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二
七

一　
は
じ
め
に 

―
主
語
の
消
し
か
た
、あ
る
い
は
主
客
一
如
に
つ
い
て
―

　

川
端
康
成
は
、「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」（
一
九
二
五
・
一
、『
文
芸
時
代
』）

の
な
か
で
、「
表
現
主
義
的
認
識
論
」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
例
へ
ば
、

野
に
一
輪
の
白
百
合
が
咲
い
て
ゐ
る
。
こ
の
百
合
の
見
方
は
三
通
り
し
か
な
い
。

百
合
を
認
め
た
時
の
気
持
は
三
通
り
し
か
な
い
。
百
合
の
内
に
私
が
あ
る
の
か
。

私
の
内
に
百
合
が
あ
る
の
か
。
ま
た
は
、
百
合
と
私
と
が
別
々
に
あ
る
の
か
。

（
中
略
）
百
合
と
私
と
が
別
々
に
あ
る
と
考
へ
て
百
合
を
描
く
の
は
、
自
然
主
義
的

な
書
き
方
で
あ
る
。
古
い
客
観
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
文
藝
の
表
現
は
、
す

べ
て
こ
れ
だ
つ
た
と
云
つ
て
い
い
」。

　

川
端
に
よ
れ
ば
、「
自
然
主
義
＝
古
い
客
観
主
義
」
と
は
、
対
象
を
距
離
を
お

い
て
超
然
と
眺
め
る
観
察
者
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
主
体
と
客
体
と

を
分
離
し
、
相
互
の
あ
い
だ
に
距
離
を
置
く
、
素
朴
実
在
論
の
考
え
か
た
で
あ
る

（
こ
れ
を
《
自
分
（
Ｓ
）
↓ 

百
合
（
Ｏ
）》
と
定
式
化
し
て
お
く
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
川
端
は
、「
新
主
観
主
義
的
表
現
」
に
よ
っ
て
、
実
在
論
を
乗

り
越
え
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
百
合
の
内
に
私
が
あ
る
。
私
の
内
に
百
合

が
あ
る
」、
と
い
う
態
度
を
採
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　

自
分
が
あ
る
の
で
天
地
萬
物
が
存
在
す
る
、
自
分
の
主
観
の
内
に
天
地
萬
物

が
あ
る
、
と
云
ふ
気
持
で
物
を
見
る
の
は
、
主
観
の
力
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ

り
、
主
観
の
絶
対
性
を
信
仰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
し
い
喜
び
が
あ

る
。
ま
た
、
天
地
萬
物
の
内
に
自
分
の
主
観
が
あ
る
、
と
云
ふ
気
持
で
物
を
見

る
の
は
、
主
観
の
拡
大
で
あ
り
、
主
観
を
自
由
に
流
動
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
考
へ
方
を
進
展
さ
せ
る
と
、
自
他
一
如
と
な
り
、
萬
物
一
如
と
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な
つ
て
、
天
地
萬
物
は
全
て
の
境
界
を
失
つ
て
一
つ
の
精
神
に
融
和
し
た
一
元

の
世
界
と
な
る
。
ま
た
一
方
、
萬
物
の
内
に
主
観
を
流
入
す
る
こ
と
は
、
萬
物

が
精
霊
を
持
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
考
へ
、
云
ひ
換
へ
る
と
多
元
的
な
萬
有
霊
魂
説

に
な
る
。
こ
こ
に
新
し
い
救
ひ
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
東
洋
の
古
い
主
観
主

義
と
な
り
、
客
観
主
義
と
な
る
。
い
や
、
主
客
一
如
主
義
と
な
る
。
か
う
云
ふ

気
持
で
物
を
書
現
さ
う
と
す
る
の
が
、
今
日
の
新
進
作
家
の
表
現
の
態
度
で
あ

る
。
他
の
人
は
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
私
は
さ
う
で
あ
る
。　
　
　
　
　

（
川
端
康
成
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」）

　

こ
こ
で
川
端
は
、「
自
分
の
主
観
の
内
に
天
地
萬
物
が
あ
る
」、「
天
地
萬
物
の

内
に
自
分
の
主
観
が
あ
る
」、「
萬
物
の
内
に
主
観
を
流
入
す
る
こ
と
」
の
三
つ
の

場
合
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
主
体
と
客
体
と
の
あ
い
だ

の
距
離
を
ゼ
ロ
（「
自
他
一
如
」）
に
す
る
や
り
方
で
、《
自
分
（
Ｓ
）
＝
天
地
萬
物

（
Ｏ
）》
と
な
る
。
こ
の
と
き
、「
Ｓ
」
と
「
Ｏ
」
と
の
区
別
は
な
く
な
っ
て
「
自

他
一
如
」「
主
客
一
如
」
に
な
る
（
１
）
わ
け
な
の
で
、「
Ｓ
」
す
な
わ
ち
主
体
・
主

語
は
消
え
る
。
小
稿
が
タ
イ
ト
ル
に
も
掲
げ
て
い
る
「
主
語
＝
主
体
の
消
し
か

た
」
と
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

さ
て
、
川
端
は
こ
の
よ
う
な
や
り
か
た
で
彼
の
「
新
し
さ
」
を
標
榜
し
て
い
た

わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
彼
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
「
百
合
と
私
と

が
別
々
に
あ
る
と
考
へ
て
百
合
を
描
く
の
は
、
自
然
主
義
的
な
書
き
方
で
あ
る
。

古
い
客
観
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
文
藝
の
表
現
は
、
す
べ
て
こ
れ
だ
つ
た
と

云
つ
て
い
い
」
と
い
う
認
識
が
、
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
川
端
は
、
あ
ま
り
に
「
自
然
主
義
」
の
表
現
を
単
純
化
し
て
し
ま
っ
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
と
は
川
端
に
限
ら
な
い
。
高
見
順
「
描
写
の
う
し
ろ
に
寝
て
ゐ
ら
れ
な
い
」

（
一
九
三
六
・
五
、『
新
潮
』）
も
、
中
村
光
夫
『
風
俗
小
説
論
』（
一
九
五
〇
・
六
、
河
出

書
房
）
も
、「
自
然
主
義
」
を
素
朴
実
在
論
的
な
主
客
モ
デ
ル
に
単
純
化
し
た
う

え
で
各
々
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
首
謀
者
は
決
ま
っ
て
田
山

花
袋
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
か
が
な
も
の
か
。
本
稿
で

は
、「
主
語
を
消
す
」
と
い
う
営
為
を
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
つ
つ
歴
史
的
に

検
証
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
主
体
」
を
め
ぐ
る
新
／
旧
の
遠
近
法
を
再
検
討

し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

二　
田
山
花
袋
に
お
け
る
主
語
の
消
し
か
た

―
素
朴
実
在
論
と
自
由
間
接
言
説
―　
　
　
　
　
　

　

問
題
の
所
在
を
歴
史
的
に
お
さ
え
る
た
め
に
、
少
し
迂
回
の
道
を
と
ろ
う
と
思

う
。
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
「
素
朴
実
在
論
」
の
起
源
は
、
自
然
主
義
と
い
う

よ
り
も
、
坪
内
逍
遙
の
『
小
説
神
髄
』（
一
八
八
五
・
九
〜
、
松
月
堂
）
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
通
説
だ
ろ
う
。

　

さ
れ
ば
小
説
の
作
者
た
る
者
は
専
ら
其
意
を
心
理
に
注
ぎ
て
、
我
が
仮
作
た
る

人
物
な
り
と
も
、
一
度
篇
中
に
い
で
た
る
以
上
は
、
之
を
活
世
界
の
人
と
見
做

し
て
、
其
感
情
を
写
し
い
だ
す
に
、
敢
て
お
の
れ
の
意
匠
を
も
て
善
悪
邪
正
の
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情
感
を
作
〔
り
〕
設
く
る
こ
と
を
ば
な
さ
ず
、
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ゝ
に
模

写
す
る
心
得
に
て
あ
る
べ
き
な
り
。　
（「
小
説
の
主
眼
」、引
用
は
岩
波
文
庫
に
よ
る
）

　　

逍
遙
自
身
が
、
同
書
の
な
か
で
「
世
態
の
写
真
鏡
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も

い
る
の
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
作
者
」
の
機
能
を
ひ
と
ま
ず
「
カ
メ
ラ
ア

イ
」
に
見
立
て
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。「
活
世
界
」
と
い
う
対
象
を
「
模
写
」

す
る
カ
メ
ラ
ア
イ
。
ま
さ
に
、《
作
者
（
Ｓ
）
↓ 

活
世
界
（
Ｏ
）》
と
い
う
実
在

論
の
枠
組
の
う
え
に
、「
小
説
」
と
い
う
方
法
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
（
２
）。

　

そ
し
て
、
こ
の
逍
遙
の
写
実
主
義
が
、
二
葉
亭
四
迷
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に

尾
崎
紅
葉
ら
硯
友
社
、
小
杉
天
外
ら
を
経
由
し
て
、
自
然
主
義
文
学
に
流
れ
込
ん

だ
と
す
る
の
が
、
一
般
的
な
文
学
史
（
３
）
の
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
田
山
花

袋
に
関
し
て
言
え
ば
、
次
の
「『
生
』
に
於
け
る
試
み
」（
一
九
〇
八
・
九
、『
早
稲
田

文
学
』）
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

　　

