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《
翻
刻
》

日
本
近
代
文
学
館
所
蔵

織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」
原
稿
・

無
題
原
稿
四
点
・
反
故
原
稿
一
点勝

倉
明
以

【
凡
例
】

 

・ 

原
則
と
し
て
、
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
た
が
、
仮
名
遣
い
は
原
文
に

従
っ
た
。

 

・ 

改
行
は
、
原
則
と
し
て
織
田
の
も
の
に
従
っ
た
。

 

・ 

注
釈
に
「
鉛
筆
書
き
」
等
が
書
か
れ
て
い
な
い
文
字
は
、
ペ
ン
字
で
書
か
れ
て

い
る
こ
と
を
指
す
。

 

・ 

原
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
織
田
直
筆
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
は
、

《
1
》《
2
》
と
言
っ
た
表
記
で
示
し
た
。《
1
》
は
、
原
稿
用
紙
に
「
1
」
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

 

・ 

本
原
稿
の
行
間
は
、
原
則
と
し
て
織
田
が
空
白
行
と
し
て
表
し
た
行
数
分
空
け

た
。
た
だ
し
、
原
稿
用
紙
冒
頭
と
末
尾
の
空
白
行
は
翻
刻
文
に
は
載
せ
ず
、
詳

細
を
注
釈
に
明
記
し
た
。

 

・ 

本
文
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「 

」（ 

）
の
二
種
類
の
記
号
に
関
し
て
は
織
田
作

之
助
の
用
い
た
表
記
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
記
号
は
、
次
の
方

針
に
基
づ
い
て
新
た
に
用
い
た
。

〈 

〉
→ 

加
筆
さ
れ
た
表
現
を
示
す
。
削
除
箇
所
の
訂
正
や
挿
入
の
た
め
に
、
行

間
や
欄
外
に
書
き
加
え
ら
れ
た
表
現
を
示
す
。

［ 

］
→ 

削
除
さ
れ
た
表
現
を
示
す
。
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
文
字
も
可
能
な
限
り
表

記
し
た
。［〈 

〉］
は
加
筆
後
に
削
除
さ
れ
た
表
現
を
示
す
。

■  

→ 

判
読
不
可
能
な
文
字
を
示
す
。

 

・ 

「
所
蔵
番
号
」
と
は
、
日
本
近
代
文
学
館
に
お
け
る
所
蔵
番
号
の
こ
と
を
指
す
。

 

・ 

加
筆
の
仕
方
が
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
原
稿
用
紙
の
ど
の
部
分
に
書
か

れ
て
い
る
か
を
適
宜
記
し
た
。
詳
細
は
注
釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

・ 

日
本
工
業
規
格JIS S 5508:2010

に
お
け
る
規
格
の
通
り
、本
稿
で
は
「
け
い
」

と
は
、「
中
身
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
線
の
こ
と
。
筆
記
す
る
た
め
の
補
助
と
な
る

線
」
の
こ
と
を
指
す
。
同
じ
く
「
ま
す
け
い
」
と
は
、「
一
定
の
間
隔
で
た
て
よ

こ
直
角
に
交
わ
る
線
で
囲
ま
れ
た
け
い
、
又
は
そ
れ
が
連
続
に
並
ん
だ
も
の
」、

つ
ま
り
、
枡
目
の
こ
と
を
指
し
、「
添
削
け
い
」
も
「
ま
す
け
い
に
対
し
て
平
行

に
引
か
れ
た
添
削
・
漢
字
の
振
り
仮
名
な
ど
を
書
き
込
む
た
め
の
け
い
」
の
こ

と
を
指
す
。

 

・ 

本
稿
に
お
け
る
「
障
子
枡
」
と
は
、「
添
削
け
い
」
を
持
た
な
い
「
四
角
い
枡
目

だ
け
の
用
紙
」（
宗
像
和
重「
枡
目
の
近
代
―
「
原
稿
用
紙
」を
め
ぐ
っ
て
―
」『
近

代
文
学
草
稿
・
原
稿
研
究
事
典
』 

11
ペ
ー
ジ
、
日
本
近
代
文
学
館
、
２
０
１
５

年
2
月
）
の
こ
と
を
指
す
。

 

・ 

本
稿
に
お
け
る
「
欄
外
」
と
は
、「
け
い
」
や
「
ま
す
け
い
」、「
添
削
け
い
」
外

の
空
白
部
の
こ
と
を
指
す
。
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・ 

本
稿
は
、
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
織
田
作
之
助
直
筆
原
稿
五
点
と
反
故
原
稿

一
点
の
翻
刻
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」
原
稿
（
一
八
葉
）

所
蔵
番
号T

0052471

《
1
》

織
田
作
之
助
（
1
）

 

い
つ
か
私
が
将
棋
の
坂
田
三
吉
の
こ
と
を
小
説
に
書
い
た
時
、
ひ
と
び

と
は
私
と
い
ふ
人
間
を
知
ら
な
い
か
ら
、
私
を
専
問

（
マ
マ
）級

の
指
し
手
だ
と
思

つ
た
ら
し
く
、
当
時
私
の
棋
力
は
大
い
に
惧お

そ

れ
ら
れ
た
。〈
別
行
〉（
2
） 

読
者

《
3
》（
3
）

学
的
非
人
格
者
で
あ
る
と
〈
さ
へ
〉（
4
）
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　

志
賀
直
哉
の
文
学
も
秋
声
の
文
学
も
、
そ
の
出
現
当
時
は
〈
そ
れ
な
り

に
〉（
5
）
新
し
い
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
個
性
の
強
さ
と
天
［
■
］

恵
（
6
）
の
資
質
に
よ
つ
て
光
る
癖
の
多
い
文
学
で
も
あ
つ
た
。
と
こ
ろ

が
、［
こ
れ
ら
の
文
学
■
］
そ
の
作
品
［
が
古
典
と
な
つ
た
■
］
の
［
影

響
］〈
周
囲
に
形
成
さ
れ
て
行
つ
た
定
説
〉（
7
）
は
、〈
彼
等
の
〉（
8
）

新
し
さ
や
個
性
や
資
質
［
と
は
全
く
別
物
■
■
］
に
支
［
へ
ら
］〈
へ
ら
〉

（
9
）
れ
た
文
学
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
［
て
、
■
六
■
た
］〈
て
、〉（
10
）

標
準
型
文
学
、
文
学
の
手
本
［ 

、 

］
と
［ 「 

］
し
て
の
価
値
、（
11
）

《
20
》（
12
）

　

日
本
の
文
壇
と
い
ふ
も
の
は
、
一
刀
［
両
］
三
〈
拝
〉（
13
）
式
［
■
］

〈
の
〉（
14
）
心
境
［
小
説
と
し
て
の
］〈
的
〉（
15
）
私
小
説
の
発
達
に
数

十
年
間
の
努
力
を
集
中
［
し
て
来
た
や
う
な
も
の
で
、す
る
］〈
し
て
来
た
〉

（
16
）
こ
と
に
よ
つ
て
、
小
説
形
式
の
退
歩
に
大
い
な
る
貢
献
を
し
た
。

　

人
間
の
努
力
と
い
ふ
も
の
は
奇
妙
な
も
の
で
、
努
力
す
る
と
い
ふ
限
り

で
は
、
こ
こ
数
年
間
の
軍
官
民
は
そ
れ
ぞ
れ
［
そ
れ
］〈
莫
迦
は
莫
迦
〉

（
17
）
な
り
に
努
力
し
て
来
た
の
だ
が
、

《
23
》

ド
ツ
ク
ス
と
な
り
、
主
流
と
な
つ
た
こ
と
に
は
、
罪
は
あ
る
［
。］〈
と
断

言
し
て
憚
［
■
］
ら
な
い
。〉（
18
）
志
賀
直
哉
の
小
説
は
あ
く
ま
で
傍
流

の
小
説
で
あ
つ
て
、
小
説
の
本
道
を
行
く
も
の
で
は
な
い
。
小
説
と
い
ふ

も
の
は
、（
19
）

《
29
》

に
は
落
第
級
の
デ
ツ
サ
ン
［
力
］
力
し
か
持
つ
て
ゐ
な
い
。
美
術
学
校
へ
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は
い
つ
て
、
裸
体
の
デ
ツ
サ
ン
を
積
ま
な
け
れ
ば
、［
■
］
着
物
の
柄
一

つ
描
い
て
も
、〈
そ
れ
は
〉（
20
）
単
な
る
図
案
に
過
ぎ
な
い
。
日
記
か
随

筆
み
た
い
な
も
の
を
、
見
や
う
見
真
似
で
書
い
た
彼
等
の
作
品
が
小
説
と

し
て
通
る
や
う
で
は
、
近
代
小
説
の
道
は
遠
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な

文
壇
で
あ
る
か
ら
、
川
端
康
成
の
亜
流
［
作
品
］
が
朝
の
う
ち
に
五
十
枚

書
い
た
と
い
ふ
作
品
が
、［
■
字
面
■
］
枚
数
か
せ
ぎ
の
空
白
を
［
■
］〈
直

木
三
十
五
の
新
聞
小
説
よ
り
も
〉（
21
）
こ
し
ら
へ
た
ま

《
30
》

ま
［
■
］
雑
誌
に
の
り
、
同
級
の
女
流
新
人
と
共
に
［
■
］
量
的
に
は
流

行
作
家
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
新
人
を
酷
評
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
自
身
新
人
だ
。
謙
遜
で
い

ふ
の
で
は
な
い
。
た
つ
た
六
年
の
［〈
私
■
■
〉］（
22
）
文
壇
経
歴
し
か

持
た
な
い
私
は
、
後
輩
と
し
て
〈
は
〉（
23
）
数
人
の
新
人
し
か
数
へ
る

こ
と
が
出
来
ず
、
名
誉
教
授
、［
■
］
教
授
、
助
教
授
［
■
■
］
と
も
い

ふ
べ
き
先
輩
作
家
が
多
す
ぎ
て
、
万
年
講
師
で
終
い
さ
う
だ
。（
24
）
が
、

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。
私
が
自
分
を
新
人
で
あ
る
と
い
ふ
の

