モ
チ
ー
フ
に
描
い
た

小
説
と
見
做
せ
よ
う
。

父
母
が
不
在
で
あ
れ
ば
言
動
は
粗
雑
に
な
り
、
孤
独
感
を
抱
く
故
に
友
人
に

惹
か
れ
、
友
人
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
。
親
、
教
師
か
ら
見
れ
ば
、

好
ま
し
か
ら
ざ
る
友
人
ほ
ど
魅
力
を
感
じ
、
仲
間
に
加
わ
っ
て
み
せ
る
。
そ
の

友
人
関
係
の
中
で
成
績
や
将
来
の
進
路
な
ど
重
い
話
題
は
避
け
、
ひ
た
す
ら
自

由
奔
放
に
楽
し
く
振
る
舞
っ
て
い
く
。
年
長
者
に
は
成
長
と
思
え
な
い
、
む
し

ろ
悪
化
と
お
ぼ
し
き
変
化
で
あ
る
が
、
本
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
自
ら
の
青
春
、

大
人
へ
の
第
一
歩
と
自
覚
さ
れ
る
。
井
上
靖
は
洪
作
の
姿
を
通
し
て
、
そ
の
よ

う
な
一
つ
の
変
貌
の
過
程
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

洪
作
と
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
交
友
関
係
が
通
俗
的
な
印
象
を
与
え
る
と
の
批

係
を
深
め
て
い
た
洪
作
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
洪
作
が
彼
ら
に
近
づ
い
て
行
っ

た
理
由
も
こ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
増
田
は
洪
作
の
同
級
生
で
あ
り
な
が
ら

も
、
洪
作
に
「
常
識
的
」
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
親
、
教
師
に
準
じ
た

立
場
か
ら
こ
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
上
げ
た
金
枝
の
言
葉
は
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
目
に
映
っ
た
洪
作
の
姿

を
語
り
、
上
記
の
三
つ
の
台
詞
か
ら
は
見
え
に
く
い
洪
作
の
心
の
裡
を
明
か
し

て
い
る
。
一
見
す
る
と
金
枝
は
洪
作
の
孤
独
感
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
が
、
金
枝
の
無
理
解
で
な
く
、
洪
作
は
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
前
に
居
る
限
り

孤
独
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
洪
作
は
両
親
不
在
に
よ
る
孤
独
を

忘
れ
た
く
て
上
級
生
グ
ル
ー
プ
に
近
づ
き
、
彼
ら
が
持
つ
自
由
で
明
る
い
空
気

に
包
ま
れ
な
が
ら
孤
独
を
癒
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
洪
作
は
「
友
達
次
第

で
模
範
生
に
も
な
れ
る
し
、
不
良
に
も
な
れ
る
」、
つ
ま
り
厳
し
い
監
督
者
が

い
な
い
た
め
に
周
囲
に
染
ま
り
や
す
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
も

し
両
親
が
近
く
に
い
れ
ば
、
や
や
不
良
が
か
っ
た
上
級
生
グ
ル
ー
プ
と
の
交
友

は
当
然
反
対
さ
れ
、
仲
間
に
入
る
の
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
父
母

か
ら
干
渉
さ
れ
ず
に
済
む
洪
作
は
上
級
生
た
ち
に
接
近
で
き
、
直
ち
に
彼
ら
に

染
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
洪
作
は
金
枝
に
「
冗
談
じ
ゃ
な
い
よ
。
俺
だ
っ

て
、
孤
独
ぐ
ら
い
知
っ
て
る
」
と
反
論
し
つ
つ
も
、「
ま
あ
自
分
に
は
そ
う
し

た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
」
い
直
し
、
納
得
し
た
様
子
を
見
せ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
洪
作
は
両
親
の
下
を
離
れ
て
い
る
が
故
の
孤
独
感
を
抱
え
、
厳
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し
な
が
ら
も
、
ご
く
稀
に
顔
を
合
わ
せ
れ
ば
進
路
の
こ
と
な
ど
説
諭
し
て
い
た

母
。
井
上
靖
に
と
っ
て
「
夏
草
冬
濤
」
の
創
作
は
、
そ
の
よ
う
な
母
と
自
身
の

関
係
に
つ
い
て
見
詰
め
直
す
作
業
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

一
方
、
上
級
生
グ
ル
ー
プ
は
先
述
の
ご
と
く
、
親
、
教
師
に
は
大
人
と
思
え

な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
つ
つ
も
、
洪
作
に
は
そ
れ
が
「
大
人
」
に
見
え
て
い

