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森
鴎
外
の
日
記
「
委
蛇
録
」
大
正
十
年
六
月
の
と
こ
ろ
を
閲
す
る
に
、
．
一
十
日
。
月
。

晴
。
参
館
。
楠
山
正
雄
、
山
本
有
三
来
見
。
」
の
文
字
が
あ
る
。
有
三
が
、
楠
山
と
と
も
に

鴎
外
を
訪
ね
た
理
由
を
詳
ら
か
に
し
え
な
い
け
れ
ど
も
、
大
正
十
一
年
九
月
、
二
人
が
新
潮
社

か
ら
わ
が
国
で
は
初
め
て
の
『
シ
ュ
｝
一
ツ
ッ
レ
ル
選
集
』
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し

て
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
わ
が
国
へ
の
い
ち
は
や
い
シ
ュ
’
一
ツ

ッ
レ
ル
の
紹
介
者
・
移
植
者
と
し
て
の
先
達
を
訪
れ
、
な
に
か
参
考
に
な
る
こ
と
で
も
う
か

が
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
想
像
す
る
の
も
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。

『
日
本
の
文
学
釦
山
本
有
三
』
（
中
央
公
論
社
、
昭
㈹
）
の
八
付
録
Ｖ
に
、
阿
部
知
二

と
有
三
と
の
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
若
き
日
の
外
国
文
芸
と
の
接
触
に
つ
い
て
述
べ

た
あ
と
、
「
そ
れ
か
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
森
鴎
外
さ
ん
の
翻
訳
で
す
ね
。
毎
号
『
歌
舞

伎
』
に
翻
訳
脚
本
が
出
た
し
、
本
に
も
な
っ
た
し
．
．
…
。
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
有
三
は
、
そ

う
い
う
感
じ
を
抱
い
て
い
た
人
と
膝
を
交
え
た
わ
け
で
あ
っ
た
の
だ
。
『
歌
舞
伎
』
に
は
、

鴎
外
の
多
く
の
翻
訳
が
載
せ
ら
れ
た
が
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
の
戯
曲
も
、
「
短
剣
を
持
ち
た

る
女
」
（
明
㈹
・
皿
、
胆
）
「
猛
者
」
（
明
判
・
皿
）
や
「
恋
愛
三
昧
」
（
明
砺
・
４
１
大

元
・
９
）
が
掲
載
さ
れ
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
作
家
を
紹
介
し
た
小
文
も
、
同
じ
雑
誌
に
発
表

さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
右
の
対
談
の
こ
と
ば
に
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
鴎
外
は
有
三
ら
が
訪
問
し
た
翌
十
一
年
七
月
、
土
に
還
る
が
、
時
を
経
な
い
で
、
九

月
、
前
記
の
選
集
が
上
梓
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
は
、
鴎
外

を
経
て
有
三
に
そ
の
文
芸
的
運
命
を
托
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
は
有
三
に
ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
は
じ
め
に
彼
の
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
観
を
調
べ
る
こ
と
と
す
る
。

有
三
は
、
明
治
四
十
二
年
七
月
、
一
高
文
科
に
入
学
、
四
十
五
年
九
月
に
東
京
帝
大
独
文

科
選
科
に
入
り
、
大
正
四
年
七
月
、
□
ず
臼
昌
①
国
日
日
ぐ
目
の
閂
言
鼻
園
“
呂
冒
自
吊

山

本
有
一
一
に
る
シ
、

一
お
け
一ユ
ソ
ヅ
レ
ル
の

一

受
容

こ
ず
閂
＆
の
診
巨
ご
“
壷
目
①
国
ぐ
○
日
君
国
宍
①
少
．
の
ｏ
彦
己
薗
庸
厨
言
居
画
邑
昌
四
国
国
日
三
○

句
屋
Ｈ
目
算
回
天
①
の
因
胃
自
要

己
日
日
画
￥
豆
の
君
舎
①
『
ゞ
な
る
論
文
を
提
出
し
て
同
科
を
了
え
た
。
明
治
の
末
年
に
は
イ
ブ

セ
ン
が
も
て
は
や
さ
れ
、
マ
ァ
テ
ル
リ
ン
ク
も
多
く
の
青
年
に
読
ま
れ
て
い
た
が
、
有
三
は

（
‐
）

こ
れ
ら
に
接
し
、
戯
曲
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
知
識
見
識
を
貯
え
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
に
も
触
れ
る
な
ど
し
、
前
述
の
よ
う
に
卒
業
論
文
に
ハ
ウ
プ
ト