は
、
実
は
若
気
の
到
り
の
傲

《
31
》

慢
さ
で
あ
る
。
新
人
と
い
ふ
も
の
が
旧
人
へ
の
ア
ン
チ
［
エ
］
テ
エ
［
■
］

ゼ
で
あ
る
こ
と
を
條
件
と
す
る
な
ら
ば
（
25
）、
私
た
ち
の
ジ
エ
ネ
レ
ー

シ
ヨ
ン
〈
の
中
〉（
26
）
で
日
本
の
伝
統
的
小
説
へ
の
ア
ン
チ
テ
［
エ
］〈
テ
〉

（
27
）
エ
ー
ゼ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
日
夜
［
等
■
■
］
貧
弱
な
頭
脳
を

絞
っ
て
考
へ
、
汝
〈
は
〉（
28
）
所
詮
俗
悪
な
り
、
職
人
根
性
な
り
、
大

■
的
常
識
な
り
の
一
識
を
以
て
片
づ
け
〈
ら
れ
〉（
29
）
な
が
ら
も
、［
之
］

伝
統
的
完
成
や
文
学
老
年
的
リ
リ
シ
ズ
ム
や
文
学
青
年
的
モ
ラ
ル
観
等

［
と
の
結
び
つ
き
に
よ
つ
て
、］
の
化
粧
を
凝
ら
し
て
［
、］
批
評
家
と
の

見
合
い
の
席
に
出
掛
け
る
代

《
32
》

り
に
、
結
婚
の
相
手
は
自
分
で
見
つ
け
る
と
、
近
代
小
説
の
可
能
性
を
探

し
な
が
ら
［
一
応
］
孤
軍
奮
闘
し
て
ゐ
る
私
だ
け
が
、
わ
づ
か
に
新
人
で

は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
傲
慢
に
新
人
だ
と
言
ひ
切
る
た
め
に
は
、
私

は
こ
の
や
う
な
〈
性
急
な
〉（
30
）
エ
ツ
セ
イ
に
よ
ら
ず
、
作
品
の
中
に

含
ま
れ
た
ア
ン
チ
［
■
］
テ
エ
ゼ
の
可
能
性
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

日
本
の
伝
統
的
小
説
の
権
威
と
対
決
す
べ
き
で
あ
［
る
。］
ら
う
。
だ
か

ら
、
ま
づ
書
く
べ
き
は
［
、］
そ
の
や
う
な
作
品
で
あ
［
■
］
り
、
エ
ツ

セ
イ
な
ど
二
の
次
ぎ
な
の
だ
が
、
し
か
し
、（
31
）

《
33
》

敢
て
こ
の
［
や
］〈
や
〉（
32
）
う
な
エ
ツ
セ
イ
を
続
い
て
発
表
す
る
の
は
、
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今
後
小
説
を
書
い
て
行
か
う
と
す
る
若
い
人
達
に
与
へ
る
性
急
な
［
■
］

〈
忠
〉（
33
）
告
［
■
］〈
の
〉（
34
）
意
味
［
■
■
■
と
、
■
■
■
な
き
新

人
■
■
■
］〈
で
も
あ
り
、
ま
た
〉（
35
）
私
自
身
こ
［
れ
■
］
の
エ
ツ
セ

イ
を
背
水
に
［
■
■
］
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、［
■
■
■
■
■
］
捨
身
の

姿
勢
に
な
り
得
る
と
思
つ
た
［
の
］〈
か
ら
〉（
36
）
で
あ
る
。［
オ
ル
■

ソ
ド
ッ
ク
ス
の
権
威
■
■
■
■
■
■
■
ら
ん
■
］ （
37
）

　

最
近
■
■
フ
ラ
ン
ス
で
は
ジ
ユ
リ
ア
ン
・
バ
ン
ダ

《
34
》

が
ヴ
ァ
レ
リ
イ
、
ジ
イ
ド
等
の
大
家
を
完
膚
な
き
ま
で
に
罵
倒
し
て
ゐ
る

［
が
］〈
の
は
〉（
38
）、
新
興
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
一
つ
の
ヴ
イ
ヴ
［
■
］〈
イ

ツ
〉（
39
）
ド
な
傾
向
だ
が
、［
■
］
敗
戦
日
本
の
文
壇
は
、ま
だ
末
〈
期
の
〉

（
40
）
眼
が
黒
く
光
つ
た
ま
ま
に
沈
滞
し
却
つ
て
ゐ
る
。〈
む
り
に
〉（
41
）

大
家
を
罵
倒
す
る
必
要
は
な
い
し
、
日
本
の
礼
節
に
は
反
し
て
［
は
］
ゐ

る
し
、
先
輩
に
は
後
輩
の
礼
を
つ
く
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、〈
せ
め
て
〉

（
42
）
各
自
〈
の
頭
の
中
で
は
〉（
43
）
大
家
の
功
罪
論
は
書
か
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
日
本
の
［
伝
統
的
小
説
］〈
小
説
の
中
で
心
境
小
説
的
私
小
説
〉

（
44
）〈
が
〉（
45
）
占
め
て
来
た
［
定
説
的
権
威
］〈
最
高
的
〉（
46
）

《
35
》

の
位
置
に
対
し
て
は
、
今
日
こ
そ
疑
義
が
提
出
さ
る
べ
き
で
［
あ
る
。］

は
な
い
か
。
文
学
者
と
い
ふ
も
の
は
つ
ね
に
オ
ル
ソ
ド
ツ
ク
ス
へ
の
反
逆

者
で
あ
る
［
は
ず
］
筈
だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
や
う
に
多
く
の
古
典
［
が
］〈
を
〉

（
47
）
伝
統
と
し
て
持
つ
て
ゐ
る
国
で
す
ら
、
つ
ね
に
古
典
へ
の
反
逆
が

行
は
れ
、〈
老
〉（
48
）
大
家
の
オ
ル
ソ
ド
ツ
ク
ス
に
飽
き
足
ら
ぬ
ア
ヴ
ア

ン
ギ
ヤ
ル
ド
運
動
［
が
］
か
ら
百
一
人
目
の
新
人
が
が
飛
び
出
す
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
ジ
ユ
リ
ア
ン
・
バ
ン
ダ
は
ヴ
ア
レ
リ
イ
、
ジ
イ
ド
に
挑
戦

し
、
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア
リ
ス
ム
（
実
存
主
義
）（
49
）

《
36
》

を
提
唱
し
た
ジ
ヤ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
は
最
近
巴
里
で
機
関
紙
を
出

し
、
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア
リ
ス
ム
は
巴
里
の
地
下
鉄
で
も
流
行
語
と
な
つ

て
「
こ
の
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア
リ
ス
ム
め
！
」
と
い
ふ
風
に
使
は
れ
て
ゐ

る
［
。］
と
い
ふ
こ
と
だ
。
日
本
で
［
は
］
も
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
［
■
］

「
火
の
会
」
と
い
ふ
も
の
が
誕
生
し
た
が
、
こ
こ
に
は
［
■
］
オ
ル
ソ
ド

ツ
ク
ス
〈
へ
〉（
50
）
の
挑
戦
ら
［
し
］〈
し
〉（
51
）
い
も
の
は
何
一
つ

感
じ
ら
れ
ず
、
も
つ
と
も
ら
し
い
顔
が
権
威
の
前
に
平
伏
し
て
ゐ
る
だ
け

［
で
あ
る
］
の
現
状
で
は
、
新
し
い
文
学
運
動
が
そ
こ
か
ら
［
■
■
］



《翻刻》日本近代文学館所蔵織田作之助「可能性の文学」原稿・無題原稿四点・反故原稿一点81

《
37
》

発
生
す
る
機
運
も
未
だ
し
で
あ
る
。
見
渡
し
た
と
こ
ろ
、
老
大
家
の
二
番

煎
じ
が
魅
力
乏
し
い
権
威
を
持
つ
て
ゐ
る
ほ
か
に
は
、
公
式
［
的
］〈
主

義
の
〉（
52
）
批
評
家
の
評
論
の
中
に
［
チ
ラ
ホ
ラ
■
］
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム

だ
と
か
エ
ロ
文
学
だ
と
か
、
好
色
文
学
だ
と
か
い
ふ
言
葉
が
見
え
る
だ

け
で
あ
る
。〈
見
れ
ば
〉（
53
）
い
か
に
も
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
文
学
［
は

■
］〈
が
〉（
54
）
氾
濫
し
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
わ
づ
か
に
［
数
］〈
二
三
〉

（
55
）
人
の
作
家
が
つ
ね
に
攻
撃
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も

誰
も
そ
ん
な
も
の
を
書
い
て
ゐ
る
と
は
自
ら
思
つ
て
ゐ
な
い
。
私
も
そ
の

一
人
と
目

《
38
》

さ
れ
て
ゐ
る
が
、
私
自
身
私
の
作
品
が
［
煽
］〈
煽
〉（
56
）
情
的
効
能

が
あ
る
と
は
思
は
な
い
。
煽
情
的
［
で
あ
る
と
〈
の
〉（
57
）］〈
と
は
〉

（
58
）
即
ち
歌
麿
［
的
な
］
趣
味
に
チ
ラ
ホ
ラ
覗
か
せ
る
情
緒
［
■
］
描

写
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
私
は
そ
ん
な
も
の
を
覗
つ
て
［
は
］〈
は
〉

（
59
）
書
い
て
［
は
］
ゐ
な
い
。
私
は
た
だ
い
き
な
り
ヴ
エ
ー
ル
を
ひ
き

さ
い
て
、
肉
体
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
り
、
肉
体
を

描
く
こ
と
は
人
間
研
究
の
第
一
［
歩
］〈
段
階
〉（
60
）
で
あ
り
、
初
歩
の

初
歩
で
あ
る
。
し
か
し
、
絵
描
き
の
デ
ツ
サ
ン
研
究
も
ま
づ
裸
体
か
ら
は

じ
ま
る
。
裸
体
が
描
け
な
け
れ
ば
、
何

《
39
》

も
描
け
る
も
の
か
。
デ
ツ
サ
ン
の
研
究
を
怠
つ
た
挿
絵
専
門
の
画
家
の
挿

絵
は
、
一
応
美
し
く
描
か
れ
て
ゐ
る
が
、
三
十
六
相
そ
ろ
つ
た
美
人
［
画
］

が
美
し
く
着
飾
つ
て
も
、
案
外
魅
力
乏
し
く
中
身
は
空
つ
ぽ
で
あ
る
や
う

に
、
人
間
の
血
が
通
つ
て
ゐ
な
い
。（
61
）

《
61
》

日
本
の
〈
伝
統
的
〉（
62
）
小
説
は
だ
か
ら
、
俳
句
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
短