る
。
そ
の
捉
え
方
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
っ
て
監
督
者
の
い
な
い
洪
作
の
内
面
を
露

わ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
上
級
生
グ
ル
ー
プ
が
常
に
洪
作
の
視
点
か

ら
評
価
さ
れ
、
表
面
上
は
上
級
生
グ
ル
ー
プ
礼
賛
に
終
始
し
て
い
る
結
果
と
し

て
、
彼
ら
に
対
す
る
客
観
的
な
評
価
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に

注
意
し
た
い
。
同
級
生
の
増
田
、
小
林
が
上
級
生
グ
ル
ー
プ
を
「
不
良
」
と
批

判
し
、
美
術
教
師
の
眉
田
が
教
室
を
抜
け
出
し
昼
寝
し
て
い
た
木
部
、
藤
尾
、

餅
田
の
三
人
に
向
か
っ
て
説
諭
す
る
場
面
な
ど
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も

結
局
は
洪
作
の
上
級
生
グ
ル
ー
プ
肯
定
に
繋
が
っ
て
い
る
。
伯
母
、
祖
父
が
洪

作
の
母
を
批
判
し
て
み
せ
た
よ
う
に
、
洪
作
以
外
の
第
三
者
、
特
に
年
長
者
か

ら
見
た
厳
し
い
上
級
生
批
判
が
ど
こ
か
で
為
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。上

級
生
グ
ル
ー
プ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
金
井
、
藤
井
、
岐
部
、
望
月
は
、
作
中

に
描
い
た
ご
と
く
井
上
靖
の
成
績
を
大
き
く
降
下
さ
せ
、
し
か
し
父
母
不
在
に

よ
る
孤
独
感
を
癒
し
て
く
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
井
上
靖
は
彼
ら
と
交
友
し
て

い
た
中
学
校
時
代
の
自
分
に
危
う
さ
を
感
じ
つ
つ
も
、
彼
ら
に
対
し
て
む
し
ろ

感
謝
の
念
を
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
モ
デ
ル
四
名
の
う
ち
、
早
世
し

判
は
必
ず
し
も
否
定
で
き
な
い
。
若
い
読
者
に
向
け
た
青
春
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ

ン
ト
小
説
の
ご
と
き
趣
が
あ
る
。
し
か
し
「
夏
草
冬
濤
」
の
モ
チ
ー
フ
を
上
記

の
ご
と
く
捉
え
直
せ
ば
、
年
長
者
が
こ
の
小
説
に
抱
か
さ
れ
る
違
和
感
も
作
者

の
意
図
し
た
結
果
と
し
て
見
え
て
こ
よ
う
。特
に
後
編
の
洪
作
像
に
対
し
て
親
、

教
師
の
ご
と
き
立
場
か
ら
心
配
さ
せ
、
や
き
も
き
し
た
気
分
を
抱
か
せ
る
こ
と

も
狙
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。

井
上
靖
は
「
し
ろ
ば
ん
ば
」
で
血
縁
関
係
の
な
い
お
ぬ
い
婆
さ
ん
と
の
生
活

を
中
心
に
据
え
な
が
ら
も
、
洪
作
の
少
年
期
ら
し
い
真
っ
直
ぐ
で
健
全
な
成
長

を
主
に
描
い
た（

（（
（

。
対
し
て
「
夏
草
冬
濤
」
で
は
洪
作
が
友
人
か
ら
受
け
る
影
響

に
託
し
て
、
監
督
者
不
在
の
危
う
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
親

子
関
係
を
直
接
的
で
な
く
、
友
人
関
係
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
稀
有
な
小
説

と
言
え
よ
う
。

最
後
に
洪
作
の
母
と
上
級
生
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
表
現
か
ら
垣
間
見
え
る
井

上
靖
の
創
作
姿
勢
に
つ
い
て
補
っ
て
お
き
た
い
。

洪
作
の
成
績
降
下
に
関
連
し
て
、
伯
母
は
「
あ
ん
た
と
こ
の
お
母
さ
ん
、
み

ん
な
こ
の
伯
母
さ
ん
が
悪
い
と
言
う
に
決
っ
て
る
」
と
言
い
、
祖
父
も
「
自
分

は
遠
く
に
離
れ
て
い
て
、自
分
の
子
供
の
近
く
に
居
る
者
を
叱
る
」
と
口
に
し
、

と
も
に
息
子
の
面
倒
を
自
分
で
見
な
い
洪
作
の
母
へ
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、
自
身
の
母
に
対
す
る
井
上
靖
の
や
や
批
判
的
な
見
解
が