私
が
あ
の
『
生
』
を
作
す
る
に
当
つ
て
自
ら
取
つ
た
作
の
方
針
と
い
ふ
や
う

な
も
の
を
云
つ
て
見
る
と
、
そ
れ
は
今
迄
に
も
主
張
し
た
事
の
あ
る
通
り
、
聊

か
の
主
観
を
交
へ
ず
、
結
構
を
加
へ
ず
、
た
ゞ
客
観
の
材
料
を
材
料
と
し
て
書

き
表
は
す
と
云
ふ
遣
り
方
、
そ
れ
を
や
つ
て
見
や
う
と
試
み
た
の
で
す
。
単
に

作
者
の
主
観
を
加
へ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
客
観
の
事
象
に
対
し
て
も
少
し
も
そ

の
内
部
に
立
ち
入
ら
ず
、
又
人
物
の
内
部
精
神
に
も
立
ち
入
ら
ず
、
た
ゞ
見
た

ま
ゝ
聞
い
た
ま
ゝ
の
現
象
を
さ
な
が
ら
に
描
く
。
云
は
ば
平
面
的
描
写
、
そ
れ

が
主
眼
な
の
で
す
。 

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

　

い
か
に
も
こ
れ
は
「
実
在
論
」
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
花
袋
は
別
の
文
章
（
４
）

で
は
、「
平
面
描
写
」
は
「
立
体
」
を
描
く
に
至
る
ま
で
の
過
渡
的
な
方
法
だ
と

も
述
べ
て
い
て
、
留
保
を
挟
ん
で
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
事
実
、

同
時
代
の
指
摘
（
５
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、『
生
』
の
す
べ
て
が
カ
メ
ラ
ア
イ
＝
外

的
焦
点
化
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
平
面
描
写
」
が

最
も
よ
く
活
か
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
『
田
舎
教
師
』（
一
九
〇
九
・
一
〇
、
佐
久

良
書
房
）
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
実
在
論
的
な
構
図
と
は
異
な
っ
た
（「
立
体
」

的
な
）
語
り
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　

四
里
の
道
は
長
か
つ
た
。
其そ

の

間
に
青
縞
の
市
の
立
つ
羽
生
の
町
が
あ
つ
た
。

田
圃
に
は
げ
ん
げ
が
咲
き
、
豪
家
の
垣
か
ら
は
八
重
桜
が
散
り
こ
ぼ
れ
た
。
赤

い
蹴
出
を
出
し
た
田
舎
の
姐
さ
ん
が
お
り
〳
〵
通
つ
た
。

　

羽
生
か
ら
は
車
に
乗
つ
た
。
母
親
が
徹
夜
し
て
縫
つ
て
呉
れ
た
木
綿
の
三
紋

の
羽
織
に
新
調
の
メ
リ
ン
ス
の
兵
児
帯
、
車
夫
は
色
の
褪
せ
た
毛け

つ
と
う布
を
袴
の
上

に
か
け
て
、
梶
棒
を
上
げ
た
。
何
と
な
く
胸
が
躍
つ
た
。

　　

こ
こ
に
は
、
あ
る
知
覚
主
体
の
主
観
や
気
付
き
が
、
比
較
的
短
い
セ
ン
テ
ン
ス

を
重
ね
る
よ
う
に
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
誰
の
嘱
目
的
知

覚
な
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
行
為
者
を
指
示
す
る
主
語
が
な
く
、
述
語
（
述

部
）
だ
け
を
逐
次
継
い
で
い
く
よ
う
な
、
あ
と
で
用
い
る
言
葉
を
先
取
り
し
て
言

え
ば
〈
述
語
の
束
〉〈
知
覚
の
束
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
文
体
で
あ
る
。

　

こ
の
知
覚
主
体
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
。
こ
れ
に
続
く
部
分
で
、
そ
れ
は
「
清
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三
」
と
い
う
主
人
公
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
一
度
そ
の
名
が
示
さ
れ
た
あ
と
は
、
ふ
た
た
び
主
語
不
在
の
文
が
続
く̶

̶
と
い
っ
た
こ
と
も
含
め
、
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
確
認
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
　

清
三
の
前
に
は
、
新
し
い
生
活
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
居
た
。
何
ん
な
生
活
で
も

新
し
い
生
活
に
は
意
味
が
あ
り
希
望
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
五
年
間
の
中

学
校
生
活
、
行
田
か
ら
熊
谷
ま
で
三
里
の
路
を
朝
早
く
小
倉
服
着
て
通
つ
た
こ

と
も
も
う
過
去
に
な
つ
た
。
卒
業
式
、
卒
業
の
祝
宴
、
初
め
て
席
に
侍
る
芸げ

い
し
や妓

な
る
も
の
の
嬌
態
に
も
接
す
れ
ば
、
平
生
難む

つ

か
し
い
顔
を
し
て
居
る
教
員
が
銅

鑼
声
を
張
上
げ
て
調
子
外
れ
の
唄
を
う
た
つ
た
の
を
も
聞
い
た
。
一
月
二
月
と

経
つ
中
に
、
学
校
の
窓
か
ら
覗
い
た
人
生
と
実
際
の
人
生
と
は
何
処
と
な
く
違

つ
て
居
る
や
う
な
気
が
段
々
し
て
来
た
。
第
一
に
、
父
母
か
ら
し
て
既
に
さ
う

で
あ
る
。
そ
れ
に
周ま

は
り囲

の
人
々
の
自
分
に
対
す
る
言
葉
の
中
に
も
そ
れ
が
見
え

る
。
常
に
往
来
し
て
居
る
友
人
の
群
の
空
気
も
そ
れ
ぐ
に
変
つ
た
。

　

ふ
と
思
ひ
出
し
た
。

　　

文
末
に
着
目
し
よ
う
。「
思
は
れ
る
」「
過
去
に
な
つ
た
」「
聞
い
た
」「
気
が
し

て
来
た
」「
見
え
る
」「
変
つ
た
」「
思
ひ
出
し
た
」。
い
ず
れ
も
、
清
三
が

0

0

0

そ
の
よ

う
に
把
握
し
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
重
要

な
の
は
傍
線
を
施
し
た
一
文
で
、
こ
こ
に
「
自
分
」
と
い
う
自
称
詞
を
用
い
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
人
称
で
語
ら
れ
て
い
た
「
清
三
」
が
、「
自
分
」
す
な
わ

ち
一
人
称
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
確
認
で
き
る
。「
清
三
」
が
一
人
称
化
し

て
い
る
と
は
、
つ
ま
り
、「
語
り
手
」
と
い
う
伝
達
主
体
が
（
表
向
き
）
姿
を
消
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。
自
由
間
接
言
説
で
あ
る
。

　

自
由
間
接
言
説
（
自
由
間
接
話
法
と
も
）
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
と
、

一
般
的
に
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
順
を
追
っ
て
区
別
さ
れ
る
（
６
）。

　　

John said, "I am
 sick". 

（
直
接
話
法
）

　
　
　

←

　

John said that he w
as sick. 

（
間
接
話
法
）

　
　
　

←

　

John said that he w
as sick. 

（
伝
達
節
の
消
去
）

　
　
　

←

　

H
e w
as sick. 

（
自
由
間
接
話
法
＝
被
伝
達
節
の
伝
達
節
化
）

　　

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
み
よ
う
。

　　
《
語
り
手
（
Ｓ
） 

↓ 

主
人
公
（
Ｏ
） 

↓ 

風
景
（
Ｏ
）》（
三
人
称
小
説
の
語
り
の
構
造
）

　
　
　

←

　
《
語
り
手
（
Ｓ
） 

↓ 

主
人
公
（
Ｏ
） 

↓ 

風
景
（
Ｏ
）》（
伝
達
者
の
消
去
）

　
　
　

←

　
《
主
人
公
（
Ｓ
） 

↓ 

風
景
（
Ｏ
）》（
被
伝
達
者
の
伝
達
者
化
＝
自
由
間
接
話
法
）

　　

結
果
だ
け
見
れ
ば
、
Ｓ
と
Ｏ
だ
け
が
残
り
、
実
在
論
的
な
主
客
の
関
係
に
も
見
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三
一

え
る
が
、
そ
れ
は
「
主
体
あ
る
い
は
主
語
を
消
す
」
と
い
う
操
作
が
あ
っ
て
の
こ

と
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
、
主
人
公
は
、「
受
動
」
で
あ
る

と
同
時
に
「
能
動
」
で
あ
る
よ
う
な
「
場ポ

ジ
シ
ョ
ン所
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
語
り
手
が
「
能
動
（
物
語
行
為
の
主
体
）」
で
あ
り
な
が
ら

「
受
動
（
主
人
公
の
こ
と
ば
が
宿
る
場
所
）」
で
も
あ
る
よ
う
な
存
在
に
変
移
し
た
こ

と
も
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
自
由
間
接
言
説
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ

と
も
で
き
る
。

　
《
語
り
手
（
Ｓ
） 

↓ 

主
人
公
（
Ｏ
） 

↓ 
風
景
（
Ｏ
）》（
三
人
称
小
説
の
語
り
の
構
造
）

　
　
　