歌
の
リ
リ
シ
ズ
ム
［
■
］
に
支
へ
ら
れ
て
、
い
ち
は
や
く
造
形
美
術
的
完

成
の
境
地
に
逃
げ
こ
［
み
、（
63
）］〈
む
。〉（
64
）
た
と
へ
ば
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
が
ジ
ユ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
と
い
ふ
［
人
物
を
■
］〈
彼
自
身
の
〉（
65
）

可
能
性
［
■
■
■
■
■
］〈
で
あ
る
〉（
66
）
人
物
の
情
熱
［
を
、］
の
可

能
〈
性
〉（
67
）
を
描
く
よ
つ
て
、
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
ふ
思
想
を

追
究
［
■
■
］
し
た
（
68
）

《
62
》

美
術
的
完
成
の
境
地
に
逃
げ
込
［
む
こ
と
］
ま
う
と
す
る
文
学
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
等
は
た
だ
［
■
輪
］
老
境
に
憧
れ
、
年
輪
的
な
人
間
完
成

―
と
い
ふ
よ
り
、
渋
く
さ
び
た
老
枯
を
目
標
に
生
活
し
て
来
た
、
い
は

ゆ
る
生
活
の
総
決
算
［
の
文
学
で
あ
り
、］
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
［
て

来
］
た
文
学
で
あ
［
り
、］
る
。
い
は
ば
、
彼
等
の
文
学
の
最
高
境
地
と
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は
、
末
期
の
眼
の
文
学
で
あ
り
、
末
期
の
眼
を
彼
等
の
唯
一
の
可
能
性
と

す
る
限
り
、
も
う
そ
れ
は
人
間
の
生
の
可
能
性
を
否
定
し
た
や
う
な
も
の

で
、［
■
つ
ま
り
は
可
能
性
■
な
き
文
学
］

《
63
》

と
い
つ
て
も
差
し
支
へ
な
い
だ
ら
う
。
可
能
性
な
き
文
学
と
は
、
人
間

の
生
の
可
能
性
を
書
か
ず
、〈
彼
等
の
〉（
69
）
文
学
［
そ
れ
］
自
［
体
］

〈
身
〉（
70
）
の
［
可
］
発
展
［
を
■
■
］〈
の
〉（
71
）
可
能
性
［
を
］〈
も
〉

（
72
）
含
ま
ず
、
し
か
も
、
こ
こ
［
か
ら
］〈
に
〉（
73
）
は
［
新
し
い
文
学
］

〈
近
代
小
説
〉（
74
）〈
へ
〉（
75
）
の
可
能
性
は
［
■
■
］
皆
無
［
で
あ
る
。

■
■
］
だ
と
い
ふ
三
つ
の
理
由
を
兼
ね
て
ゐ
る
。（
76
）

織
田
作
之
助　

無
題
原
稿

「
秋
声
に
は
『
光
を
追
う
て
』
と
い
ふ
自
伝
的
長
篇
が
あ
り
…
」（
四
葉
）

所
蔵
番
号T

0052473

《
1
》

　
　
　
　
　

二
（
77
）

　

秋
声
に
は
「
光
を
追
［
ふ
］ 〈
う
〉（
78
）
て
」
と
い
ふ
自
伝
的
長
篇
が

あ
り
、
題
名
か
ら
察
す
る
と
、
如
何
に
も
秋
声
が
人
生
の
光
明
面
を
描
い

た
や
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
作
品
に
現
れ
た
光
は
た
だ
夜
光
虫
の
じ
め
じ

め
し
た
青
白
い
光
に
過
ぎ
ぬ
。
秋
声
は
己
れ
を
偽
っ
て
ま
で
太
陽
の
眩

し
い
光
線
を
追
ひ
も
し
な
け
れ
ば
当
て
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、

（
79
）
秋
声
は
秋
声
な
り
に
借
り
物
で
な
い
彼
の
肉
声
を
生
涯
変
る
こ
と

な
く
ポ
ソ
ポ
ソ
と
呟
い
て
来
た
作
家
で
あ
り
、
さ
う
し
た
秋
声
で
あ
れ
ば

こ
そ
〈
、〉（
80
）
最
後
の
作
品
に
つ
け
た
「
縮
図
」
と
い
ふ
題
名
が
ま

る
で
秋
声
の
発
明
し
た
造
語
の
や
う
な
イ
マ
ー
ジ
ユ
［
■
］ 〈［
を
］ 

を
〉

（
81
）
わ
れ
わ
れ
に
与
へ
る
の
で
あ
る
。

　

由
来
小
説
の
題
名
に
古
典
的
作
家
や
［
キ
リ
ス
ト
］〈
聖
者
の
〉（
82
）

詩
歌
や
文
章
の
中
か
ら
都
合
の
よ
い
片
言
隻
句
を
取
つ
て
来
て
使
つ
た

り
、
副
題
に
引
用
し
た
り
す
る
借
り
物
主
義
が
横
行
し
て
ゐ
る
け
れ
ど

も
、
秋
声
と
い
ふ
作
家
は
自
分
の
肉
体
の
中
で
納
得
が
行
く
ま
で
考
へ
抜

い
て
来
た
思
想
以
外
に
は
何
一
つ
信
じ
よ
う
と
せ

《
2
》

ず
、
如
何
に
天
才
、
聖
者
、
思
想
で
あ
ら
う
と
〈
、〉（
83
）
彼
の
肉
体
が

苦
心
惨
憺
の
末
発
見
し
た
思
想
と
同
じ
濃
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
以
て
彼
を

納
得
さ
せ
る
ま
で
は
自
分
に
と
つ
て
無
縁
の
も
の
と
し
た
。
ま
し
て
小
説

の
題
名
に
借
り
物
の
片
言
隻
句
を
使
ふ
や
う
な
気
取
り
や
事
大
主
義
や
背

伸
び
［
な
ど
］
を
す
る
に
は
〈
、〉（
84
）
秋
声
と
い
ふ
作
家
は
彼
自
身
の

肉
声
［
は
］〈
を
〉（
85
）
余
り
に
も
明
確
に
持
ち
過
ぎ
て
ゐ
た
。（
86
）
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《
3
》

し
か
も
昨
今
現
れ
て
ゐ
る
健
康
文
学
は
病
気
で
唸
つ
て
ゐ
る
人
間
に
向
か

つ
て
、
い
き
な
り
登
山
を
強
要
す
る
や
う
な
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
で
ひ

と
か
ど
の
名
医
の
つ
も
り
だ
か
ら
恐
れ
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
阿
呆
で
も

病
気
よ
り
は
健
康
の
方
が
よ
い
ぐ
ら
ゐ
な
こ
と
は
知
つ
て
ゐ
る
。
し
か

し
、
そ
の
衆
智
の
最
大
公
約
説
を
、
猫
の
如
く
杓
子
の
如
く
説
く
こ
と
は

〈
、〉（
87
）
一
応
賢
者
の
如
く
見
え
て
そ
の
実
彼
等
が
た
だ
の
猫
で
あ
り
、

た
だ
の
杓
子
で
あ
る
こ
と
を
、
示
す
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
い
ち

い
ち
例
を
挙
げ
る
ほ
ど
〈
、〉（
88
）
僕
は
彼
等
を
認
め
て
も
ゐ
な
い
し
、

攻
撃
す
る
ほ
ど
の
大
人
げ
な
さ
を
欠
い
て
ゐ
る
か
ら
、
例
は
挙
げ
ぬ
こ
と

に
す
る
が
、
例
は
佃
煮
に
す
る
ほ
ど
あ
り
、
佃
煮
の
や
う
に
け
ち
臭
く
似

た
り
寄
つ
た
り
で
あ
る
。
今
日
ま
づ
要
望
さ
れ
る
の
は
、
病
気
の
文
学
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

病
気
を
自
覚
せ
ぬ
、
い
や
病
気
の
不
足
し
て
ゐ
る

―
い
は
ば
健
康
に

憧
れ
る
資
格
の
最
も
欠
除
し
た
連
中
は
、
俄
〈
か
〉（
89
）
仕
込
〈
み
〉

（
90
）
の
冷
水
摩
擦
［
の
］〈［
に
］〉 〈
で
〉（
91
）
貧
血
の
皮
膚
を
胡
（
マ
マ
）魔
化

し
な
が
ら
、
健
康
を
得
得
と
説
い
て
も
、
そ
の

《
4
》

健
康
説
は
借
り
物
の
思
想
を
借
り
物
の
文
章
で
語
つ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
つ
て
、
結
局
彼
等
は
何
々
式
健
康
法
の
道
場
［
で
］
の
代
稽
古
か
、
或

は
講
習
生
か
、
若
く
は
、
門
前
の
下
足
番
に
過
ぎ
な
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
も
ま
た
重
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
さ
す
が
に
ジ
ヤ
ン
・
ポ
ー

ル
・
サ
ル
ト
ル
［（
］〈「
〉（
92
）
水
い
ら
ず
」「
壁
」「
反
吐
」
等
の
病
気

の
文
学
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
作
を
秋
声
の
「
縮
図
」
と
併
読
し
て
み
て
、

［
様
］ （
93
）
さ
ま
ざ
ま
な
感
想
が
浮
ん
だ
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て

み
よ
う
。（
94
）

織
田
作
之
助　

無
題
原
稿
「
僕
は
今
こ
の
原
稿
を
…
」（
六
葉
）

所
蔵
番
号T0052474

《
1
》

織
田
作
之
助
（
95
） 

　

僕
は
今
こ
の
原
稿
を
〈
東
京
の
〉（
96
）
宿
屋
で
書
い
て
ゐ
る
が
、
一

年
振
り
に
上
京
し
て
み
て
感
じ
た
［
こ
と
］〈
の
〉（
97
）
は
、
東
京
に
は

イ
マ
ー
ジ
ユ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。（
98
）

　