表
れ
て
い
よ
う
。
作
中
ほ
ど
長
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
あ
る
期
間
、

中
学
生
の
息
子
と
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
母
。
そ
の
間
、
息
子
を
他
人
任
せ
に
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上
の
ほ
か
、
新
潮
文
庫
版
『
夏
草
冬
濤
（
下
）』（
平
成
二
十
五
年
一
月
、
二
十
九
刷

改
版
）
の
背
表
紙
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
紹
介
文
が
見
ら
れ
る
。「
陽
の
光
輝
く
海
辺

の
町
を
舞
台
に
、
洪
作
少
年
が
い
か
に
し
て
青
春
に
目
覚
め
て
い
っ
た
か
を
ユ
ー
モ

ア
を
交
え
て
爽
や
か
に
描
き
出
す
。『
し
ろ
ば
ん
ば
』
に
続
く
自
伝
長
編
。」

（
（
）
磯
貝
英
夫
「
井
上
靖
と
私
小
説
」（
昭
和
五
十
年
三
月
『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研

究
』）、
大
里
恭
三
郎
「『
夏
草
冬
濤
』
論
―
詩
の
存
亡
―
」〈
注（
（
）
前
出
〉

（
4
）
大
里
恭
三
郎
「『
夏
草
冬
濤
』
論
―
詩
の
存
亡
―
」〈
注（
（
）
前
出
〉

（
5
）
中
編
に
お
け
る
洪
作
の
湯
ヶ
島
帰
省
は
、
洪
作
を
湯
ヶ
島
に
立
た
せ
る
こ
と
で
「
し

ろ
ば
ん
ば
」
の
世
界
を
再
現
し
、
同
作
の
愛
読
者
へ
向
け
て
サ
ー
ビ
ス
す
る
狙
い
も

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
6
）
岡
田
英
雄
は
「『
夏
草
冬
濤
』
と
『
北
の
海
』」〈
注（
（
）
前
出
〉
で
以
下
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。「『
夏
草
冬
濤
』
で
は
六
、七
、八
章
を
湯
ヶ
島
帰
省
と
そ
の
生
活
叙
述

に
あ
て
て
い
る
。
こ
の
生
活
体
験
を
境
に
洪
作
は
小
林
、
増
田
ら
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
、

藤
尾
、金
枝
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。言
い
か
え
れ
ば
平
凡
な
、

そ
れ
だ
け
少
年
ら
し
い
思
考
、
感
覚
の
生
活
か
ら
脱
皮
し
て
、
大
人
び
た
、
そ
れ
だ

け
キ
ラ
キ
ラ
し
た
、
少
年
な
り
に
人
生
を
考
え
、
行
動
す
る
青
年
期
へ
と
移
行
す
る

の
で
あ
る
。」

（
7
）
磯
貝
英
夫
「
井
上
靖
と
私
小
説
」〈
注（
（
）
前
出
〉。
た
だ
し
磯
貝
は
「
夏
草
冬
濤
」

の
「
前
半
部
」
に
つ
い
て
は
、
洪
作
少
年
の
「
繊
細
な
感
受
性
」
の
表
現
に
お
い
て

評
価
し
て
い
る
。

（
（
）
大
里
恭
三
郎
「『
夏
草
冬
濤
』
論
―
詩
の
存
亡
―
」〈
注（
（
）
前
出
〉。
た
だ
し
大
里

は
「
夏
草
冬
濤
」
の
前
編
・
中
編
に
つ
い
て
は
、
作
者
の
「
詩
人
と
し
て
の
感
性
」

の
「
躍
動
」
に
お
い
て
評
価
し
て
い
る
。

（
9
）
以
下
の
事
実
関
係
は
、
藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』（
平
成
五
年
十
二
月
、