（
⑤
色
）

マ
ン
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
家
を
と
お
し
て
、
戯
曲
に
つ
い
て
は
、
よ
り
い
っ

そ
う
造
詣
を
深
く
し
て
い
っ
た
ら
し
い
。

有
三
の
翻
訳
・
評
論
活
動
を
み
る
と
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
戯
曲
四
篇
（
他
に
「
青
い

本
」
か
ら
）
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
の
小
説
六
篇
、
ツ
ワ
イ
ク
の
小
説
四
篇
の
翻
訳
が
あ
り
、

外
国
作
家
で
評
論
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
・
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
・
ス
ト

リ
ン
ド
ベ
リ
イ
・
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
諸
家
で
、
ゲ
ー
テ
・
シ
ル
レ
ル
お
よ
び
ク
ラ
イ
ス
ト

も
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
中
で
最
も
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
の
は
シ
ュ
ニ
ッ
ッ

レ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
作
家
の
作
品
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た

な
目
を
開
か
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
に
接
し
た
の
は
鴎
外
の

訳
を
と
お
し
て
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
本
格
的
に
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
学
を
出
て
か

ら
と
い
う
か
ら
、
大
正
四
年
の
終
わ
り
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
間
の
事
情
に

つ
い
て
は
、
阿
部
知
二
と
の
対
談
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
大
正
三
年
五
月

の
「
美
術
劇
場
と
無
名
会
」
で
か
な
り
詳
し
く
こ
の
作
家
に
触
れ
た
後
、
「
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ

ル
に
つ
い
て
は
い
ふ
べ
き
多
く
の
事
を
持
っ
て
ゐ
る
。
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
学
生
時
代
に

も
結
構
読
ん
で
は
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
正
十
一
年
九
月
の
『
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
選
集
』
の
序
文
に
お
い
て
、
そ
の
印
税
を
「
尊

敬
の
一
表
示
と
し
て
」
原
著
者
に
送
っ
た
と
し
、
「
平
生
私
淑
し
て
ゐ
る
喫
国
の
老
文
豪
」

と
呼
び
、
ま
た
、
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
」
（
昭
５
．
蛆
）
で
も
、
「
日
頃

私
淑
」
し
て
い
る
作
家
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
有
三
に
お
け
る
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
ヘ
の
傾
倒

が
な
承
な
ゑ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
の
書
き
残
し
た
も
の
の
な
か
に
探
る
こ
と

清
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は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。

シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
文
芸
の
世
界
や
特
色
に
つ
い
て
有
三
の
言
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
が
、

ほ
ぼ
妥
当
な
見
解
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
美
術
劇
場
と
無
名
会
‐
一
の
一
文
で
は
、

「
パ
ラ
ッ
ェ
ル
ズ
ス
」
（
蚕
３
８
房
宮
の
）
中
の
終
幕
に
近
い
と
こ
ろ
で
主
人
公
が
、
・
葛
胃

砦
匡
ｇ
言
日
閂
》
言
胃
①
、
尋
①
儲
ゞ
重
匡
侭
・
《
《
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
個
所
を
「
吾
等
は
何
時
も
遊
戯
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
知
る
も
の
は
賢
人
で

（
ｑ
Ｊ
）

あ
る
。
」
と
訳
し
、
こ
れ
が
彼
の
全
作
の
「
モ
ッ
ト
ー
」
で
あ
る
と
捉
え
、
「
軽
快
、
漁
酒
、

遊
び
の
芸
術
」
と
観
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
近
代
劇
作
家
中
最
も
近
代
的
な
作
家
で
あ

る
。
」
と
し
つ
つ
も
、
「
他
の
近
代
劇
に
見
る
や
う
な
、
社
会
の
欠
陥
を
掘
ぢ
く
り
出
し

て
、
之
を
厳
し
く
論
じ
立
て
る
や
う
な
人
間
は
出
て
来
な
」
く
、
そ
こ
に
特
色
が
あ
る
と
承

な
す
。と

こ
ろ
で
、
先
の
対
談
で
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
学
を
出
て

か
ら
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
「
美
術
劇
場
と
無
名
会
」
は
、
大
正
三
年
五
月
、
第
三
次

『
新
思
潮
』
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
有
三
が
大
学
を
了
え
た
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
回
想
に
し
ば
し
ば
あ
り
が
ち
な
記
憶
ち
が
い
と
解
さ
れ
な
く
も
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
一
文
に
ゑ
ら
れ
る
有
三
の
批
評
態
度
に
は
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
に
対
す
る
後

の
言
及
と
趣
を
異
に
す
る
点
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
文
芸
へ
の
主