例
へ
ば
、
東
京
の
若
い
文
学
者
た
ち
が
喫
茶
店
や

《
2
》

酒
場
で
文
学
論
を
た
た
か
は
し
て
ゐ
る
光
景
を
、
僕
は
し
ば
し
ば
目
撃
し
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て
、
こ
ん
な
風
に
毎
日
思
想
の
ボ
ー
ル
を
投
げ
合
つ
て
ゐ
る
東
京
の
若
い

文
学
者
に
く
ら
べ
て
、
関
西
で
一
人
ぽ
つ
ち
に
な
つ
て
ゐ
る
自
分
の
孤
独

さ
を
改
め
て
感
じ
た
が
、
し
か
し
、
彼
等
の
文
学
論
を
聴
い
て
ゐ
る
と
、

何
の
独
創
性
も
感
じ
ら
れ
な
か
つ
た
。
毎
日
毎
日
床
屋
政
治
的
な
文
学
論

を
し
て
ゐ
る
と
、
し
ま
ひ
に
は
自
分
の
意
見
と
他
人
の
意
見
と
の
区
別
が

つ
か
な
く
な
り
、
誰
か
［
が
］〈
の
〉（
99
）
ち
よ
つ
と
〈
し
た
〉（
100
）

気
の
利
い
た
意
見
を
聴
く
と
、
明
日
は
そ
れ

《
2
》（
101
）

ふ
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
マ
ー
ジ
ユ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
つ
ま
り
独
創
性
が
な
い
と
い
ふ

こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
京
の
若
い
［
作
家
］〈
文
学
者
〉（
102
）
た
ち
が
喫
茶

店
や
酒
場
で
文
学
論
を
た
た
か
は
し
て
ゐ
る
の
を
、
僕
は
し
ば
し
ば
目
撃

し
て
、［
あ
］〈
こ
〉（
103
）
ん
な
風
に
毎
日
思
想
の
交
換
を
行
ふ
こ
と
が

出
来
る
東
京
の
文
学
者
た
ち
に
く
ら
べ
て
、
関
西
で
一
人
ぽ
つ
ち
に
な
つ

て
ゐ
る
自
分
［
の
］〈
は
何
と
〉（
104
）
孤
独
［
さ
］
だ
ら
う
と
思
つ
た
が
、

し
か
し
、
彼
等
の
話
を
聴
い
て
ゐ
る
と
、
感
覚
的
に
喋
れ
る
人
が
い
か
に

す
く

《
3
》

な
い
か
と
い
ふ
こ
と
が
判
り
、
そ
し
て
、
彼
等
の
話
か
ら
は
何
の
独
創
性

も
感
ず
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
毎
日
毎
日
〈
床
屋
政
治
的
な
〉（
105
）

文
学
論
を
た
た
か
は
し
て
ゐ
る
と
、
結
局
自
分
の
意
見
と
他
人
の
意
見
の

区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、
ち
よ
つ
と
気
の
利
い
た
意
見
を
［
■
］
聴
く
と
、

明
日
は
も
う
ま
る
で
自
分
の
意
見
の
や
う
に
語
り
、
文
章
の
中
へ
も
書
く

―
と
い
ふ
こ
と
が
、
彼
等
［
■
■
］
か
ら
独
創
性
を
奪
つ
て
行
く
〈
原

因
の
一
つ
な
〉（
106
）
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
お
ま
け
に
悪
い
こ
と
に
は
、

（
107
）
毎
日
毎
日
文
学
者
や
編
集
者
と

《
4
》

ば
か
し
話
を
し
て
ゐ
る
と
、
文
学
の
考
へ
方
が
ど
う
し
て
も
文
壇
戦
術
論

的
に
な
る
。
天
邪
鬼
と
し
て
孤
独
の
一
本
道
を
ト
ボ
ト
ボ
歩
む
と
い
ふ
態

度
が
出
来
な
く
な
る
の
だ
。

　

僕
は
、
も
う
東
京
で
も
か
な
り
知
れ
わ
た
つ
て
ゐ
る
浪
費
癖
の
た
め

に
、
首
が
ま
は
ら
な
く
な
り
、
二
進
も
三
進
も
行
か
な
く
な
つ
て
、
あ
り

金
全
部
さ
ら
つ
て
三
百
円
の
金
を
懐
中
し
て
、
金
策
の
た
め
に
上
京
し
た

の
だ
が
、
東
京
へ
来
て
み
る
と
、
東
京
の
作
家
た
ち
が
出
版
屋
や
雑
誌
社

か
ら
金
策
す
る
の
に
非

《
5
》

常
に
便
利
な
地
理
的
條
件
や
環
境
を
持
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
羨
ま
し
く

思
つ
た
。
僕
な
ど
、
終
戦
後
の
短
篇
集
〈
の
原
稿
〉（
108
）
を
渡
し
て
あ
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る
東
京
の
［
某
■
］
Ａ
出
版
社
へ
、
た
び
た
び
［
金
策
］〈
印
税
前
借
〉

（
109
）
の
手
紙
を
書
い
て
送
つ
［
て
］
た
に
も
か
か
は
ら
ず
、
校
了
に
な

つ
て
も
い
ま
だ
に
［
一
］〈
十
〉（
110
）
円
の
金
も
送
つ
て
来
な
い
と
い
ふ

状
態
だ
。
ま
た
東
京
の
Ｓ
社
へ
一
年
前
に
〈
終
戦
前
の
短
篇
集
の
〉（
111
）

原
稿
を
渡
し
、（
112
）
校
了
に
な
つ
て
、
様
印
紙
も
送
つ
た
の
に
、〈
こ
れ

も
Ａ
社
同
様
〉（
113
）
い
ま
だ
に
十
円
の
金
も
く
れ
な
い
［
■
い
］
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
も
し
僕
が
（
114
）

織
田
作
之
助　

無
題
原
稿
「
名
文
句
と
い
ふ
も
の
を
…
」（
一
三
葉
）

所
蔵
番
号T

0052475

《
1
》（
115
）

名
文
句
と
い
ふ
も
の
を
、
私
は
余
り
好
か
な
い
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
［
の
］

〈
が
〉（
116
）
自
家
製
の
墓
碑
銘
の
中
に
書
い
［
た
］
た
「
生
き
た
、
恋
し

た
、
書
い
た
」
と
い
ふ
言
葉
な

《
2
》

ど
、
後
世
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
論
の
手
掛
り
に
引
用
さ
れ
る
だ
け
あ
つ
て
、
な

か
な
か
の
名
文
句
で
あ
［
ろ
］〈
る
。〉（
117
）　

私
（
118
）
な
と

（
マ
マ
）ま

か
り
ま

ち
が
つ
て
も
墓
碑
銘
を
自
分
で
作
つ
て
置
く
な
ど
と
い
ふ
気
障
［
つ
］
な

真
似
が
許
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
作
家
に
な
れ
な
い
し
、
ま
た
作
ら
う
と
も
思

は
な
い
が
、
も
し
命
令
に
よ
つ
て
自
分
の
墓
碑
銘
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
も
、「
生
き
た
、
恋
し
た
、
書
い
た
」
な
ど
と
い
ふ
名
文
句

は
作
れ
さ
う
に
な
い
。
だ
い
い
ち
、
そ
ん
な
充
実
し
た
人
生
を
送
つ
て
来

な
か
つ
た
し
、
人
間
も
三
十
四
歳
に
な
る

《
3
》

と
大
体
自
分
の
限
界
［
を
知
］〈
が
判
〉（
119
）
つ
て
し
ま
つ
て
、
こ
れ
か

ら
先
の
〈
残
り
の
〉（
120
）
人
生
も
大
し
［
た
］〈
て
〉（
121
）
充
実
［
■
り
は
］

は
し
な
い
だ
ら
う
と
、
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
。
私
が
墓
碑
［
■
］
銘
を
作

れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
、

「
私
は
煙
草
を
吸
つ
た
。
私
は
一
日
百
本
吸
つ
た
。
私
は
人
生
を
煙
に
し

て
し
ま
つ
た
。」

　

な
ど
と
い
ふ
愚
に
も
つ
か
ぬ
［
■
］
文
句
し
か
書
け
［
な
］〈
ま
〉

（
122
）
い
と
思
は
れ
る
。
情
け
な
い
話
で
あ
る
。
し
か
し
、「
生
き
た
、
恋

し
た
、
書
い
た
」
と
い
ふ
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
名
〈
文
〉（
123
）
句
［
■
］
も
、

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
［
も
］〈
す
ら
〉（
124
）
予
期
し
な

《
4
》

か
つ
た
ほ
ど
の
「
多
数
の
幸
福
人
」
の
口
の
端
に
の
ぼ
り
、
た
い
て
い
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
論
に
［
も
］
引
用
さ
れ
て
［
、
ゐ
る
の
］
ゐ
る
の
を
見
れ



86将棋と文学スタディーズ ２

ば
、
何
だ
か
手
垢
が
つ
き
す
ぎ
て
、
ざ
ま
ア
見
ろ
と
い
ひ
た
い
気
が
す
る
。

（
125
）
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
サ
ロ
ン
の
中
で
も
作
品
の
中
で
も
行
儀
の
悪
い

男
で
あ
つ
た
か
ら
、
た
ぶ
ん
照
れ
く
さ
が
り
屋
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ

〈
の
だ
〉（
126
）
が
、
そ
れ
だ
け
に
自
分
［
が
］〈
の
〉（
127
）
失
意
時
代
［
に

作
つ
た
］〈
の
［
■
］
落
書
き
で
あ
つ
た
〉（
128
）
墓
碑
銘
が
後
世
に
残
つ

て
、
と
や
か
ら

（
マ
マ
）論
議
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
失
恋
の
余
り
と
は
い
へ
、

《
5
》

ど
う
も
い
［
■
］〈
歳
〉（
129
）
を
し
て
あ
ん
な
言
葉
を
残
し
た
の
は
、

（
130
）
些
か
感
傷
的
だ
つ
た
か
な
と
、
狼
狽
す
る
に
違
ひ
な
い
と
思
は
れ
る
。

　