三
省
堂
）
に
拠
っ
た
。

（
（0
）
井
上
靖
の
父
隼
雄
は
台
北
衛
戍
病
院
長
へ
の
転
勤
の
内
示
を
靖
の
中
学
一
年
時
に
受

た
岐
部
を
除
い
た
三
名
は
「
夏
草
冬
濤
」
連
載
時
も
存
命
中
で
、
特
に
藤
井
、

金
井
の
二
人
と
井
上
靖
は
親
密
な
関
係
を
続
け
て
い
た（

（（
（

。「
夏
草
冬
濤
」
は
い

わ
ば
生
涯
の
友
人
と
の
出
会
い
を
取
り
上
げ
た
小
説
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
な
る
実
際
の
友
人
関
係
も
あ
っ
て
、
井
上
靖
は
上
級
生
グ
ル
ー
プ
を
描

く
に
際
し
て
、
モ
デ
ル
と
の
距
離
を
測
り
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
当
時
を
回
想
し
て
作
者
自
ら
楽
し
ん
で
書
き
進
め
て
し
ま
っ
た
側
面

も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
後
編
に
入
る
と
前
編
、
中
編
に
比
し
て
戯
画
的
な
会
話
体

が
多
く
目
に
つ
く
。
洪
作
の
視
点
か
ら
筆
に
酔
い
、
過
剰
な
ユ
ー
モ
ア
を
抑
制

し
き
れ
な
く
な
っ
た
結
果
と
言
え
る
。
後
編
が
通
俗
的
に
見
え
る
一
つ
の
要
因

と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

注（
（
）「
自
作
解
題
」（『
井
上
靖
小
説
全
集
第
二
十
六
巻 

夏
草
冬
濤
』
昭
和
四
十
八
年
五
月
、

新
潮
社
）

（
（
）
篠
田
一
士
「
平
凡
な
少
年
襲
う
春
の
嵐
・
『
し
ろ
ば
ん
ば
』
に
つ
づ
く
自
伝
小
説
・

井
上
靖
著
『
夏
草
冬
涛マ

マ

』」（
昭
和
四
十
一
年
七
月
九
日
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』）、
足
立

巻
一
「
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
自
伝
的
小
説
・
井
上
靖
著
『
夏
草
冬
濤
』」（
昭
和
四
十
一

年
七
月
九
日
『
読
売
新
聞
（
夕
刊
・
大
阪
版
）』）、
巌
谷
大
四
「
す
が
す
が
し
い
自
伝

も
の
・〝
夏
草
冬
濤
〟
＝
井
上
靖
」（
昭
和
四
十
一
年
八
月
二
十
日
『
鹿
児
島
新
報
』）、

三
枝
康
高
「
沼
津
中
学
校
と
『
夏
草
冬
濤
』」（『
井
上
靖
―
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
孤
独
―
』

昭
和
四
十
八
年
十
月
、
有
信
堂
）、
岡
田
英
雄
「『
夏
草
冬
濤
』
と
『
北
の
海
』」（『
近

代
作
家
の
表
現
研
究
』
昭
和
五
十
九
年
十
月
、双
文
社
）、大
里
恭
三
郎
「『
夏
草
冬
濤
』

論
―
詩
の
存
亡
―
」（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』）
な
ど
。
以
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た
。

（
（5
）
以
下
の
上
級
生
グ
ル
ー
プ
の
モ
デ
ル
に
関
わ
る
考
察
は
、『
沼
中
東
高
八
十
年
史
』〈
注

（
（4
）
前
出
〉、藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉、佐
藤
英
夫
『
井

上
靖
青
春
記
』〈
注
（
（4
）
前
出
〉
に
加
え
、
以
下
の
井
上
靖
エ
ッ
セ
イ
を
参
照
。「
人

と
風
土
」（
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
『
群
像
』）、「
わ
が
青
春
放
浪
」（
昭
和
三
十
七
年

四
月
十
一
日
〜
十
七
日
『
読
売
新
聞
』）、「
青
春
の
か
け
ら
」（
原
題
「
藤
井
君
を
弔

う
―
昭
和
四
十
二
年
三
月
十
八
日
、
藤
井
寿マ

マ

雄
君
の
告
別
式
に
列
席
し
て
―
」、
昭
和

四
十
二
年
三
月
『
沼
津
朝
日
』）、「
中
学
時
代
の
友
」（『
新
潮
日
本
文
学
44
井
上
靖
集
』

月
報
5
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
）、「
金
井
君
の
詩
を
読
ん
で
」（
金
井
廣
『
詩
集 

西

風
の
村
』
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
、
私
家
版
）、「
沼
津
と
わ
た
し
」（
昭
和
五
十
九
年