観
的
言
辞
や
評
価
あ
る
い
は
親
近
感
に
か
か
わ
る
有
三
の
言
が
、
昭
和
五
年
の
も
の
に
比

べ
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
現
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
庭
作

家
と
し
て
自
己
の
創
作
活
動
に
な
に
か
を
汲
み
と
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
で
本
格
的
に
読

ん
だ
の
は
、
や
は
り
大
学
を
出
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
学
生
時
代
で
も
か
な
り

の
知
識
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
、
「
大
学
を
出
て
か
ら
」
読
ん
だ
と
い
う
こ

と
ば
に
は
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
へ
の
打
ち
込
み
の
ほ
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
と

思
わ
れ
る
。

昭
和
五
年
十
月
、
新
潮
社
『
世
界
文
学
講
座
』
の
た
め
執
筆
さ
れ
た
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・

シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
」
は
、
如
上
の
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
観
と
基
本
的
に
は
蓬
庭
を
承
な
い
け
れ

ど
も
、
傾
倒
す
る
有
三
の
内
面
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
の
い
ふ
通

、
、

り
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
作
は
、
き
め
が
細
か
で
、
肌
ざ
は
り
が
柔
か
で
、
芸
術
品
の
中

の
芸
術
品
と
い
ふ
気
が
す
る
。
近
代
の
ド
イ
ツ
文
学
に
於
い
て
、
こ
の
く
ら
ゐ
整
っ
た
作
品

は
、
ほ
か
に
類
が
な
い
」
と
述
べ
、
筆
致
の
行
き
と
ど
い
て
い
る
点
、
洗
練
さ
れ
た
調
子

等
、
完
成
さ
れ
た
文
芸
と
し
て
捉
え
、
「
彼
は
心
理
の
た
ゆ
ゑ
な
い
動
揺
を
追
ひ
つ
上
、
ほ

の
か
な
情
味
を
再
現
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
彼
の
作
品
は
、
そ
の
描
い
た
人
物
を

め
ぐ
っ
て
起
る
事
柄
、
そ
の
も
の
に
興
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
っ
て
、
彼
等
の
間
か
ら
醸

し
出
さ
れ
る
情
趣
が
貴
い
の
で
あ
る
。
人
生
の
飲
物
の
香
り
を
た
の
し
ゑ
、
響
き
に
聴
き
惚

れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
執
勧
に
追
ひ
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
、
で
は
な

い
。
」
と
し
、
そ
の
味
を
リ
キ
ュ
ー
ル
の
そ
れ
に
た
と
え
る
。
だ
か
ら
、
「
彼
の
作
品
は
盃

に
一
杯
か
二
杯
ぐ
ら
ゐ
の
小
量
が
い
入
の
で
、
従
っ
て
大
き
な
グ
ラ
ス
、
大
き
な
桝
に
盛

る
に
は
適
当
な
中
身
で
は
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
説
・
戯
曲

に
お
い
て
、
長
篇
は
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
本
来
の
よ
さ
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
く
、
失
敗
作

が
多
く
な
り
が
ち
で
あ
る
と
断
ず
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
「
日
本
で
は
一
般
に
戯
曲
作

家
と
し
て
通
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
私
は
戯
曲
家
と
し
て
の
彼
を
さ
う
高
く
評
価
し
な

い
。
」
と
し
、
「
小
説
家
と
し
て
尊
敬
す
る
」
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
「
短
篇
作
家
、
中
篇
作

家
と
し
て
頭
を
下
げ
」
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
反
映
し
て
か
、
有
三
の
訳
も
、