←

　
《
語
り
手
（
Ｓ
） 

＝ 

主
人
公
（
Ｏ
） 

↓ 

風
景
（
Ｏ
）》（
Ｓ
と
Ｏ
と
の
同
化
＝
主
客
一
如
）

　
　
　

←

　
《
語
り
手
＝
主
人
公
（
Ｓ
） 

↓ 

風
景
（
Ｏ
）》（
二
つ
の
声
の
交
響
（
７
）
＝
自
由
間
接
話
法
）

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
然
主
義
の
表
現
法
が
素
朴
実
在
論
に
単
純
化
で
き
な
い

こ
と
（
８
）
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
だ
ろ
う
し
、
川
端
が
言
う
「
新
進
作
家
の
表
現

態
度
」
な
る
も
の
の
要
素
が
、
す
で
に
自
然
主
義
の
表
現
の
な
か
に
備
わ
っ
て
い

た
こ
と
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
だ
ろ
う
。
川
端
は
、
自
分
た
ち
「
新
進
作
家
」
の

「
新
傾
向
」
と
自
然
主
義
の
「
古
い
客
観
主
義
」
と
の
間
の
差
異
を
強
調
し
て
い

た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
表
現
主
義
を
経
由
し
た
川
端
た
ち
の
表
現
が
尖
鋭
的
だ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
自
然
主
義
の
素
朴
な
表
現
と
の
違
い
は
明
白
だ
が
、「
主

客
一
如
」
と
い
う
観
点
に
限
定
す
れ
ば
、
双
方
の
問
題
意
識
の
あ
い
だ
に
は
本
質

的
な
差
異
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

比
較
の
た
め
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
川
端
の
『
雪
国
』（
一
九
三
七
・
六
、
創
元

社
）
の
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
。
こ
の
有
名
な
冒
頭
部
分
の
語
り
の
文
体
が
、『
田

舎
教
師
』
の
そ
れ
と
実
に
よ
く
似
通
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
　

国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
つ
た
。
夜
の
底
が
白
く
な
つ

た
。
信
号
所
に
汽
車
が
止
ま
つ
た
。

　

向
側
の
座
席
か
ら
娘
が
立
つ
て
来
て
、
島
村
の
前
の
ガ
ラ
ス
窓
を
落
し
た
。

雪
の
冷
気
が
流
れ
こ
ん
だ
。
娘
は
窓
い
つ
ぱ
い
に
乗
り
出
し
て
、
遠
く
へ
叫
ぶ

や
う
に
、

　
「
駅
長
さ
あ
ん
、
駅
長
さ
あ
ん
。」

　

明
り
を
さ
げ
て
ゆ
つ
く
り
雪
を
踏
ん
で
来
た
男
は
、
襟
巻
で
鼻
の
上
ま
で
包

み
、
耳
に
帽
子
の
毛
皮
を
垂
れ
て
ゐ
た
。

　

も
う
そ
ん
な
寒
さ
か
と
島
村
は
外
を
眺
め
る
と
、
鉄
道
の
官
舎
ら
し
い
バ
ラ

ツ
ク
が
山
裾
に
寒
々
と
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
雪
の
色
は
そ
こ
ま
で
行
か

ぬ
う
ち
に
闇
に
呑
ま
れ
て
い
た
。

　　

こ
の
文
体
が
、
主
語
が
不
在
で
あ
る
が
故
に
外
国
語
に
翻
訳
し
に
く
い
こ
と
、

こ
れ
と
同
じ
理
由
で
映
像
化
が
難
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
語
ら
れ

て
い
る
（
９
）
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
そ
れ
は
川
端
の
文
体
固
有
の

0

0

0

問
題
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
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そ
れ
と
も
う
一
つ
、
こ
れ
ら
の
文
体
的
実
践
が
、
客
体
と
し
て
の
人
物
や
景
物

な
ど
の
な
か
に
主
体
の
感
情
を
移
し
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
が
客
体
の
な

か
に
自
ら
の
感
情

0

0

0

0

0

を
感
じ
取
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
感
情
移
入
」（em

pathy

＝
共

感
）（10）
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
。

三 〈
自
然
〉
に
包
摂
さ
れ
る
主
体 

―〈
自
然
〉の
類
化
性
能
―

　

次
に
、
田
山
花
袋
も
ま
た
、
川
端
と
同
じ
よ
う
に
「
自
然
の
内
に
私
が
あ
る
。

私
の
内
に
自
然
が
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触

れ
て
お
く
。「
大
自
然
の
主
観
」
と
い
う
花
袋
的
語
彙
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

私
の
所
謂
大
自
然
の
主
観
と
云
ふ
の
は
、
こ
の
自ネ

チ
ユ
ー
ア然が
自し

ぜ
ん然
に
天
地
に
発
展
せ

ら
れ
て
居
る
形
を
指
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
推
し
て
行
く
と
、
作
者
則
ち
一
箇
人

の
主
観
に
も
大
自
然
の
面
影
が
宿
つ
て
居
る
訳
に
な
る
の
で
、
従
つ
て
作
者
の

進
ん
だ
主
観
は
無
論
大
自
然
の
主
観
と
一
致
す
る
事
が
出
来
る
の
だ
。

（
田
山
花
袋
「
主
観
客
観
の
弁
」、
一
九
〇
一
・
九
、『
太
平
洋
』）

　

普
通
、
近
代
的
な
視
覚
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
観
察
者
の
人
間
が
主
体
で
あ
っ

て
自
然
が
客
体
と
な
る
が
、
花
袋
の
認
識
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
主
体
＝

主
観
は
あ
く
ま
で
自
然
の
側
に
あ
る
（

≒

自じ
ね
ん
ほ
う
に

然
法
爾
（11）

）。
そ
れ
が
天
・
地
・
人
に

あ
ま
ね
く
展
開
し
て
い
き
、
お
の
ず
か
ら
一
個
人
に
も
主
観
が
「
宿
る
」
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
を
縮
め
て
言
う
と
「
人
間
も
ま
た
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
こ
う
し
た
認
識
は
、
の
ち
に
こ
う
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

さ
て
、
こ
の
自
然
ら
し
さ
、
自
然
と
い
ふ
も
の
を
何
故
さ
う
大
切
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
と
言
ふ
と
、
そ
れ
は
大
分
む
づ
か
し
く
な
つ
て
、
哲
学
で
も

宗
教
で
も
容
易
に
解
釈
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
ほ
ど
深
い
も
の
に
な
つ
て
来
る

が
、
そ
れ
は
ま
ァ
言
は
ぬ
と
し
て
、
こ
の
自
然
が
外
部
と
内
部
と
に
あ
る
こ
と

は
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
自
分
の
内
面
も
亦
一
自
然
で
あ
る
。
他

の
宇
宙
が
自
然
で
あ
る
と
同
じ
や
う
に
、
矢
張
自
己
も
一
自
然
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
法
則
が
、
同
じ
リ
ズ
ム
が
同
じ
や
う
に
自
他
を
透

し
て
流
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　

で
あ
る
か
ら
、
自
然
な
も
の
、
真
な
も
の
、
法
則
に
近
い
も
の
、
リ
ズ
ム
に

近
い
も
の
は
自
己
で
あ
つ
て
、
そ
し
て
又
他
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
自
然

な
も
の
が
、
一
番
他
と
共
鳴
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
芸
術
の
生
命
が
あ
り
、

根
本
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（
田
山
花
袋
「
新
小
説
作
法
」、
一
九
一
七
・
二
、『
青
年
文
壇
』）

　

人
間
か
ら
自
然
を
見
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
側
か
ら
人
間
を
見
よ
う
と
し
て

い
る
、
と
で
も
言
え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
「
見
る
」
と
い
う
言

葉
は
不
精
確
か
も
し
れ
な
い
。
対
象
と
の
間
に
距
離
を
生
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
自
然
の
「
リ
ズ
ム
」
に
「
共
鳴
す
る
」
と
い
う
言
い
方
が
や

は
り
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、「
共
鳴
」
は
ど
う
表
現
し
得
る
の
か
。

　

言
葉
は
人
間
し
か
持
た
な
い
か
ら
、
言
語
表
現
か
ら
人
間
と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
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三
三

払
拭
す
る
の
は
原
理
的
に
不
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
花
袋
の
テ
ク
ス
ト

は
、
別
の
ア
ン
グ
ル
か
ら
「
人
間
」
を
、「
自
己
」
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
知
覚
で
き
な
い
も
の
を
、
な
ん
と
か
感
じ
取
ろ
う
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
志
向
性
が
、
お
そ
ら
く
「
主
語
」
を
消
さ
せ
て
い
る
。
自

分
は
自
然
な
の
だ
、
自
然
は
自
分
な
の
だ
と
花
袋
テ
ク
ス
ト
は
繰
り
返
し
述
べ
、

ま
た
、
小
説
の
な
か
で
も
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
た
び
た
び
提
示
し
て
い
る
。
代

表
作
『
蒲
団
』（
一
九
〇
七
・
九
、『
新
小
説
』）
か
ら
、
自
由
間
接
言
説
で
綴
ら
れ
た

主
人
公
の
煩
悶
を
引
用
す
る
。

　