七
月
『
沼
津
朝
日
』）。

（
（6
）
井
上
靖
は
ま
ず
中
学
五
年
時
の
大
正
十
五
年
一
月
、
藤
井
壽
雄
、
岐
部
豪
治
と
西
伊

豆
の
土
肥
へ
船
で
出
か
け
、次
い
で
受
験
浪
人
時
の
同
年
七
月
に
金
井
廣
、藤
井
壽
雄
、

望
月
録
郎
と
西
伊
豆
の
重
寺
に
あ
る
藤
井
の
親
戚
宅
に
滞
在
し
て
い
る
。
作
中
の
西

伊
豆
の
旅
は
、
こ
の
二
回
を
合
わ
せ
て
描
い
た
も
の
と
言
え
る
。
な
お
井
上
靖
は
一

度
目
の
旅
の
翌
月
に
道
中
で
詠
ん
だ
短
歌
九
首
を
沼
津
中
学
校
『
学
友
会
々
報
』
に

発
表
し
て
い
る
。
藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉
参
照
。

（
（7
）
藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉
参
照
。

（
（（
）「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」（
昭
和
五
十
二
年
一
月
一
日
、
三
日
〜
三
十
一
日
『
日
本
経
済

新
聞
』。
原
題
「
私
の
履
歴
書
」）

（
（9
）
た
だ
し
「
し
ろ
ば
ん
ば
」
に
お
け
る
洪
作
は
、
中
学
校
入
学
に
向
け
て
受
験
勉
強
に

励
み
な
が
ら
も
、
代
々
医
家
の
長
男
と
し
て
本
来
医
師
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場

に
あ
る
こ
と
が
不
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
立
場
に
あ
っ
て
苦
し
ん
だ
井
上
靖
自

身
の
ト
ラ
ウ
マ
を
敢
え
て
隠
す
こ
と
で
、
洪
作
の
真
っ
直
ぐ
な
気
性
、
健
全
さ
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
拙
論
「『
し
ろ
ば
ん
ば
』
と
井
上
靖
の
ト
ラ
ウ
マ
―
受
験
生
と
し
て

の
洪
作
像
を
巡
っ
て
―
」（
令
和
五
年
十
一
月
『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』）
を
参
照
さ

け
取
っ
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
隼
雄
が
台
北
へ
赴
任
し
た
の
は
靖
の
中
学
二
年
時

の
秋
で
あ
っ
た
。
藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉
参
照
。

（
（（
）「
私
の
自
己
形
成
史
」（
昭
和
三
十
五
年
五
月
〜
十
一
月
『
日
本
』）。
た
だ
し
藤
澤
全

『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉
に
よ
れ
ば
、
井
上
靖
が
台
北
の
両
親

の
下
を
訪
れ
た
の
は
中
学
四
年
時
と
、中
学
卒
業
後
の
浪
人
生
活
時
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
引
用
文
に
見
る
中
学
「
五
年
」
時
の
台
北
行
は
、
お
そ
ら
く
浪
人
生
活
時
と
混
同

し
た
井
上
靖
の
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
井
上
靖
が
両
親
と
離
れ
て
い
た
期
間

で
も
、
夏
休
み
に
は
父
母
と
過
ご
す
時
間
を
持
ち
、
両
親
か
ら
進
路
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
ら
れ
た
の
は
こ
の
文
章
か
ら
確
認
で
き
る
。

（
（（
）「
夏
草
冬
濤
」
前
編
の
冒
頭
、
つ
ま
り
二
章
の
書
き
出
し
部
分
は
二
学
期
始
業
式
に

設
定
さ
れ
、
洪
作
が
増
田
、
小
林
と
徒
歩
通
学
中
に
カ
バ
ン
を
紛
失
し
て
い
る
。
具

体
的
な
年
号
、
西
暦
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
洪
作
が
中
学
三
年
生
で
あ
る

こ
と
を
そ
の
ま
ま
井
上
靖
に
重
ね
れ
ば
、
こ
の
日
は
「
大
正
十
二
年
九
月
一
日
」、
つ

ま
り
「
関
東
大
震
災
」
の
当
日
と
な
る
。「
夏
草
冬
濤
」
の
舞
台
で
あ
る
沼
津
と
三
島

も
関
東
大
震
災
の
影
響
を
被
っ
て
お
り
、
井
上
靖
も
そ
れ
相
応
の
被
災
体
験
を
持
っ

て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
作
中
に
そ
れ
ら
し
い
記
述
は
全
く
見
ら
れ