盲
目
の
ジ
ェ
ロ
’
一
モ
と
そ
の
兄
己
輿
冨
旨
号
の
①
吋
○
邑
言
○
口
目
、
の
冒
国
目
号
吋

（
大
岨
・
８
）

・
死
人
に
口
な
し
豆
①
弓
○
蔚
口
の
呂
急
凰
帰
目

（
大
加
・
９
）

わ
か
れ
国
旨
渉
冨
の
三
ａ

（
大
皿
・
３
）

レ
デ
ゴ
ン
ダ
の
日
記
己
尉
弓
凋
の
言
呂
号
時
悪
号
唱
口
烏
（
大
皿
・
６
）

妙
な
女
己
厨
司
吊
日
号

（
大
皿
・
７
）

情
婦
殺
し
己
閏
冨
胃
号
吋

（
大
捌
・
加
）

と
、
す
べ
て
短
・
中
篇
の
小
説
に
限
ら
れ
て
い
る
・
戯
曲
で
評
価
で
き
る
も
の
と
し
て
、
「
ア

ナ
ト
ー
ル
」
（
シ
息
巨
）
「
輪
舞
」
角
の
億
ｇ
）
「
緑
の
鵬
鵡
」
ｅ
胃
唱
言
の
尻
四
宮
合
）

「
最
後
の
仮
面
」
（
豆
①
寅
算
ｇ
冨
四
異
ｇ
）
「
恋
愛
三
昧
」
（
匡
呂
①
重
）
と
限
定
し
て
い

る
の
に
対
し
、
中
・
短
篇
小
説
は
ど
れ
も
失
望
さ
せ
る
も
の
は
な
い
と
い
い
嗣
特
に
、
「
新

し
い
歌
」
ｅ
閑
ご
ｇ
の
匠
①
ｅ
「
情
婦
殺
し
」
「
盲
目
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
と
そ
の
兄
」
や

「
グ
ス
ト
ル
少
尉
」
Ｐ
①
巨
目
幽
昌
の
吊
号
）
を
は
じ
め
と
し
て
七
篇
を
あ
げ
る
。

い
ま
こ
れ
ら
を
瞥
見
す
る
に
、
有
三
は
こ
う
し
た
作
品
の
底
に
潜
む
作
者
の
思
想
に
関
心

を
示
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
右
に
列
挙
し
た
諸
作
は
、
有
三
の
み
た
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
文

芸
の
特
色
を
よ
く
表
わ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
彼
は
そ
の
筬
言
集
宙
巨
９
号
周

智
己
呂
の
目
旦
国
ａ
ｇ
訂
ロ
．
シ
ｇ
ｏ
忌
日
ｇ
ｇ
ｇ
再
眉
目
の
貝
の
．
お
国
）
の
中
で
『
総
て
の

答
は
偽
り
で
あ
る
。
』
と
い
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
恐
し
く
懐
疑
的
な
作
家
で
あ
る
。
」
（
「
ア

ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ュ
｝
一
ツ
ッ
レ
ル
」
）
と
述
べ
て
お
り
、
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
向
日
性
を
も
つ
有
三
が
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
の
思
想
に
深
い
共
感
を
覚
え

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
は
、
心
理
描
写
を
中
心
と
す
る
小
説
の
方
法
を
学
び
と
っ
た
の

で
あ
る
。
同
じ
文
で
こ
う
書
い
て
い
る
。

昭和46年1月
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、
シ
ュ
ー
ツ
ッ
レ
ル
の
小
説
を
読
ま
う
と
す
る
程
の
人
な
ら
ば
、
何
を
お
い
て
も
「
死
」

（
津
①
ご
ｇ
》
扇
玉
）
を
読
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
。
彼
の
作
品
は
く
ど
く
も
い
ふ
や

う
に
、
決
し
て
筋
を
語
る
べ
き
も
の
で
な
い
か
ら
、
無
用
な
説
明
は
一
切
は
ぶ
く
が
、

ド
イ
ツ
語
の
読
め
る
人
な
ら
直
接
原
書
で
、
若
し
読
め
な
い
人
は
、
鴎
外
博
士
の
訳
し

た
「
承
れ
ん
」
（
「
死
」
を
改
題
し
た
も
の
）
を
是
非
と
も
再
読
、
三
読
し
て
欲
し
い
。

さ
う
し
た
ら
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
の
味
ば
か
り
で
な
し
に
、
小
説
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も

》
必
ず
や
味
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
。

「
久
米
正
雄
に
ｌ
戯
曲
『
阿
武
隈
心
中
』
の
賊
ｌ
」
（
大
扣
・
５
）
で
、
「
シ
ニ
ッ
ッ

レ
ル
な
ん
か
に
な
る
と
、
小
説
で
は
十
分
人
間
を
浮
き
出
さ
せ
て
ゐ
な
が
ら
、
戯
曲
と
な
る

と
妙
に
イ
デ
ー
や
テ
ー
マ
に
捕
へ
ら
れ
て
、
栫
へ
も
の
の
人
間
を
書
い
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
・
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
有
三
の
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
受
容
の
態
度
が
あ
っ
た

の
に
ち
が
い
な
い
。
有
三
は
、
先
に
触
れ
た
対
談
で
も
、
阿
部
知
二
に
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル

か
ら
小
説
の
書
き
方
を
学
ん
だ
と
話
し
て
い
る
。
時
か
な
り
経
て
な
お
方
法
と
い
う
点
で
有

三
の
中
に
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
作
家
は
深
く
生
き
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

一
一

そ
れ
で
は
、
実
際
、
創
作
活
動
に
ど
の
よ
う
に
摂
取
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
健
二