し
か
し
、
巨
大
な
る
作
家
と
い
ふ
も
の
〈
に
〉（
131
）
は
、［
■
に
た
つ
］

人
生
の
感
傷
が
［
■
■
と
］〈［
■
■
］〉 （
132
）〈
大
河
の
如
く
〉（
133
）
流

れ
て
ゐ
て
、
凡
［
小
］〈
小
〉（
134
）
作
家
が
使
へ
ば
歯
の
浮
く
や
う
な
言

葉
で
も
、
案
外
不
自
然
に
聴
え
な
い
の
は
さ
す
が
で
、
感
傷
や
気
［
障
］

〈
取
り
〉（
135
）
や
［
■
■
■
な
］
誇
張
に
見
え
る
こ
と
に
ひ
ど
く
神
経
質

に
な
つ
て
ゐ
る
わ
れ
わ
れ
な
ど
、（
136
）
所
詮
は
大
物
で
は
な
い
。
だ
い

い
ち
神
経
質
な
ど
を

《
6
》

い
ふ
［
も
■
］〈
言
葉
〉（
137
）
は
、
文
学
少
女
な
ど
が
蒼
白
ひ
文
学
青
年

に
恋
し
て
、
あ
た
し
は
あ
な
た
の
神
経
質
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
好
き
よ
な

ど
と
い
ふ
時
に
使
つ
た
り
、
安
女
郎
部
屋
へ
泊
つ
て
少
し
も
［
■
］
も
て

な
い
三
文
文
士
が
し
き
り
に
髪
の
毛
を
ク
シ
ヤ
ク
シ
ヤ
と
か
い
て
ゐ
る
時

に
、
あ
ん
た
神
経
衰
弱
み
た
い
や
わ
と
、［
イ
ラ
イ
ラ
と
〈［
お
］〉 （
138
）

女
郎
に
笑
］
神
経
質
を
神
経
衰
弱
と
［
ま
ち
が
は
］
ご
つ
ち
や
に
し
て

〈
お
〉（
139
）
女
郎
が
使
つ
た
り
す
れ
ば
、
似
合
ふ
言
葉
で
あ
つ
て
、
い
い

歳
を
し
た
大
の
男
が
み
だ
り
に
使
ふ
べ
き
言
葉
で
は
な
く
、
ま
し
て

《
7
》

神
経
質
で
あ
る
と
い
ふ
状
態
そ
の
も
の
は
、
大
し
た
自
慢
に
も
な
ら
な

い
。
神
経
質
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
応
々
に
し
て
小
心
翼
々
と
し
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
こ
せ
こ
せ
と
気
を
使
つ
て
先
輩
大
家
に
気
［
を

■
つ
］〈
兼
な
し
〉（
140
）
た
り
、
批
評
［
家
］
を
気
に
し
て
毒
を
薄
め
て

使
つ
た
り
、
三
十
六
相
そ
ろ
つ
た
魅
力
な
き
八
方
美
人
に
な
る
こ
と
を
志

し
て
、
つ
ひ
に
亜
流
に
堕
し
て
し
ま
ふ
危
険
が
多
い
。
神
経
質
は
あ
た

り
に
神
経
質
が
多
い
お
か
げ
で
、
ま
す
ま
す
神
経
質
に
な
る
〈
と
い
ふ
〉

（
141
）
惧
合
か
ら
ま
ぬ
が
れ
得
ず
、
破
目
［
■
］〈
を
〉（
142
）
外
［
さ
れ
］

〈
し
〉（
143
）、
尻

《
8
》

尾
を
出
し
て
、
オ
ル
ソ
ド
ツ
［
■
］〈
ク
〉（
144
）
ス
に
反
逆
す
れ
ば
面
白

い
が
、
之
来
女
か
ら
面
白
い
〈
人
だ
〉（
145
）
と
い
は
れ
て
ゐ
る
［
限
り
］
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〈
の
〉（
146
）
は
、
女
に
惚
れ
ら
れ
て
ゐ
る
い
■
■
で
、
お
ち
よ
ぼ
口
し
て

目
を
細
め
た
［
馬
鹿
］〈
神
経
質
〉（
147
）
が
文
学
少
女
に
も
て
る
所
以
だ
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
女
に
も
て
な
か
つ
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
感
傷
［
ぎ
ら

ひ
］
や
気
［
障
］〈
取
り
〉（
148
）
や
誇
張
に
は
神
経
質
だ
つ
た
が
、
さ
す

が
に
巨
大
で
あ
つ
た
か
ら
、
感
傷
や
気
［
障
］〈
取
り
〉（
149
）
や
誇
張
を

避
け
［
る
］〈
て
〉（
150
）［
こ
と
で
］〈
も
、［
る
］〉 （
151
） ［〈
渋
〉］（
152
）

［〈
渋
〉］（
153
）［
さ
く
凝
り
固
ま
つ
て
自
分
を
小
さ
く
す
る
や
う
な
け
ち

く
〈
臭
〉（
154
）
さ
い
こ
せ
つ
き
方
は
せ
ず
、］

《
9
》

日
本
的
伝
統
の
心
境
小
説
の
や
う
な
渋
く
凝
り
固
ま
つ
た
世
界
へ
逃
げ
込

ま
ず
、
彼
が
逃
げ
込
ん
だ
可
能
の
世
界
で
は
堂
々
た
る
感
傷
や
、
知
性
的

な
ダ
ン
デ
イ
〈
ズ
〉（
155
）
ム
［
や
］〈
や
〉（
156
）、
溌
剌
た
る
誇
張
が
あ

つ
た
。
彼
が
毛
嫌
ひ
し
た
感
傷
、
気
取
り
、
誇
張
と
は
、
当
時
流
行
の
美

［
■
］
辞
麗
句
式
美
文
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
一
種
の
痴
呆
的
文
章
技
巧

で
あ
り
、［
彼
］〈
感
傷
〉（
157
）
は
［
こ
の
］
青
白
き
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ

ズ
ム
に
堕
し
、
気
取
り
は
田
舎
紳
士
の
ハ
イ
カ
ラ
な
月
並
み
主
義
［
に
■
］

を
ぶ
ら
下
げ
、（
158
）
誇
張
は
演
説
屋
が
〈
挙
骨
で
〉（
159
）
敲
く
卓
子
の

音
を
立
て
、
口
角
の

《
10
》

泡
［
は
］
を
飛
ば
し
た
。
す
べ
て
は
装
飾
に
す
ぎ
な
い
。
辟
易
し
た
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
は
い
は
ゆ
る
「
お
れ
の
文
童
は
佛
訳
を
要
す
る
」
と
豪
語

す
る
や
う
な
悪
文
を
わ
ざ
と
作
つ
て
、
美
文
へ
の
ア
ン
チ
テ
エ
ゼ
を
行

［
ひ
、（
160
）］
つ
た
が
、［
■
■
■
］
ア
ラ
ン
に
い
は
せ
る
と
、［
こ
］〈
こ
〉

（
161
）
の
〈
文
法
無
視
の
〉（
162
）
悪
文
が
散
文
中
の
散
文
だ
と
い
ふ
の
だ

が
ら
、
い
は
ば
当
時
の
オ
ル
ソ
ド
ツ
［
ク
］
ク
ス
で
あ
つ
た
実
［
■
］〈
文
〉

（
163
）
へ
の
ア
ン
チ
テ
［
■
］
エ
ゼ
が
散
文
の
可
能
性
の
実
験
で
あ
つ
た

と
い
ふ
わ
け
だ
。
し
か
も
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
作
品
の
中
［
に
］
の
感
傷

が
堂
々
た
る
〈
孤
独
感
の
〉（
164
）
抒
情
で
あ

《
11
》

り
、
気
取
り
が
知
性
的
な
ダ
ン
デ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、
誇
張
が
溌
剌
と
し
た

リ
ア
リ
テ
イ
に
［
支
へ
ら
れ
て
］
で
あ
り
得
た
の
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
作

品
が
結
局
日
本
［
■
］〈
的
〉（
165
）
伝
統
の
心
境
小
説
［
を
■
］
に
は
な

か
つ
た
人
間
の
彼
末
威
を
描
い
た
「
可
能
性
の
文
学
」
で
あ
つ
た
か
ら
だ
。

［「
］「
生
き
た
、
恋
し
た
、
書
い
た
」
と
い
ふ
墓
碑
銘
［
■
］〈
の
〉

（
166
）
中
の
文
句
も
、
だ
か
ら
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
失
意
の
［
余
り
］
底

に
〈
打
ち
〉（
167
）
沈
ん
で
、
ふ
と
自
分
の
歩
ん
で
来
た
生
［
涯
］〈
活
〉

（
168
）
を
振
り
か
へ
り
、
そ
の
〈
生
［
涯
の
］
活
の
〉（
169
）
総
決
算
の
言

葉
と
し
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《
12
》

て
わ
び
し
く
洩
ら
し
た
も
の
と
見
れ
ば
、
つ
ま
り
末
期
の
眼
［
が
見
た
生
］

の
言
葉
と
見
れ
ば
、
何
だ
か
ひ
ど
く
感
傷
的
で
、
気
取
り
が
あ
つ
て
、
誇

張
的
で
、
む
し
ろ
、
マ
ー
ク
・
ト
ー
エ
ン
の
、

「
煙
草
に
つ
い
て
、
私
の
唯
一
の
制
限
は
、
一
回
に
一
本
よ
り
余
計
の
煙

草
を
吸
は
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
私
は
け
つ
し
て
眠
つ
て
ゐ
る
間
は
吸
は

な
か
つ
た
。（
170
）
そ
し
て
、
眼
ざ
め
て
ゐ
る
間
は
、
け
つ
し
て
そ
れ
を

捨
て
な
か
つ
た
。」

　

と
い
ふ
言
葉
の
方
が
、
も
し
墓
碑
銘
に
使
ふ
と
す

《
13
》

れ
ば
、
気
が
利
い
て
ゐ
る
し
、「
生
き
た
、
恋
し
た
、
書
い
た
」
と
、
変

に
気
取
つ
た
感
傷
の
身
振
［
り
］〈
り
〉（
171
）
で
大
［
見
］〈
見
〉（
172
）

得
を
切
る
よ
り
も
［
、］
無
難
だ
ら
う
が
、
し
か
し
、〈
そ
の
言
葉
〉（
173
）

［「
生
き
た
、
■
恋
し
た
、
書
い
た
」］
を
［
、］
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
生
活