な
い
。
井
上
靖
は
関
東
大
震
災
を
描
く
代
わ
り
に
、
洪
作
の
カ
バ
ン
紛
失
事
件
を
創

作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
夏
草
冬
濤
」
の
物
語
を
明
る
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
方
向
に

導
こ
う
と
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
よ
う
。

（
（（
）
増
田
潔
「『
夏
草
冬
濤
』
の
悪
童
た
ち
―
洪
作
と
小
林
と
私
―
」（
昭
和
四
十
三
年
三

月
『
文
芸
静
岡
』）、
藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉
参
照
。

（
（4
）
望
月
録
郎
は
後
に
稲
見
姓
と
な
っ
た
。
佐
藤
英
夫
『
井
上
靖
青
春
記
』（
平
成
十
六

年
五
月
、英
文
堂
）
参
照
。
な
お
藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉

で
は「
望
月
鉄
郎
」と
し
て
い
る
が
、「
沼
中
・
東
高
八
十
年
史
編
纂
会
会
員
名
簿
」（『
沼

中
東
高
八
十
年
史
』昭
和
五
十
六
年
三
月
、沼
中
東
高
八
十
年
史
編
纂
会
）お
よ
び『
井

上
靖
青
春
記
』で
は
「
望
月
（
稲
見
）
録
郎
」に
な
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
後
者
に
従
っ
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れ
た
い
。

（
（0
）「
夏
草
冬
濤
」
よ
り
約
十
年
先
行
す
る
安
岡
章
太
郎
の
「
悪
い
仲
間
」（
昭
和
二
十
八

年
六
月
『
群
像
』）
は
、
大
学
予
科
生
の
主
人
公
「
僕
」
が
夏
休
み
に
高
校
生
の
藤
井

高
麗
彦
と
知
り
合
い
、
同
級
生
の
倉
田
真
悟
と
と
も
に
食
い
逃
げ
、
遊
郭
通
い
な
ど
、

数
々
の
冒
険
を
試
み
る
短
篇
小
説
で
あ
る
。
軍
人
の
父
が
留
守
に
し
て
い
る
家
庭
の

中
で
、「
僕
」
は
母
と
濃
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
、
二
人
で
見
詰
め
合
う
最
終
場
面

に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
変
貌
し
て
い
く
主
人
公
の
心
の
奥
に
は
、
母
の
存
在
を
重
く

感
じ
る
気
持
が
存
し
て
い
る
。「
夏
草
冬
濤
」
は
こ
の
「
悪
い
仲
間
」
と
友
人
に
影
響

さ
れ
る
主
人
公
像
を
重
ね
つ
つ
も
、
主
人
公
と
母
の
関
わ
り
に
お
い
て
対
照
的
で
あ

る
。
意
図
的
か
否
か
は
別
に
し
て
、
井
上
靖
は
「
夏
草
冬
濤
」
を
通
し
て
、
母
が
子

の
行
動
に
及
ぼ
す
作
用
を
「
悪
い
仲
間
」
と
は
逆
説
的
な
形
で
描
い
て
み
せ
た
と
も

言
え
よ
う
。
ち
な
み
に
安
岡
章
太
郎
は
実
際
に
、
母
と
濃
密
な
そ
れ
に
あ
っ
た
。
鳥

居
邦
朗
編
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
（（
安
岡
章
太
郎
・
吉
行
淳
之
介
』（
昭
和
五
十
八
年

四
月
、
角
川
書
店
）
参
照
。

（
（（
）
井
上
靖
の
エ
ッ
セ
イ
「
青
春
の
か
け
ら
」「
金
井
君
の
詩
を
読
ん
で
」〈
と
も
に
注

（
（5
）
前
出
〉、
藤
澤
全
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』〈
注
（
9
）
前
出
〉
参
照
。

＊
「
夏
草
冬
濤
」
お
よ
び
「
私
の
自
己
形
成
史
」「
過
ぎ
去
り
し
日
日
」
の
本
文
引
用
は
、

そ
れ
ぞ
れ
『
井
上
靖
全
集
』
第
十
六
巻
、
第
二
十
三
巻
（
平
成
八
年
八
月
、
九
年
六
月
、

新
潮
社
）
に
拠
っ
た
。
傍
点
は
私
に
付
し
た
。

―
た
か
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
別
府
大
学
・
教
授
―