悲
し
い
、
実
に
痛
切
に
悲
し
い
。
此こ

の
か
な
し
み

悲
哀
は
華
や
か
な
青
春
の
悲
哀
で
も
な

く
、
単
に
男
女
の
恋
の
上
の
悲
哀
で
も
な
く
、
人
生
の
最
奥
に
秘
ん
で
居
る
あ

る
大
き
な
悲
哀
だ
。
行
く
水
の
流
、
咲
く
花
の
凋
落
、
此
の
自
然
の
底
に
蟠
れ

る
抵
抗
す
べ
か
ら
ざ
る
力
に
触
れ
て
は
、
人
間
ほ
ど
儚
い
情
な
い
も
の
は
な

い
。

　

汪
然
と
し
て
涙
は
時
雄
の
髭
面
を
伝
つ
た
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
主
人
公
に
お
け
る
自
己
と
い
う
存
在
を
〈
自
然
〉
と
い
う

「
抵
抗
す
べ
か
ら
ざ
る
力
」
が
宿
る
0

0

「
場
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
己
が
個0

で
あ
り
な
が
ら
「
人
間
」
と
い
う
類0

で
も
あ

る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。《
自
己
＝
人
間
＝
自
然
》
（12）

で
あ
る
。

　

次
は
、
自
由
間
接
言
説
の
用
例
で
は
な
い
が
、〈
自
然
〉
と
い
う
「
大
い
な
る

も
の
」
を
基
点
と
し
て
眺
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
も
ま
た
、
人
間
を
個0

で
あ
る
と
同

時
に
類0

と
し
て
も
捉
え
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
事
例
で
あ
る
。

「
敗
績
し
て
死
ぬ
！　

こ
れ
は
自
然
児
の
悲
し
い
運
命
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

け
れ
ど
こ
の
敗
績
は
恰
も
武
士
の
戦
場
に
死
す
る
が
如
く
、
無
限
の
生
命
を
有

し
て
は
居
る
ま
い
か
、
無
限
の
悲
壮
を
顕
は
し
て
は
居
る
ま
い
か
、
こ
の
人
生

に
無
限
の
反
省
を
請
求
し
て
は
居
る
ま
い
か
」

　

自
分
は
深
く
思
ひ
入
つ
た
。

　

少し
ば
ら
く時
し
て
か
ら
、

「
け
れ
ど
、
こ
の
自
然
児
！　

こ
の
あ
は
れ
む
べ
き
自
然
児
の
一
生
も
、
大
い

な
る
も
の
ゝ
眼
か
ら
見
れ
ば
、
皆
そ
の
必
要
を
以
て
生
れ
、
皆
な
そ
の
職
分
を

有
し
て
立
ち
、
皆
な
そ
の
必
要
と
職
分
と
の
為
め
に
尽
し
て
居
る
の
だ
！　

葬

る
人
も
無
く
、
獣
の
や
う
に
死
ん
で
了
つ
て
も
、
そ
れ
で
も
重
右
衛
門
の
一
生

は
徒
爾
で
は
な
い
！
」

　

と
心
に
叫
ん
だ
。 

（
田
山
花
袋
『
重
右
衛
門
の
最
後
』、
一
九
〇
二
・
五
、
新
声
社
）

　

こ
れ
ら
の
言
述
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
〈
自
然
〉
と
い
う
語
の
機
能
を
、
私
は
別

の
と
こ
ろ
（13）

で
〈
自
然
〉
の
「
類
化
性
能
」
と
呼
ん
だ
。「
類
化
性
能
」
は
も
と

も
と
折
口
信
夫
の
語
彙
で
あ
る
が
、
折
口
は
、
個
々
の
も
の
に
名
前
を
つ
け
て
切

り
分
け
る
認
識
と
、
そ
れ
ら
を
同
じ
も
の
だ
と
み
な
す
認
識
と
を
区
別
し
て
、
前

者
を
別
化
性
能
、
後
者
を
類
化
性
能
と
呼
ん
だ
（14）
。
私
た
ち
は
〈
自
然
〉
と
い

う
言
葉
を
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
草
木
も
、
動
物
も
、
季
節
の
移
ろ
い
も
、
天

候
の
急
激
な
変
化
も
、
月
の
満
ち
欠
け
も
、
生
育
も
、
病
気
や
死
も
、
本
能
も
、
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欲
望
も
、
自
分
も
、
他
人
も
、
つ
ま
り
、
あ
れ
も
そ
れ
も
こ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

も
、
す
べ
て
を

〈
自
然
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
入
籠
型
に

包
摂
し
て
「
類
化
」
し
て
し
ま
う
〈
自
然
〉
と
い
う
融
通
無
碍
な
概
念
を
用
い
る

こ
と
で
、
主
体
と
客
体
、
能
動
と
受
動
と
の
関
係
を
根
底
か
ら
捉
え
直
し
、
そ
の

地
平
か
ら
あ
ら
た
め
て
、〈
自
然
〉
と
相
即
す
る
〈
人
生
〉
を
主
題
化
し
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
か
（15）
。
ゆ
え
に
、
自
然
主
義
に
お
け
る
〈
自
然
〉
と
は
、
対

象
＝
実
体
と
し
て
の
「
自
然
」
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
自
己

を
環
境
内
存
在
と
し
て
再
編
成
す
る
た
め
の
機
能
と
し
て
の
〈
自
然
〉
で
あ
っ

た̶
̶

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

四 〈
自
然
〉
主
義
の
系
譜 

―
蘇
峰
・
独
歩
―

　

こ
こ
ま
で
の
流
れ
で
、「
自
然
主
義
」
を
一
般
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
（
実
在
論
）
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
つ
ま
り
『
小
説
神
髄
』
を
起
源
と
す
る
表
現
史
の
水
脈
か

ら
引
き
剝
が
す
こ
と
は
で
き
た
と
思
う
（「
自
然
主
義
」
か
ら
「〈
自
然
〉
主
義
」
へ
）。

引
き
剝
が
す
と
言
っ
て
も
、
む
ろ
ん
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
引
き
剝
が

し
た
い
の
は
、
私
た
ち
の
頭
の
な
か
に
あ
る
固
着
観
念
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
次
に
試
み
た
い
の
は
、〈
自
然
〉
主
義
を
『
小
説
神
髄
』
と
同
時

代
の
、
そ
れ
と
は
別
の
（
リ
ア
リ
ズ
ム
以
外
の
）
言
説
と
接
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
徳
富
蘇
峰
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」（
一
八
八
八
・
五
、『
国
民
之

友
』）
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
検
討
す
る
（16）
。

　

蘇
峰
は
、
こ
の
短
い
文
章
の
中
で
、「
創
造
は
即
ち
醇

〔
じ
ゅ
ん
す
い
〕
粋
よ
り
来
る
者
な
り
」

と
言
い
、
ま
た
、「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
は
そ
の
醇
粋
に
由
来
す
る
と
も
言

う
。「
創
造
」
と
は
、
何
ご
と
か
を
「
創
る
・
造
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
宿
る
0

0

も

の
、
あ
る
い
は
当
人
を
超
え
た
も
の
と
共シ

ン

ク

ロ

鳴
・
連
動
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
の

で
あ
る
（17）
。
花
袋
が
先
ほ
ど
、
自
然
の
「
リ
ズ
ム
」
と
「
共
鳴
す
る
」
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。

　
此
の
心
に
し
て
、
又
た
突
如
と
し
て
我
れ
自お

の
ずか
ら
我
れ
た
る
を
忘
れ
、
我
れ
自

か
ら
我
れ
よ
り
超
越
す
る
に
至
る
事
あ
り
。
之
れ
を
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ

ン
」
と
云
ふ
。

蓋
し
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
は
神
力
な
り
、
我
れ
自
か
ら
我
れ
よ
り
超
越

し
、
人
間
自
か
ら
人
間
よ
り
超
越
し
、
人
間
に
し
て
天
使
に
類
す
る
行
を
な
す

が
如
き
は
、
皆
な
此
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
に
本
づ
く
者
な
り
。

　

自
己
が
自
己
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
を
超
え
出
る
存
在
に
な
る
よ
う
な
経
験
、

そ
れ
が
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
表
現
に
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
「
創
造
」
と
な
る
。
蘇
峰
は
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ソ
ー
『
告
白
』
第
四
巻
（
一
七
八
二
）
の
な
か
の
逸
話
を
引
用
し
な
が
ら

紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
が
散
歩
中
に
経
験
し
た
と
い
う
こ
ん
な
出
来

事
で
あ
る
。

　

余
は
孤こ

き
ょ
う笻
単た

ん
ぽ歩
し
て
旅
行
す
る
時
の
如
く
、
未
だ
嘗
つ
て
我
れ
自み

ず

か
ら
我
れ
の
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主
語
の
消
し
か
た
（
永
井
聖
剛
）