の
総
決
算
と
見
ず
に
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
可
能
性
〈
を
語
つ
た
言
葉
だ
〉

（
174
）
と
見
れ
ば
、
も
は
や
こ
れ
は
〈
不
用
意
な
〉（
175
）
感
傷
で
も
な

け
れ
ば
、
気
取
り
で
も
な
［
け
れ
ば
］〈
く
〉（
176
）、
誇
張
で
も
な
い
。

（
177
）

織
田
作
之
助　

無
題
原
稿

「
わ
が
国
は
目
下
四
百
四
病
に
…
」（
二
葉
）

所
蔵
番
号T0052476

《
1
》

織
田
作
之
助
（
178
） 

　
　
　
　
　
　

一 （
179
）

　

わ
が
国
は
目
下
四
百
四
病
に
罹
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
病
状
は
単
に
敗
戦

と
い
ふ
急
性
の
病
気
の
故
に
重
い
の
で
は
な
く
、
慢
性
［
病
■
］
の
固
疾

な
の
だ
。
が
、
慢
性
だ
か
ら
、
誰
も
気
が
つ
か
な
い
。（
180
）
極
め
て
健

康
の
や
う
な
顔
を
し
て
、
掛
声
だ
け
は
威
勢
が
よ
い
。（
181
）

　

文
壇
も
は
な
は
だ
威
勢
が
よ
い
。
と
い
つ
て
も
悪
け
れ
ば
、
平
熱
の
や

う
な
顔
を
し
て
ゐ
る
。
も
つ
と
も
威
勢
の
よ
い
の
は
表
面
だ
け
で
、
無
気

力
は
ま
ぬ
が
れ
て
ゐ
な
い
が
、
し
か
し
、
無
気
力
と
い
ふ
の
は
病
気
で
は

な
い
。
無
気
力
な
顔
を
し
て
ゐ
る
の
は
、
つ
ま
り
病
気
を
意
識
し
て
ゐ
な

い
の
で
あ
つ
て
、
病
気
か
ら
病
気
ら
し
い
自
覚
が
文
学
〈
作
品
〉（
182
）

に
現
れ
さ
う
な
も
の
だ
の
に
、
今
ま
で

《
2
》

の
所
ま
で
到
つ
て
健
康
な
文
学
だ
け
が
無
気
力
に
は
び
こ
つ
て
ゐ
る
。
よ
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し
ん
ば
現
学
的
に
病
気
が
反
映
し
て
も
、
そ
れ
は
無
意
識
な
反
映
で
あ
つ

て
、
病
者
が
病
者
と
し
て
の
意
識
を
積
極
的
に
表
現
し
よ
う
と
い
ふ
意
欲

も
な
さ
さ
う
だ
。［
■
］
国
は
病
気
で
も
自
分
だ
け
は
健
康
だ
と
い
ふ
顔

が
横
行
し
て
ゐ
る
。

　

健
康
と
は
病
気
の
不
足
の
謂
ひ
で
あ
る
と
、（
183
）
ジ
イ
ド
が
言
へ
ば

あ
り
が
た
い
文
句
で
、
僕
が
言
ふ
と
、
洒
落
み
た
い
に
低
俗
化
す
る
け
れ

ど
も
、
し
か
し
、
と
に
か
く
昨
今
の
［
こ
の
］〈
わ
が
〉（
184
）
国
の
文
学

を
見
て
ゐ
る
と
、
ど
う
も
病
気
が
不
足
し
た
や
う
な
健
康
主
義
が
十
年
一

日
の
如
く
は
び
こ
つ
て
ゐ
て
、
諸
君
は
健
康
ら
し
く
て
結
構
で
す
な
と
皮

肉
り
た
く
な
る
。

　

四
百
四
病
の
慢
性
状
態
が
永
く
つ
づ
い
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
も
う
そ
ろ

そ
ろ
病
気
の
文
学
も
出
て
来
る
べ
き
で
、
健
康
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
病

気
を
自
覚
し
た
も
の
が
憧
れ
て
こ
そ
意
義
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、（
185
）

織
田
作
之
助　

反
故
原
稿
（
五
葉
）

所
蔵
番
号T
0052477

《
1
》（
186
）

「
あ
、（
187
）
お
帰
り
…
…
。」

　

と
、（
188
）

《
4
》（
189
）

「
女
つ
て
そ
ん
な
も
の
よ
。
自
分
の
体
を
自
由
に
す
る
男
は
、
ハ
ぐ
だ
つ

て
リ
ー
ベ
だ
つ
て
一
応
憎
い
わ
よ
。」（
190
）

「
つ
ま
り
、
お
れ
な
ん
か
憎
［
ま
れ
る
筆
頭
や
な
］〈
く
て
た
ま
ら
ん
の
や

ろ
〉（
191
）。」

　

と
、
若
い
声
を
わ
ざ
と
出
し
て
、

「（
192
）
カ
ー
テ
ン
閉
め
ま
せ
う
ね
。
秋
口
だ
か
ら
、
川
風
が
［
冷
］〈
ひ
〉

（
193
）
え
る
わ
。
そ
れ
に
、
こ
の
〈
お
〉（
194
）
部
屋
、（
195
）
宮
川
町
か

ら
ま
る
み
え
ね
。
い
や
ね
え
。」

　

窓
の
外
は
加
茂
の
川
岸
で
、
そ
の
向
ふ
に
宮
川
町
川
岸
の
青
棲
が
あ
つ

た
。（
196
）

《
24
》（
197
）

実
を
忘
れ
、（
198
） ［
目
］〈
烏
〉（
199
）〈
の
こ
と
〉（
200
）
も
蛆
虫
〈
の
こ
と
〉

（
201
）
も
ひ
と
ご
と
の
や
う
に
［
一
■
し
て
ゐ
］
忘
れ
て
し
ま
つ
て
［
し
］

ゐ
る
の
だ
。
い
や
、〈
や
〉（
202
）
が
て
死
ぬ
人
間
な
ど
に
つ
い
て
語
る
の

は
よ
さ
う
。（
203
）

《　

》（
204
）

隣
の
部
屋
の
坂
野
と
い
ふ
楽
師
だ
と
、
声
で
す
ぐ
判
つ
た
。（
205
）
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《
4
》（
206
）

〈
は
客
は
み
な
二
人
づ
れ
だ
。
こ
れ
は
と
〉（
207
）［
程
見
る
や
う
な
税
■

が
ら
、
急
に
冷
め
］
眼
を
つ
け
た
い
男
［
も
］〈
が
〉（
208
）
あ
つ
て
も
、

（
209
）
女
を
連
れ
て
来
て
ゐ
る
。

　

さ
う
思
へ
ば
、（
210
）
や
は
り
寂
し
く
、
男
は
何
人
も
つ
く
つ
た
が
、

恋
は
結
局
一
度
も
せ
ず
に
四
十
を
越
し
た
女
の
あ
せ
り
を
、
し
づ
か
な
足

取
り
で
押
へ
な
が
ら
、
階
下
の
［
部
屋
］〈
自
分
〉（
211
）
の
居
間
へ
戻

つ
て
く
る
と
、（
212
）
そ
こ
に
は
、
田
村
へ
一
人
で
来
る
唯
一
の
男
が
、

（
213
）
浴
衣
が
け
で
、
夜
具
の
上
に
寝
そ
べ
つ
て
ゐ
た
。（
214
）

（
1
） 

「
織
田
作
之
助
」
の
文
字
は
二
行
取
り
で
あ
る
。
な
お
、
署
名
の
前
に
二

行
分
の
空
白
行
あ
り
。
原
稿
用
紙
は
、
障
子
枡
の
も
の
で
あ
る
が
、
社

名
等
の
記
載
が
な
く
、
特
定
で
き
て
い
な
い
。
Ｂ
５
サ
イ
ズ
の
200
字
詰

め
原
稿
用
紙
で
あ
り
、
左
上
部
に
ペ
ン
字
に
よ
る
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
あ
り
。

（
2
） 

「
読
者
」
直
前
の
「
け
い
」
に
、
改
行
を
表
す
記
号
の
書
き
込
み
あ
り
。

ま
た
、「
別
行
」
の
文
字
は
同
行
左
部
欄
外
に
記
載
。

（
3
） 

こ
の
断
片
の
み
、
障
子
枡
で
な
く
、「
ま
す
け
い
」
と
「
添
削
け
い
」
の

あ
る
他
の
十
七
葉
と
異
な
る
種
類
の
原
稿
用
紙
で
あ
る
。
原
稿
用
紙
中

央
上
部
に
ペ
ン
字
に
よ
る
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
あ
り
。
こ
れ
は
、「
女
の
橋
」

草
稿
（
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
）
と
同
じ
４
０
０
字
詰
Ｂ
４
サ
イ
ズ
の

満
寿
屋
製
の
原
稿
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
中
心
部
に
切
ら
れ
た
よ

う
な
跡
あ
り
。
そ
の
た
め
、
断
片
は
２
０
０
字
詰
原
稿
用
紙
の
体
裁
と

な
っ
て
い
る
。

（
4
） 

「
さ
へ
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
5
） 

「
そ
れ
な
り
に
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
6
） 

「
恵
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
7
） 

「
周
囲
に
形
成
さ
れ
て
行
つ
た
定
説
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書

き
込
み
。

（
8
） 

「
彼
等
の
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
9
） 
「
へ
ら
」
は
、
同
行
左
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
10
） 
「
て
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
11
） 
こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
二
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
用
紙
の
裏
面
右
上
に
鉛
筆
書
き
で
「
輪
島
様
」
の
文
字
あ
り
。
織
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田
を
看
取
っ
た
妻
・
輪
島
昭
子
氏
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
） 

冒
頭
に
、
二
行
分
の
空
白
行
あ
り
。

（
13
） 
「
拝
」
は
前
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
14
） 
「
の
」
は
前
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
15
） 