三
五

主
宰
に
し
て
、
物
の
役
と
な
ら
ず
、
独
立
不ふ

き羈
を
全
ふ
し
た
る
事
を
見
ず
。
実

に
行こ

う
り
ょ旅
は
我
れ
を
し
て
、
我
が
思
想
を
鼓
舞
発
揮
せ
し
め
た
り
。
余
が
身
動
く

と
き
は
、
余
が
心
も
亦
た
従
つ
て
動
く
、
愉
快
な
る
田で

ん
じ
ゃ舎
茅

〔
ぼ
う
お
く
〕屋
の
間
を
通
り
、

美び
れ
い麗
な
る
山
水
を
観
、
純じ

ゅ
ん
し
ん清な
る
空
気
を
吸
ひ
、
疲
れ
た
る
時
に
は
、
旅
館
に

投と
う
じし
、
以
て
一い

ち
ぶ
つ物
の
我
れ
を
煩
す
無
く
、
以
て
俗ぞ

く
る
い累
我
れ
を
絆つ

な

ぐ
な
く
、
此
の

時
に
於
て
は
、
我
れ
の
心
自
由
を
得
、
我
が
思
想
を
し
て
、
轉う

た
たた
大
胆
な
ら
し

め
た
り
。
此
の
時
に
於
て
は
、
我
れ
は
万
物
を
主
裁
す
る
大
皇
帝
か
と
思
へ

り
。
余
の
心
は
見
る
に
随
ひ
、
聞
く
に
随
ひ
、
触
る
ゝ
に
随
ひ
、
接
す
る
に
随

ひ
、
物
よ
り
物
に
変
遷
し
、
恰
も
花
に
移
る
胡
蝶
の
如
く
動
い
て
止や

ま
ず
。
思

想
の
去
来
す
る
は
、
我
よ
り
強
ゆ
る
に
非
ず
し
て
、
彼か

が
好
む
侭
に
せ
り
。
即

ち
思
想
は
我
が
命
ず
る
所
に
従
い
去
来
す
る
に
非
ず
し
て
、
彼
が
欲
す
る
所
に

従
ひ
去
来
せ
り
。

　　

こ
の
引
用
文
に
は
、
蘇
峰
に
お
け
る
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
の
発
現
の
様

子
が
、
あ
た
か
も
ル
ソ
ー
に
／
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る

（
引
用
さ
れ
た
他
者
の
言
葉
（
被
伝
達
節
）
が
、
あ
た
か
も
伝
達
節
で
あ
る
か
の
よ
う
に
機
能

し
て
い
て
、
こ
れ
も
ま
た
自
由
間
接
言
説
的
な
語
り
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
）。
ル
ソ
ー

＝
蘇
峰
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
「
心
」
が
も
っ
と
も
「
自
由
」
を
感
じ
る
の
は
、

「
孤
笻
単
歩
」
の
と
き
（
笻き
ょ
うは
杖つ
え
を
意
味
す
る
）
で
あ
る
。
そ
の
「
行
旅
」
中
の
「
自

由
」
を
彼
は
「
万
物
を
主
裁
す
る
大
皇
帝
」
（18）

に
な
っ
た
か
の
如
く
に
喩
え
て

い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
ひ
ら
ひ
ら
と
宙
を
舞
う
「
胡
蝶
」
（19）

の
如
く
で
も

あ
る
。
傍
線
部
を
見
て
も
ら
い
た
い
。「
余
の
心
」
は
五
官
を
通
じ
て
嘱
目
の
事

物
に
感
応
し
て
相
即
不
離
の
も
の
と
な
り
（
我
＝
彼
、
我
＝
胡
蝶
＝
万
物
の
主
宰
者
）、

か
つ
、
物
か
ら
物
へ
と
変
遷
し
、
動
き
の
流
れ
の
ま
ま
に
現
象
す
る
。
蘇
峰
は
さ

き
ほ
ど
「
創
造
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
が
、「
創
発
」
（20）

と
い
う
語
が
も
つ

ニ
ュ
ア
ン
ス
も
添
え
て
お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
く
だ
り
を
こ
の
た
び
再
読
し
た
と
き
、
私
の
頭
に
は
、
西
田
幾
多
郎
の

「
純
粋
経
験
」
が
浮
か
ん
だ
。
西
田
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
個
人
あ
っ
て
経
験
あ

る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
」（『
善
の
研
究
』「
序
」、
一
九
一

一
・
一
、
弘
道
館
、
引
用
は
岩
波
文
庫
に
よ
る
）。
こ
れ
に
次
い
で
、
同
じ
西
田
の
こ
の

文
句
も
浮
か
ん
だ
。「
我
と
は
主
語
的
統
一
で
は
な
く
し
て
、
述
語
的
統
一
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
一
つ
の
点
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
円
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
物

で
は
な
く
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』、
一
九
二
七
・

一
〇
、
岩
波
書
店
）。
ま
た
こ
れ
は
、
蘇
峰
が
親
し
ん
だ
一
八
世
紀
英
国
思
想
（21）
の

な
か
の
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
次
の
よ
う
な
見
解
に
も
通
じ
る
も
の
が

あ
る
と
思
う
。「
人
間
と
は
、〔
実
の
と
こ
ろ
〕
想
い
も
及
ば
な
い
迅
さ
で
次
々
に

継
起
す
る
・
久
遠
の
流
転
と
動
き
と
の
裡
に
あ
る
・
様
々
な
知
覚
の
束
な
い
し
集

合
に
過
ぎ
な
い
」。「〔
譬
え
て
言
え
ば
〕
心
と
は
一
種
の
劇
場
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
い
く
つ
も
の
知
覚
が
次
々
に
出
現
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
通
り
過
ぎ
、
舞

い
戻
り
、
辷

〔
す
べ
〕り
去
り
、
更
に
ま
た
淆
雑
し
て
無
限
に
多
様
な
情
勢
及
び
状
況
を
作

り
出
す
」（『
人
性
論
』、
一
七
九
三
、
引
用
は
岩
波
文
庫
に
よ
る
）。
西
田
に
し
て
も

ヒ
ュ
ー
ム
に
し
て
も
、
自
己
存
在
を
能
動
的
な
主
体
で
は
な
く
、
経
験
の
宿
る

「
場
所
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
「
意
志
」

や
「
心
理
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
行
動
」
と
い
う
結
果
に
結
び
つ
く
（
主
語
的
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統
合
）
の
で
は
な
い
。
自
己
と
は
、
述
語
の
束
、
あ
る
い
は
知
覚
の
束
と
し
て
見

出
さ
れ
る
も
の
（
述
語
的
統
合
）
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
本

来
、
具
体
・
直
接
的
な
「
環
境
」
と
相
即
不
離
の
も
の
で
あ
る
。

　

話
は
少
し
逸
れ
る
が
、
蘇
峰
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
は
、
そ
れ
が
「
私
」

と
い
う
「
場
所
」
に
お
い
て
「
涌
く
」「
宿
る
」「
閃
く
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

で
、
中
動
態
の
議
論
に
接
続
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
る
。『
中
動
態
の
世

界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』（
二
〇
一
七
・
四
、
医
学
書
院
）
の
な
か
で
國
分
功
一

郎
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
以
下
の
文
を
引
い
て
「
中
動
態
」
を

説
明
し
て
い
る
。「
能
動
で
は
、
動
詞
は
主
語
か
ら
出
発
し
て
、
主
語
の
外
で
完

遂
す
る
過
程
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
立
す
る
中
動
で
は
、
動
詞
は
主
語

が
そ
の
座
と
な
る
よ
う
な
過
程
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
語
は
過
程
の
内
部

に
あ
る
」。
ま
た
同
書
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
る
。

　

中
動
態
は
、
主
語
が
「
す
る
」
の
か
「
さ
れ
る
」
の
か
を
問
う
能
動
対
受
動

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
は
な
く
、
主
語
が
過
程
の
内
に
あ
る
の
か
外
に
あ
る

の
か
を
問
う
別
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
っ
た
。
な
ら
ば
そ
の
中
動
態
が
、
過
程
を
実
現
す
る
力
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の

内
に
宿
し
て
い
る
こ
と
は
別
に
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
。（
中
略
）
そ
う
す
る

と
中
動
態
は
、
主
語
を
座
と
し
て
「
自
然
の
勢
い
」
が
実
現
さ
れ
る
様
を
指
示

す
る
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
自
発
の
表
現
は
、
そ
の
「
勢

い
」
の
う
ち
、「
自
然
」
の
部
分
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
表
現
だ
と
言
え
よ
う
。

　

　

こ
れ
ら
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
蘇
峰
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
が
、
同

時
代
に
お
い
て
ど
う
受
容
さ
れ
た
の
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
の
同
時
代
受
容
に
つ
い
て
は
、
北
村
透
谷
「
内
部

生
命
論
」（
一
八
九
三
・
五
、『
文
学
界
』）
が
有
名
だ
が
（22）

、
こ
こ
で
は
、
花
袋
と

同
じ
く
自
然
主
義
作
家
の
一
人
で
あ
る
国
木
田
独
歩
の
若
き
日
の
日
記
『
欺
か
ざ

る
の
記
』
に
見
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
参
照
し
て
み
た
い
。

　

一
八
九
三
年
二
月
二
五
日
、
こ
の
前
日
に
徳
富
蘇
峰
の
も
と
を
訪
れ
た
独
歩

は
、
そ
の
印
象
を
「
自ア

ク
チ
ー
ブ

動
的
、
受パ

ツ
シ
ー
ブ

動
的
」
と
自
ら
題
し
た
日
記
に
こ
う
書
き
綴
っ

た
。

　