「
的
」
は
同
行
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
16
） 

「
し
て
来
た
」
は
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
17
） 

「
莫
迦
は
莫
迦
」
は
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
18
） 

「
と
断
言
し
て
憚
［
■
］
ら
な
い
。」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書

き
込
み
。

（
19
） 

こ
の
後
、
五
行
十
七
文
字
分
の
空
白
あ
り
。

（
20
） 

「
そ
れ
は
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
21
） 

「
直
木
三
十
五
の
新
聞
小
説
よ
り
も
」
は
前
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き

込
み
。

（
22
） 

［〈
私
■
■
〉］
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
に
加
筆
後
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

「
は
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
24
） 

「
。」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
25
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
26
） 

「
の
中
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
27
） 

「
テ
」
は
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
28
） 

「
は
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
29
） 

「
ら
れ
」
は
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
30
） 

「
性
急
な
」
は
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
31
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
32
） 

「
や
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
33
） 

「
忠
」
は
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
34
） 

「
の
」
は
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
35
） 

「
で
も
あ
り
、
ま
た
」
は
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
36
） 

「
か
ら
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
37
） 

こ
の
後
、
二
行
分
の
空
白
あ
り
。

（
38
） 

「
の
は
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
39
） 

「
イ
ツ
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
40
） 

「
期
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
41
） 

「
む
り
に
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
42
） 

「
せ
め
て
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
43
） 

「
の
頭
の
中
で
は
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
44
） 

「
小
説
の
中
で
心
境
小
説
的
小
説
」
は
、
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
45
） 

「
が
」
は
、
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
46
） 

「
最
高
的
」
は
、
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
47
） 

「
を
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
48
） 

「
老
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
49
） 

「
） 

」
は
「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾

欄
外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
50
） 
「
へ
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
51
） 

「
し
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
52
） 

「
主
義
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。
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（
53
） 

「
見
れ
ば
」
は
、
欄
外
・
織
田
直
筆
の
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
左
部
の
書
き
込
み
。

（
54
） 

「
が
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
55
） 
「
二
三
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
56
） 
「
煽
」
は
、
同
行
右
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
57
） 

「
の
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
58
） 

「
と
は
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
59
） 

「
は
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
60
） 

「
段
落
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
61
） 

こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
五
行
一
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。
ま

た
、（
11
）
と
同
様
に
、
こ
の
用
紙
の
裏
面
右
上
に
も
鉛
筆
書
き
で
「
輪

島
様
」
の
文
字
あ
り
。

（
62
） 

「
伝
統
的
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
63
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
64
） 

「
む
。」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
65
） 

「
彼
自
身
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
66
） 

「
で
あ
る
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
67
） 

「
性
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
68
） 

こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
二
行
十
八
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。

（
69
） 

「
彼
等
の
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
70
） 

「
身
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
71
） 

「
の
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
72
） 

「
も
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
73
） 

「
に
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
74
） 

「
近
代
小
説
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
75
） 

「
へ
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
76
） 

こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
四
行
九
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。

（
77
） 

【
織
田
作
之
助　

無
題
原
稿
「
秋
声
に
は
『
光
を
追
う
て
』
と
い
ふ
自
伝

的
長
篇
が
あ
り
…
」】
の
四
葉
の
原
稿
用
紙
は
、
全
て
「
株
式
会
社
錦
城

出
版
社
原
稿
用
紙
」
と
い
う
文
字
が
左
端
下
部
に
印
字
さ
れ
て
お
り
、

「
ま
す
け
い
」
と
「
添
削
け
い
」
の
あ
る
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
400
字
詰
め
の
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
原
稿
用
紙
上
部
に
は
ペ
ン
字
で
数
字
の
ナ
ン
バ
リ

ン
グ
が
あ
り
、〈
1
〉
と
〈
2
〉
は
や
や
右
寄
り
中
央
部
に
、〈
3
〉
と

〈
4
〉
は
右
端
上
部
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、〈
1
〉
表
面
右

上
部
に
2
つ
の
錆
び
た
ク
リ
ッ
プ
の
止
め
跡
あ
り
。「
二
」
は
一
行
取
り

で
、
六
文
字
分
の
空
白
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
78
） 

「
う
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
79
） 

「
、」
の
「
ま
す
け
い
」
内
に
イ
ン
ク
染
み
あ
り
。

（
80
） 

「
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
81
） 

「
■
」
の
「
ま
す
け
い
」
内
の
文
字
を
消
し
た
後
、
同
行
右
部
「
添
削
け

い
」
上
に
「
を
」
を
書
き
込
み
、
消
し
た
後
、
同
部
に
再
度
「
を
」
を

書
き
直
し
た
跡
あ
り
。

（
82
） 

「
聖
者
の
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
83
） 

「
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
84
） 
「
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
85
） 
「
を
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
86
） 
こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
一
二
行
一
五
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
空
白
部
に
は
複
数
箇
所
に
イ
ン
ク
染
み
あ
り
。
ま
た
、【
織
田
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作
之
助　

無
題
原
稿
「
秋
声
に
は
『
光
を
追
う
て
』
と
い
ふ
自
伝
的
長

篇
が
あ
り
…
」（
四
葉
）】
の
内
、
こ
の
原
稿
用
紙
に
の
み
、
裏
面
左
端

上
部
に
鉛
筆
書
き
の
「
輪
島
様　

四
枚
」
の
文
字
あ
り
。
裏
面
左
端
上

部
に
錆
び
た
ク
リ
ッ
プ
の
止
め
跡
も
あ
り
。

（
87
） 

「
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
88
） 

「
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
89
） 

「
か
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
90
） 

「
み
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
91
） 

「
ま
す
け
い
」
に
書
か
れ
た
「
の
」
の
文
字
を
塗
り
潰
し
て
消
し
た
後
、

同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
に
「
に
」
を
加
筆
し
、
再
度
削
除
し
た
後
、

同
行
左
部
「
添
削
け
い
」
上
に
更
に
「
で
」
を
書
き
直
し
た
と
考
え
ら

れ
る
跡
あ
り
。

（
92
） 

「「
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
93
） 

「
様
」
の
文
字
が
途
中
ま
で
書
か
れ
、
そ
の
上
か
ら
文
字
を
消
す
た
め
に

塗
り
潰
し
た
跡
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表
記
と
し
た
。

（
94
） 

こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
十
行
一
二
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。

（
95
） 

「
織
田
作
之
助
」
の
文
字
は
二
行
取
り
で
あ
る
。
な
お
、
署
名
の
前
に
三

行
分
の
空
白
行
あ
り
。
原
稿
用
紙
は
、
障
子
枡
の
も
の
で
あ
る
が
、
社

名
等
の
記
載
が
な
く
、
特
定
で
き
て
い
な
い
。
Ｂ
５
サ
イ
ズ
の
200
字
詰

め
原
稿
用
紙
で
あ
り
、
中
央
上
部
に
ペ
ン
字
に
よ
る
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
あ

り
。

（
96
） 

「
東
京
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
97
） 

「
の
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
98
） 

「
。」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
99
） 

「
の
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
100
） 

「
し
た
」
は
、
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
101
） 

【
織
田
作
之
助　

無
題
原
稿
「
僕
は
今
こ
の
原
稿
を
…
」】
に
は
、
ナ
ン

バ
リ
ン
グ
が
《
2
》
の
原
稿
が
二
葉
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ
ナ
ン
バ
リ

ン
グ
で
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
102
） 

「
文
学
者
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
103
） 

「
こ
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
104
） 

「
は
何
と
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
105
） 

「
床
屋
政
治
的
な
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
106
） 

「
原
因
の
一
つ
な
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
107
） 

「
、」
は
「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
108
） 

「
の
原
稿
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
109
） 

「
印
税
前
借
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
110
） 

「
十
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
111
） 

「
終
戦
前
の
短
篇
集
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。
な

お
、「
終
戦
前
の
短
篇
集
」
と
同
様
に
「
の
」
は
次
行
に
書
き
込
ま
れ
て

い
る
が
、
欄
外
末
尾
に
は
み
出
て
い
る
。

（
112
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
113
） 
「
こ
れ
も
Ａ
社
同
様
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
114
） 

こ
の
用
紙
の
裏
面
右
上
に
鉛
筆
書
き
で
「
輪
島
様
」
の
文
字
あ
り
。

（
115
） 

冒
頭
部
に
七
行
分
の
空
白
行
あ
り
。
原
稿
用
紙
は
、
障
子
枡
の
も
の
で
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あ
る
が
、
社
名
等
の
記
載
が
な
く
、
特
定
で
き
て
い
な
い
。
Ｂ
５
サ
イ

ズ
の
200
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
あ
り
、
中
央
上
部
に
ペ
ン
字
で
数
字
の
ナ

ン
バ
リ
ン
グ
あ
り
。

（
116
） 
「
が
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
117
） 

「
る
。」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
118
） 

「
私
」
の
前
に
1
マ
ス
分
の
空
白
あ
り
。

（
119
） 

「
が
判
」
は
同
行
右
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
120
） 

「
残
り
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
121
） 

「
て
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
122
） 

「
ま
」
は
、
前
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
123
） 

「
文
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
124
） 

「
す
ら
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
125
） 

「
。」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
126
） 

「
の
だ
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
127
） 

「
の
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
128
） 

「
の
［
■
］
落
書
き
で
あ
つ
た
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
129
） 

「
歳
」
は
同
行
右
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
130
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
131
） 

「
に
」
は
、
前
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
132
） 

「［
■
■
］」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
133
） 

「
大
河
の
如
く
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
134
） 

「
小
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
135
） 

「
取
り
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
136
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
137
） 

「
言
葉
」
は
同
行
右
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
138
） 

「［
お
］」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
に
書
き
込
ま
れ
た
後
に
削
除
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
139
） 

「
お
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
140
） 

「
兼
な
し
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
141
） 

「
と
い
ふ
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
142
） 

「
を
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
143
） 

「
し
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
144
） 

「
ク
」
は
同
行
右
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
145
） 

「
人
だ
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
146
） 

「
の
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
147
） 

「
神
経
質
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
148
） 

「
取
り
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
149
） 

「
取
り
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
150
） 

「
て
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
151
） 

「
も
、［
る
］」
は
同
行
右
上
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
152
） 