自
動
的
な
る
と
受
動
的
な
る
と
は
、
極
め
て
微
妙
な
る
心
理
作
用
に
由
り
て

分
か
る
ゝ
と
雖
も
、
已す

で

に
分
か
る
ゝ
以
上
は
其
の
差
は
又
た
非
常
な
り
、
蘇
峯

云
ふ
、
心
、
自
動
的
と
な
る
と
き
は
物
に
没
せ
ら
る
ゝ
事
な
し
と
。（
中
略
）
徳

を
建
て
、
事
を
成
す
者
、
必
ず
自
動
的
な
り
。（
中
略
）
一
言
以
て
之
を
尽
せ
ば

自
動
的
の
人
は
、
自
ら
務
め
自
ら
進
ん
で
天
来
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
感

得
す
る
の
人
な
り
、
一ひ

と
た度
び
感
得
し
て
失
は
ざ
る
の
人
也
。
（23）

　

何
よ
り
目
を
引
く
の
は
、
独
歩
が
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
を
「
自
動
的
」

な
「
心
理
作
用
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
蘇
峰
が
説
く
と
こ
ろ
の

「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
は
、
な
る
ほ
ど
「
自

オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク

動
的
」
で
あ
る
。
意
志
や
理
性

が
自
己
を
制
御
す
る
の
で
は
な
く
、
環
境
に
触
発
さ
れ
た
自
己
が
ひオ

ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク

と
り
で
に
、

自お
の

ず
か
ら
然し

か

ら
し
む
ま
ま
に
作
動
し
て
い
る
よ
う
な
さ
ま
が
展
開
さ
れ
て
い
た
か
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三
七

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
捉
え
か
た
に
よ
っ
て
は
「
没
入
」
ま
た
は
「
自
失
」
の
状

態
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
る
に
蘇
峰
＝
独
歩
は
そ
う
は
捉
え
て
い
な
い
。
逆

に
、「
心
、
自
動
的
と
な
る
と
き
は
物
に
没
せ
ら
る
ゝ
事
な
し
」
と
断
じ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
自
動
的autom

atic

」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
自

然
の
勢
い
」
に
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
自
己
が
活
き
て
い
る

0

0

0

0

0

状

態
（a

ア
ク
チ
ー
ブ

ctive

）
（24）

で
あ
っ
て
、「
受パ

ツ
シ
ー
ブ

動
的
」
と
は
対
極
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
独

歩
は
蘇
峰
か
ら
、
主
体
の
消
し
か
た
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

独
歩
こ
そ
が
、《
自
己
＝
人
間
＝
人
類
＝
自
然
（
＝
宇
宙
）》
と
い
う
成
層
的
な

（
類
と
種
と
の
）
枠
組
み
の
な
か
で
自
己
存
在
を
捉
え
、
花
袋
に
多
大
な
示
唆
を
与

え
た
人
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

昨
日
午
前
「
自
然
」
に
就
き
考
究
す
る
所
あ
り
。
ウ
オ
ー
ズ
ウ
オ
ー
ス
の
詩

を
唱
す
。
自
然
を
思
ふ
て
人
生
を
思
ひ
、
人
生
を
思
ふ
て
自
然
を
思
ひ
、
而
し

て
人
間
を
思
ふ
、
実
に
之
れ
ウ
オ
ー
ズ
ウ
オ
ー
ス
の
詩
想
の
粋
な
り
。
彼
に
在

り
て
は
自
然
の
意
と
人
生
の
義
と
決
し
て
分
離
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
草

花
、
雲ひ

ば
り雀

、
泉せ

ん
り
ゅ
う流

、
平
野
、
胡
蝶
、
虹こ

う
げ
い蜺

悉
く
神
の
黙
示
た
り
人
生
の
秘
奥
た

る
也
。
吾
亦
近
来
思
ふ
て
自
然
に
対
す
る
蓋
し
ウ
オ
ー
ズ
ウ
オ
ー
ス
の
境
に
遠

か
ら
ざ
る
に
至
り
た
る
を
信
ず
。
自
然
！　

今
は
意
味
深
き
者
と
な
り
ぬ
。
吾

を
自
然
の
中
に
見
出
す
を
得
た
り
。（
中
略
）
自
然
。
人
生
。
神
。
悉
く
吾
に
在

り
て
融
化
す
る
処
を
得
た
る
と
信
ず
。（『

欺
か
ざ
る
の
記
』、
一
八
九
三
・
九
・
一
二
）

　

独
歩
の
自
然
主
義
に
つ
い
て
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
影
響
の
元
に
語
ら
れ
る
の
が

定
型
で
あ
る
が
、「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
か
ら
の
強
烈
な
啓

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
示
も
付
け
加
え

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
宇
宙
ほ
ど
不
思
議
な
る
は
あ
ら
ず
、
は
て
し
な
き
の
時
間
と
、
は
て
し

な
き
の
空
間
、
凡
百
の
運
動
、
凡
百
の
法
則
、
生
死
、
而
て
小
さ
き
星
の
一
な

る
此
地
球
に
於
け
る
人
類
、
其
歴
史
、
げ
に
此
わ
れ
の
生
命
ほ
ど
不
思
議
な
る

は
な
か
る
べ
し
。
こ
れ
誰
も
知
る
処
な
り
、
而
て
千
百
億
人
中
、
殆
ん
ど
一
人

た
り
と
も
此
不
思
議
を
痛
感
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
我
が
願
は
絶
え
ず

此
強
き
感
情
の
う
ち
に
あ
ら
ん
こ
と
な
り
。
（25）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
国
木
田
独
歩
「
岡
本
の
手
帳
」、
一
九
〇
六
・
六
、『
中
央
公
論
』）

　

ち
な
み
に
蘇
峰
は
、「
外
物
を
そ
の
儘
に
写
す
」
こ
と
を
「
写
真
」
と
呼
び
、

そ
れ
を
あ
る
べ
き

0

0

0

0

「
観
察
」
と
区
別
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。「
観
察
は
写
真

に
あ
ら
ず
。
若
し
雲
烟
一
抹
に
看
過
せ
ば
、
人
は
写
真
器
械
に
て
足
れ
り
」。「
神

知
霊
覚
の
作
用
は
、
唯
だ
神
知
霊
覚
を
以
て
悟
了
す
可
き
の
み
。（
中
略
）
赤
心
を

以
て
観
る
の
み
」（「
観
察
」、
一
八
九
三
・
四
、『
国
民
之
友
』）。「
赤
心
＝
醇
粋
」
を

以
て
〈
宇
宙
＝
自
然
〉
と
交
感
す
る
姿
勢
こ
そ
が
「
観
察
」
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
北
村
透
谷
は
、
蘇
峰
の
「
観
察
」
論
を
承
け
つ
つ
、「
内
部
の
生
命
」

を
「
観
察
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
内
観
」
が
「
宇
宙
の
精
神
」
に
通
じ
る
回
路

だ
と
も
言
っ
て
い
る
（「
内
部
生
命
論
」）。
彼
ら
の
毅
然
と
し
た
物
言
い
は
、「
写

真
」
的
な
見
方
が
決
し
て
自
然
な

0

0

0

も
の
で
は
な
く
、
制
度
的
な
も
の
で
し
か
な
い
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こ
と
（26）

を
対
象
化
し
得
て
い
る
と
思
う
（『
小
説
神
髄
』
的
な
世
界
認
識
と
の
差
異
は

明
白
で
あ
る
）。

五　
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
は
、
川
端
康
成
に
見
ら
れ
た
前
衛
的
な
表
現
手
法
、
す
な
わ
ち
、

「
自
然
の
内
に
私
が
あ
る
。
私
の
内
に
自
然
が
あ
る
」
と
い
う
思
想
が
、
彼
が
批

判
的
に
取
り
上
げ
た
自
然
主
義
の
な
か
（27）

に
も
、
さ
ら
に
遡
っ
て
、
徳
富
蘇
峰
・

国
木
田
独
歩
の
な
か
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
つ

ま
り
そ
れ
は
、
日
本
近
代
文
学
の
表
現
史
の
な
か
で
連
綿
と
、
あ
る
い
は
間
欠
的

に
追
究
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
独
歩
も
、
花
袋
も
、
川
端
も
、

そ
う
し
た
表
現
史
の
な
か
で
の
一
結
束
点
と
し
て
相
対
化
し
つ
つ
評
価
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
川
端
の
事
例
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と

が
し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
に
あ
る
と
思
う
。「
こ

う
し
た
歴
史
」
と
は
、
自
ら
の
立
場
を
カ
ッ
コ
に
括
っ
て
、
対
象
を
特
権
的
な
立

場
か
ら
観
察
す
る
態
度
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
乗
り
越
え
ら
れ
よ
う
と
し
て

き
た
と
い
う
歴
史
や
蓄
積
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
方

法
的
な
試
み
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
繰
り
返
し
思
い
起
こ
し
、

「
い
ま
」
の
文
脈
に
即
し
て
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
特
権
的
な
視
座
を
消
去
し
よ
う
と
す
る
表
現
的
実
践
を
、「
主
語

を
消
す
」「
主
体
を
消
す
」
と
呼
ん
で
き
た
が
、
よ
り
精
確
に
い
え
ば
そ
れ
は
、

「
消
す
」
の
で
は
な
く
、
別
の
も
の
に
転
換
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
別
の