「〈
渋
〉」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
153
） 
「〈
渋
〉」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
154
） 
「
臭
」
は
、
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
155
） 

「
ズ
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
156
） 

「
や
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。
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（
157
） 

「
感
傷
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
158
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
159
） 
「
挙
骨
で
」
は
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
160
） 

「
、」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
お
り
、
上
か
ら
塗
り
潰
さ
れ
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
161
） 

「
こ
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
162
） 

「
文
法
無
視
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
163
） 

「
文
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
164
） 

「
孤
独
感
の
」
は
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
165
） 

「
的
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
166
） 

「
の
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
167
） 

「
打
ち
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
168
） 

「
活
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
169
） 

「
生
［
涯
の
］
活
の
」
は
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
170
） 

「
。」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
171
） 

「
り
」
は
、
同
行
右
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
172
） 

「
見
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
173
） 

「
そ
の
言
葉
」
は
同
行
上
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
174
） 

「
を
語
っ
た
言
葉
だ
」
は
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
175
） 

「
不
用
意
な
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
176
） 

「
く
」
は
、
同
行
左
部
「
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
177
） 

こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
二
行
七
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。

（
178
） 

「
織
田
作
之
助
」
の
文
字
は
三
行
取
り
で
あ
る
。
な
お
、
署
名
の
前
に
二

行
分
の
空
白
行
あ
り
。【
織
田
作
之
助　

無
題
原
稿
「
わ
が
国
は
目
下

四
百
四
病
に
…
」】
の
二
葉
の
原
稿
用
紙
は
両
者
共
に
「
株
式
会
社
錦
城

出
版
社
原
稿
用
紙
」
Ａ
４
の
400
字
詰
め
の
も
の
で
あ
る
。
原
稿
用
紙
の

左
端
部
に
出
版
社
名
の
印
字
あ
り
。
ま
た
、
中
央
や
や
右
寄
り
上
部
に

は
ペ
ン
字
で
数
字
の
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
あ
り
。

（
179
） 

「
一
」
の
文
字
は
二
行
取
り
で
あ
る
。

（
180
） 

「
。」
は
、「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
181
） 

「
。」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
182
） 

「
作
品
」
は
、
同
行
左
部
欄
外
の
書
き
込
み
。

（
183
） 

「
、」
は
「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
同
行
末
尾
欄

外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
184
） 

「
わ
が
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
185
） 

こ
の
後
、
原
稿
用
紙
の
十
一
文
字
分
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、

裏
面
左
端
上
部
に
鉛
筆
で
「
輪
島
様
」
の
書
き
込
み
あ
り
。

（
186
） 

【
織
田
作
之
助　

反
故
原
稿
（
五
葉
）】
は
、
3
種
類
の
原
稿
用
紙
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。《
1
》
は
、
Ｂ
５
サ
イ
ズ
200
字
詰
め
の
も
の
で
あ
り
、

出
版
社
名
等
の
記
載
な
し
。《
4
》（
同
反
故
原
稿
の
内
、
400
字
詰
め
の

も
の
）
と
《　

》（
同
反
故
原
稿
の
内
、
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
な
し
の
も
の
）

は
、
二
葉
と
も
同
じ
種
類
の
原
稿
用
紙
で
あ
る
が
、《
1
》
も
同
じ
種
類

の
原
稿
用
紙
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
該
当
す
る
原
稿
用
紙
を
中

央
部
で
切
っ
た
左
部
で
あ
る
た
め
、《
1
》
の
み
200
字
詰
め
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、《
1
》
の
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
は
表
面
左
上
部
に
書
き
込
ま
れ
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て
い
る
。
そ
の
真
下
に
鉛
筆
で
「
輪
島
様
」
の
書
き
込
み
あ
り
。

（
187
） 

「
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
188
） 
こ
の
後
、
八
行
一
七
文
字
分
の
空
白
あ
り
。
ま
た
、
裏
面
左
上
部
に
は

鉛
筆
で
「
輪
島
」
の
書
き
込
み
が
、
堂
免
右
上
部
に
は
、
同
じ
く
鉛
筆

で
「
38
」
の
書
き
込
み
あ
り
。
さ
ら
に
、
同
面
中
央
部
に
織
田
作
之
助

「
宗
教
へ
の
手
掛
か
り
」
の
切
抜
き
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

（
189
） 

Ｂ
５
サ
イ
ズ
の
「
添
削
け
い
」
あ
り
の
原
稿
用
紙
で
あ
り
、
元
々
400
字

詰
め
原
稿
用
紙
を
中
央
部
で
切
断
し
た
左
部
で
あ
る
た
め
、
200
字
詰
め

と
な
っ
て
い
る
。
原
稿
用
紙
最
終
行
の
欄
外
下
部
に
は
「
織
田
作
之
助
」

の
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
が
、
社
名
等
の
記
載
が
な
く
、
特
定
で
き

て
い
な
い
。
ま
た
、
表
面
左
端
上
部
に
鉛
筆
で
「
輪
島
様
」
の
書
き
込

み
が
あ
り
、
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
は
中
央
上
部
に
あ
り
。

（
190
） 

「
よ
。」」
の
三
文
字
は
「
ま
す
け
い
」
内
に
納
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、

同
行
末
尾
欄
外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
191
） 

「
く
て
た
ま
ら
ん
の
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
に
、「
や
ろ
」
は
次

行
左
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
192
） 

「
カ
」
の
文
字
上
部
か
ら
線
が
書
か
れ
て
お
り
、
欄
外
中
央
上
部
の

《
4
》
の
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
左
部
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
「
①
」
の
文
字
に

繋
が
っ
て
い
る
。

（
193
） 

「
ひ
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
194
） 

「
お
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
195
） 

「
、」
は
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
196
） 

裏
面
右
端
上
部
に
鉛
筆
で
「
輪
島
」
の
書
き
込
み
あ
り
。
更
に
、
同
じ

中
央
部
に
織
田
作
之
助
「
文
學
の
昨
日
・
今
日
・
明
日
」
の
切
抜
き
が

貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
197
） 

「
添
削
け
い
」
の
あ
る
Ｂ
５
サ
イ
ズ
の
200
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
あ
り
、
マ

ス
目
の
み
が
印
刷
さ
れ
た
体
裁
と
な
っ
て
い
る
が
、
社
名
等
の
記
載
が

な
い
た
め
、
特
定
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
表
面
欄
外
中
央
下
部
に
染

み
が
あ
り
、
同
面
左
端
上
部
に
鉛
筆
で
「
輪
島
様
」
の
書
き
込
み
あ
り
。

（
198
） 

「
、」
は
、
同
行
右
部
欄
外
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

（
199
） 

「
烏
」
は
、
同
行
欄
外
右
部
に
書
き
込
み
。

（
200
） 

「
の
こ
と
」
は
、
同
行
欄
外
右
部
に
書
き
込
み
。

（
201
） 

「
の
こ
と
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
202
） 

「
や
」
は
、
次
行
「
ま
す
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
203
） 

こ
の
後
、
六
行
一
七
文
字
分
の
空
白
あ
り
。
ま
た
、
裏
面
右
端
下
部
に

鉛
筆
で
「
29
」
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
同
面
中
央
部
に
織
田
作
之
助
「
夜

光
虫
」
連
載
予
告
の
切
抜
き
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

（
204
） 

Ｂ
４
サ
イ
ズ
の
400
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
あ
り
、「
添
削
け
い
」
あ
り
。
同

反
故
原
稿
の
内
、《
4
》（
200
字
詰
め
）
と
《
4
》（
400
字
詰
め
）
は
、
同

じ
種
類
の
原
稿
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
出
版
社
名
等

の
書
き
込
み
は
な
い
が
、
原
稿
用
紙
中
央
部
に
小
さ
な
四
角
形
の
模
様

が
3
つ
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ま
す
け
い
」
の
上
下
と
右
側
に

は
直
線
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
稿
に
は
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
が
つ
い

て
い
な
い
。
ま
た
、
表
面
右
端
上
部
に
鉛
筆
で
「
輪
島
」
の
文
字
あ
り
。

「
隣
の
」
の
前
に
七
行
分
の
空
白
行
あ
り
。

（
205
） 
「
判
つ
た
」
の
後
に
十
二
行
十
六
文
字
分
の
空
白
あ
り
。
ま
た
、
裏
面
右

端
下
部
に
鉛
筆
で
「
20
」
の
書
き
込
み
あ
り
。
ま
た
、
同
面
右
部
に
織

田
作
之
助
「
好
奇
心
」
の
切
抜
き
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
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（
206
） 

原
稿
用
紙
は
《
1
》
と
《　

》（
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
な
し
）
の
二
葉
と
同
じ

種
類
で
あ
る
た
め
、
詳
細
は
（
187
）
を
参
考
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
表
面

左
端
上
部
に
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
《
4
》
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
そ
の
真
横

に
鉛
筆
で
「
輪
島
様
」
の
書
き
込
み
あ
り
。

（
207
） 

「
は
客
は
み
な
二
人
づ
れ
だ
。
こ
れ
は
と
」
は
、
一
行
目
の
右
端
の
「
け

い
」
に
沿
っ
て
欄
外
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
208
） 

「
が
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
209
） 

「
、」
は
、
同
行
左
部
「
添
削
け
い
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
210
） 

「
、」
は
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
211
） 

「
自
分
」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
上
の
書
き
込
み
。

（
212
） 

「
、」
は
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
213
） 

「
、」
は
、
同
行
右
部
「
添
削
け
い
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
214
） 

こ
の
後
、
十
二
行
四
文
字
分
の
空
白
あ
り
。
ま
た
、
裏
面
右
端
上
部
に

鉛
筆
で
「
輪
島
」、
同
下
部
に
「
31
」「
32
」
の
書
き
込
み
あ
り
。
同
面

右
部
に
織
田
作
之
助
「
私
の
文
學
（
上
）」
の
切
抜
き
が
、
左
部
に
「
私

の
文
學
（
下
）」
の
切
抜
き
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

［
東
丘
小
学
校
教
諭
］