も
の
と
は
「
知
覚
」
や
「
行
動
」、「
感
情
」
と
い
っ
た
「
述
語
」（
中
動
態
の
議
論

に
即
し
て
言
え
ば
「
動
詞
」
で
あ
る
）
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
「
主
体
」
と
呼
ん
で
き
た
も
の
を
、
述
語
の
束
に
還
元
す
る
こ
と
。

お
の
お
の
の
「
場
所
」
に
還
す
こ
と
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
「
意
志
」
や
「
理

性
」
と
呼
ん
で
き
た
内
在
的
な
も
の
を
、「
行
動
」
す
な
わ
ち
環
境
と
の
直
接
・

連
続
的
な
接
触
面
に
連
れ
出
す
こ
と
で
も
あ
る
。
主
語
の
も
と
に
構
想
さ
れ
て
き

た
同
一
性
を
、
述
語
的
な
動
き
や
変
化
の
面
か
ら
捉
え
か
え
す
こ
と
で
あ
る
。

　

生
態
学ecology

的
な
認
識
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
、
偶
然
性
に
満
ち
た
環
境

の
内
部
に
い
て
、
環
境
に
働
き
か
け
、
環
境
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
な
が
ら
、
不
断

に
自
己
を
つ
く
り
続
け
る
存
在
で
（
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
自
然
界
の
他
の
生
物
と
同
じ

で
）
あ
る
（28）

。
環
境
か
ら
の
働
き
か
け
と
は
「
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
」
の
こ
と
で

あ
る
が
、
環
境
の
な
か
で
人
は
、
身
の
周
り
の
種
々
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
に
対
す

る
セ
ン
サ
ー
を
働
か
せ
、
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
を
微
調
整
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
創
発
的

に
自
己
を
編
成
し
て
い
く
こ
と
を
し
て
い
る
（29）

。
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
身
体
的

な
営
み
に
言
語
表
現
を
寄
り
添
わ
せ
て
い
く
の
が
、
小
説
家
（
や
詩
人
）
の
仕
事

だ
と
言
え
る
。
そ
こ
で
小
説
の
語
り
は
、
環
境
と
の
接
触
面
を
基
点
に
し
な
が

ら
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
力
に
よ
っ
て
自
己
及
び
世
界
を
再
構
築
し
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
言
い
か
た
を
す
る
と
、
い
っ
た
い
そ
ん
な
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
な

の
か
（
言
語
表
現
の
不
可
能
性
）
と
い
っ
た
議
論
に
な
り
が
ち
だ
が
、
結
論
を
急
が

ず
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
可
能
性
が
模
索
・
実
践
さ
れ
た
の
か
を
、
小
説
表
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三
九

現
が
宿
る
「
場
所
」
に
即
し
つ
つ
、
歴
史
的
に
検
証
す
る
作
業
が
必
要
だ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
歴
史
は
、
必
ず
し
も
発
展
史
的
な
も
の
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
い
ま

し
ば
ら
く
、〈
自
然
〉
を
視
座
に
据
え
つ
つ
、
近
代
小
説
文
体
の
確
立
期
の
動
き

を
追
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注

１　

類
例
を
挙
げ
て
お
く
。「
個
人
の
死
か
ら
人
間
を
救
出
す
に
は
、
個
人
と
他

の
個
人
、
一
人
の
人
間
と
外
界
の
万
物
と
の
境
界
線
を
曖
昧
に
暈
す
こ
と

が
一
番
い
い
ら
し
い
。
そ
れ
な
ら
種
族
の
死
か
ら
人
間
を
救
ふ
に
は
、
人

間
族
と
他
種
族
、
人
間
と
猿
、
人
間
と
鶯
、
人
間
と
鳳
蝶
、
更
に
進
ん
で

人
間
と
植
物
、
人
間
と
無
生
物
、
人
間
と
水
の
や
う
な
液
体
、
人
間
と
空

気
の
や
う
な
気
体
と
の
境
界
線
を
曖
昧
に
暈
す
こ
と
が
一
番
い
い
の
で
あ

ら
う
か
」（
川
端
「
永
生
不
滅
」、
一
九
二
五
・
一
、『
文
章
倶
楽
部
』）。
な

お
、
川
端
に
お
け
る
「
萬
物
一
如
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
羽
鳥
徹
哉
「
川

端
康
成
と
万
物
一
如
・
輪
廻
転
生
思
想
」（『
作
家
川
端
の
基
底
』、
一
九
七

九
・
一
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
を
参
照
。

２　

同
様
の
主
客
モ
デ
ル
は
、
明
治
三
〇
年
代
の
「
写
生
文
」
運
動
に
お
い
て
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
藤
淳
に
よ
れ
ば
、
こ
の
写
生
文
こ
そ
が
「
一
種

透
明
な
記
号
」
を
目
指
し
た
文
章
実
践
で
あ
り
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
起
源
」

で
あ
る
（『
リ
ア
リ
ズ
ム
の
源
流
』、
一
九
八
九
・
四
、
河
出
書
房
新
社
）。

３　

た
と
え
ば
、『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
四
巻
「
事
項
」
に
お
け
る
「
写

実
主
義
」
の
解
説
（
田
中
保
隆
）。

４ 

「
だ
か
ら
、
写
生
を
私
の
鼓
吹
し
た
の
は
、
平
面
ば
か
り
を
撫
で
ゝ
書
い
て
居

る
や
う
な
も
の
を
勧
め
た
訳
で
は
な
い
。
立
体
を
描
き
始
め
る
に
は
、
卑

近
な
平
面
描
写
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
そ
れ
で
先
づ
眼
に
入

る
も
の
か
ら
御
書
き
な
さ
い
と
言
つ
た
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
平
面
的
写
生

文
と
言
ふ
や
う
な
一
種
の
型
に
入
る
な
ど
は
情
け
な
い
こ
と
だ
」（「
写
生

と
い
ふ
こ
と
」、
一
九
〇
七
・
七
、『
文
章
世
界
』）。「
平
面
描
写
」
に
か
か

る
論
点
に
つ
い
て
は
、
和
田
謹
吾
『
描
写
の
時
代̶

ひ
と
つ
の
自
然
主
義

文
学
論̶

』（
一
九
七
五
・
一
一
、
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
）
を
参
照
。

５ 

「
生
の
合
評
」（
一
九
〇
九
・
一
・
一
七
、『
読
売
新
聞
』）
に
お
け
る
柳
田
国

男
の
評
。

６　

平
塚
徹
「
自
由
間
接
話
法
と
は
何
か
」（
平
塚
編
『
自
由
間
接
話
法
と
は
何

か　

文
学
と
言
語
学
の
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
』、
二
〇
一
七
・
二
、
ひ
つ
じ
書
房
）

を
参
照
。

７　

自
由
間
接
話
法
の
「
二
声
仮
説
」
に
相
当
す
る
。

８　

拙
著
『
自
然
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』（
二
〇
〇
八
・
二
、
双
文
社
出
版
）
の

序
章
お
よ
び
第
六
章
で
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
。

９　

佐
藤
健
児
「『
雪
国
』
の
冒
頭
に
隠
さ
れ
た
も
の
」（
二
〇
二
一
・
三
、『
人

文
学
研
究
』）
が
研
究
史
を
要
約
し
て
い
る
。

10　

感
情
移
入
美
学
に
つ
い
て
は
、
権
藤
愛
順
「
明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美

学
の
受
容
と
展
開̶

「
新
自
然
主
義
」
か
ら
象
徴
主
義
ま
で
」（
二
〇
一
一
・

三
、『
日
本
研
究
』）
を
参
照
。

11　

仏
語
。
そ
れ
自
身
の
法
則
で
、
自
ず
か
ら
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
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「
自
然
（
じ
ね
ん
）」
の
思
想
に
よ
れ
ば
、
人
間
存
在
は
自
ず
か
ら
然
ら
し

む
ま
ま
の
万
物
の
流
れ
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
る
。
老
荘
思
想
の
「
無
為
自

然
」
も
同
様
。
花
袋
が
用
い
る
〈
自
然
〉
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的

な
用
例
に
近
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
、
主
に
国
木
田
独
歩
経
由
の
ワ
ー
ズ

ワ
ス
や
エ
マ
ソ
ン
の
思
想
、
森
鷗
外
経
由
の
ハ
ル
ト
マ
ン
や
フ
ォ
ル
ケ
ル

ト
の
美
学
（
感
情
移
入
美
学
）
な
ど
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
拙
著
『
自
然

と
人
生
と
の
あ
い
だ　

自
然
主
義
文
学
の
生
態
学
』（
二
〇
二
二
・
一
、
春

風
社
）
の
序
章
と
第
八
章
と
で
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
。

12　

自
由
間
接
言
説
の
構
造
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、《
語
り
手
の
自
己
＝
主

人
公
の
自
己
＝
人
間
＝
自
然
》
と
な
る
か
。

13 『
自
然
と
人
生
と
の
あ
い
だ
』
序
章
（
注
11
参
照
）。

14 『
古
代
研
究
』
第
一
部
民
俗
学
篇
第
二
（
一
九
三
〇
・
六
、
大
岡
山
書
店
）

15 

「
自
然
」
は
、
伝
統
的
な
「
自
然
（
じ
ね
ん
）」
とnature
の
訳
語
「
自
然

（
し
ぜ
ん
）」
と
が
縒
り
合
わ
さ
っ
て
成
り
立
っ
た
近
代
語
。「
人
生
」
も
、

life

（
命
、
生
命
、
一
生
、
生
涯
、
人
生
）
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ

と
で
特
別
の
意
味
を
背
負
っ
た
近
代
語
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
（
拙
著
『
自

然
と
人
生
と
の
あ
い
だ
』
第
二
章
参
照
）。

16　

以
下
、
拙
稿
「
自
然
と
同
化
せ
よ̶

徳
富
蘇
峰
、
経
済
と
文
学
と
の
交
叉

点̶

」（
二
〇
二
三
・
三
、『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
創
造
表
現
学
部
篇
』）
で

論
じ
た
内
容
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

17　

inspire

の
原
義
は
「
中
に
（in

）
吸
い
込
む
（spire

）」
で
あ
る
か
ら

（『
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
辞
典
』）、inspired

は
対
象
の
側
に
自
己
が
（
不
意
に
）

吸
い
込
ま
れ
る
経
験
を
表
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
こ
で
も
主
体
が

消
え
る
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
。

18　

こ
の
「
大
皇
帝
」
は
「
上
帝
」、
す
な
わ
ち
天
上
に
あ
る
万
物
の
主
宰
者
を

指
す
。

19　

ル
ソ
ー
『
告
白
』
の
原
典
に
は
「
胡
蝶
」
の
比
喩
は
出
て
こ
な
い
。
蘇
峰
の

創
意
か
。
だ
と
し
た
ら
、
蘇
峰
は
お
そ
ら
く
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
「
胡

蝶
の
夢
」
の
記
事
を
思
い
描
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

20　

シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
る
個
々
の
要
素
に
は
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
性
質

が
、
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
現
す
る
こ
と

（『
広
辞
苑
』
第
六
版
）。

21　

バ
ジ
ル
・
ウ
イ
リ
ー
『
十
八
世
紀
の
自
然
思
想
』（
三
田
博
雄
ほ
か
訳
、
一

九
七
五
・
八
、
み
す
ず
書
房
）
参
照
。

22 

「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
信
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
真
正
の
人
性
人
情

を
知
る
も
の
あ
ら
ん
や
」（「
内
部
生
命
論
」）。

23　

引
用
は
『
定
本 

国
木
田
独
歩
全
集
』
第
六
巻
（
一
九
六
四
・
九
、
学
習
研

究
社
）
に
よ
る
。

24　

act

の
原
義
は
「
行
う
、
動
か
す
」
↓
〈
車･

機
械･

器
官
な
ど
が
〉(

正

常
に)

動
く:

〈
物
が
〉〔
…
の
〕
働
き
を
す
る
。（『
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
辞

典
』）。「
車･

機
械･

器
官
な
ど
」
が
十
全
に
機
能
し
て
い
るactive

な
状

態
は
、
シ
ス
テ
ム
（
指
示
系
統
）
の
側
か
ら
見
れ
ば
「
受
動
」
で
あ
る
が
、

各
々
個
体
の
存
在
の
位
相
に
お
い
て
は
「
能
動
」
で
あ
る
よ
う
な
存
在
の

あ
り
か
た
（「
場
所
」
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）
を
示
し
て
い
る
。
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主
語
の
消
し
か
た
（
永
井
聖
剛
）

四
一

25　

こ
う
し
た
独
歩
の
書
き
ぶ
り
が
、「
天
然
と
同
化
せ
よ
」
と
説
く
蘇
峰
の
系

譜
に
直
接
連
な
る
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
。

然
れ
ど
も
上
帝
は
高
、
高
、
高
。
大
、
大
、
大
。
幽
、
幽
、
幽
。
天
路

冥
々
と
し
て
其
の
縁
な
き
に
困
む
。
頼さ

い
わ
ひ
に
天
然
あ
り
、
中
間
に
立
て

人
間
を
紹
介
し
て
上
帝
に
近
か
し
む
。
吾
人
は
上
帝
を
知
る
能
は
ず
、

又
た
見
る
能
は
ず
、
又
た
測
る
能
は
ず
。
然
れ
ど
も
宇
宙
の
大
な
る
を

見
れ
ば
、
以
て
上
帝
の
大
な
る
を
察
す
可
く
、
日
月
星
辰
の
遠
且
つ
幽

な
る
を
見
れ
ば
、
上
帝
の
遠
且
つ
幽
な
る
を
察
す
可
く
、
延
て
一
木
一

石
、
一
花
、
一
草
の
微
と
雖
も
、
苟
も
黙
思
潜
念
す
れ
ば
、
上
帝
と
人

間
と
の
紹
介
者
た
ら
ざ
る
は
な
く
、
所
謂
彼
の
ウ
オ
ー
ヅ
ウ
オ
ル
ス
が

警
句
の
如
く
無
名
の
野
花
さ
へ
も
、
涙
に
余
る
程
の
深
念
を
与
る
も
の

な
り
。
天
然
の
人
に
及
ぼ
す
勢
力
も
亦
た
大
な
ら
ず
や
。（「
天
然
と
同

化
せ
よ
」、
一
八
九
〇
・
四
・
一
三
、『
国
民
新
聞
』）

26　

遠
近
法
的
な
等
質
空
間
が
人
間
の
直
接
的
経
験
・
知
覚
と
一
致
す
る
こ
と
の

な
い
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー

『〈
象
徴
形
式
〉
と
し
て
の
遠
近
法
』（
一
九
九
三
・
一
〇
、
哲
学
書
房
）
を

参
照
。
な
お
、
Ｊ
・
Ｊ
・
ギ
ブ
ソ
ン
も
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
の
画
家
達
が
透
視
画
法
的
表
現
方
法
を
発
見
し
た
と
き
、
そ
の
方
法
を

彼
ら
が
人
工
的
遠
近
法
と
名
づ
け
た
の
は
正
し
い
」（『
生
態
学
的
視
覚
論
』、

古
崎
敬
訳
、
一
九
八
六
・
三
、
サ
イ
エ
ン
ス
社
）。
ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
抽
象
空
間
」
が
「
点
」
か
ら
成
っ
て
い
る
の
に
対
し
、「
生
態
学
的
空
間
」

は
「
場
所
」
あ
る
い
は
「
空
間
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

27　

こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、〈
自
然
〉
主
義
の
作
家
と
し
て
、
岩
野

泡
鳴
の
存
在
も
数
え
あ
げ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
泡
鳴
は
こ
う
言
っ

て
い
る
。「
わ
れ
な
る
も
の
は
、
宇
宙
と
い
ふ
大
空
明
を
遊
動
し
て
居
る
の

で
、
宇
宙
そ
の
物
に
も
な
る
し
、
ま
た
憚
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
勝
手

次
第
に
変
形
す
る̶

̶

物
質
と
も
な
り
、
官
能
と
も
な
り
、
思
想
と
も
な

り
、
理
法
、
心
霊
と
も
な
る
。（
中
略
）
萬
物
は
す
べ
て
循
環
し
て
居
る
の

で
、
環
の
一
部
分
に
留
ま
れ
ば
一
部
分
が
現
じ
、
環
の
全
体
に
触
は
れ
ば

全
体
が
現
ず
る
」（『
神
秘
的
半
獣
主
義
』、
一
九
〇
六
・
六
、
佐
久
良
書

房
）。
な
お
、
小
稿
で
扱
っ
た
同
時
代
言
説
の
ほ
と
ん
ど
が
〈
自
然
〉
と

〈
宇
宙
〉
と
を
提
喩
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
背
景
や
由
来
と

に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

28　

こ
こ
で
い
う
「
生
態
学ecology

」
と
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
『
生
態
学
的
視
覚
論
』

（
注
26
）、
お
よ
び
、
ギ
ブ
ソ
ン
理
論
を
も
と
に
生
態
学
的
現
象
学
を
展
開

す
る
河
野
哲
也
（『
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
心
の
哲
学
―
ギ
ブ
ソ
ン
の
実
在
論
か

ら
』（
二
〇
〇
三
・
六
、
勁
草
書
房
）
な
ど
）
の
定
義
に
基
づ
い
て
い
る
。

29　

中
動
態
と
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
理
論
の
接
続
の
具
体
例
と
し
て
、
國
分
功
一

郎
・
熊
谷
晋
一
郎
『〈
責
任
〉
の
生
成
―
中
動
態
と
当
事
者
研
究
』（
二
〇

二
〇
・
一
二
、
新
曜
社
）
が
あ
る
。

〔
付
記
〕
小
稿
は
、
Ｔ
Ｃ
Ｓ
セ
ミ
ナ
ー
第
15
回
「「
自
然
」
と
「
作
家
」
の
あ
い
だ

―
人
間
主
体
を
乗
り
越
え
る
表
現
の
可
能
性
―
」（
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
九

日
、
名
古
屋
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
本
文
引
用
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二

に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
、
旧
字
を
新
字
に
あ
ら
た
め
、
ル
ビ
・
記
号
等
は
適
宜

省
略
し
た
。
な
お
、
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
課
題
番
号20K

00325

）

の
助
成
に
よ
る
成
果
を
含
む
も
の
で
あ
る
。