氏
は
、
「
『
め
く
ら
の
ジ
ェ
ロ
’
一
モ
と
そ
の
兄
』
は
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
ラ
ー
と
し
て
は
全
く
例

外
的
に
女
気
が
な
く
、
不
幸
な
兄
弟
の
心
理
の
も
つ
れ
を
描
い
て
、
珠
玉
の
名
篇
を
な
し
て

い
る
の
が
、
氏
の
心
を
ひ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
山
本
氏
自
身
そ
の
翻
訳
の
後
ま
も
な
く
、
兄

弟
の
心
理
の
も
つ
れ
を
『
兄
弟
』
や
『
海
彦
山
彦
』
な
ど
に
描
い
て
い
る
の
は
、
偶
然
か
も

知
れ
な
い
が
、
興
味
ふ
か
く
感
じ
ら
れ
る
。
」
と
、
示
唆
的
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
て
い

（
刈
詮
）

る
。
本
節
で
は
こ
の
面
に
焦
点
を
絞
り
観
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

戯
曲
に
つ
い
て
か
な
り
知
識
を
貯
え
て
い
た
と
自
ら
考
え
て
い
た
有
三
で
は
あ
っ
た
け
れ

ど
も
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
を
読
み
、
あ
ら
た
め
て
文
芸
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
正
十
年
あ
た
り
か
ら
、
よ
う
や
く
そ
れ
は
深
め
ら
れ
新
た
な

出
発
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
始
め
る
に
い
た
る
。
「
芸
術
は
『
あ
ら
は
れ
』
な
り
」
（
は

じ
め
「
文
芸
雑
話
」
と
題
し
た
）
「
表
現
主
義
雑
感
」
「
久
米
正
雄
に
」
等
、
こ
の
年
に
発

表
さ
れ
た
も
の
に
そ
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
歩
み
へ
の
過
程
に
、
シ

ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
に
親
し
み
、
そ
の
小
説
を
翻
訳
し
だ
し
た
時
期
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
「
久
米
正
雄
に
」
の
一
文
に
は
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
に
つ
い
て
の
言
及
が
窺
わ
れ

る
。
「
芸
術
は
『
あ
ら
は
れ
』
な
り
」
も
「
表
現
主
義
雑
感
」
も
、
内
容
的
に
は
そ
の
根
底

は
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
良
こ
れ
ら
一
連
の
主
張
唾
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
文
芸
と
の
応
答

の
も
と
に
生
ま
れ
た
と
い
う
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
だ
ろ

準

局

ノ

○

大

正

十

年

八

月

「

盲

目

の

ジ

ェ

ロ

’

一

モ

と

そ

の

兄

」

を

訳

し

、

十

一

年

九

月

『

シ

ュ

ニ

ッ

ッ
レ
ル
選
集
』
を
共
編
し
て
印
行
し
た
翌
月
、
「
兄
弟
」
を
発
表
し
た
。
戯
曲
を
書
い
て
い

た
有
三
が
、
小
説
家
と
し
て
尊
敬
す
る
と
い
う
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
も
の
の
翻
訳
の
後
に
、

戯
曲
形
式
に
似
て
は
い
る
が
、
は
じ
め
て
小
説
と
し
て
「
兄
弟
」
を
執
筆
し
た
わ
け
で
あ

る
。
「
盲
目
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
と
そ
の
兄
」
を
有
三
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

有
三
が
こ
の
短
篇
小
説
に
惹
か
れ
た
の
は
、
彼
自
身
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
佳
品

と
認
め
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
が
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
中
で
も
「
毛
色
の
変
っ
た
」
作

品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
は
「
女
気
の
な
い
も
の
」
と
い
う
に
と
ど

ま
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
作
家
と
し
て
題
材
そ
の
も
の
に
執
す
る
よ
う
な
態
度
を
難
じ
る

有
三
で
は
あ
る
が
、
第
一
は
や
は
り
兄
弟
を
描
い
た
と
い
う
素
材
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
向
日
性
と
い
う
点
で
お
そ
ら
く
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
と
は
か
な
り

懸
隔
の
あ
る
作
家
だ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
こ
の
作
品
に
関
し
て
は
、
有
三
好
承
の
性
格
を

備
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
与
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
短
篇
に
は
、
有
三
の

い
う
テ
ー
マ
性
と
か
イ
デ
ー
が
あ
ら
わ
で
あ
る
と
い
う
点
は
認
め
ら
れ
ず
、
「
芸
術
は
『
あ

ら
は
れ
』
な
り
」
の
精
神
を
具
現
し
た
作
品
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
「
芸
術
は
『
あ
ら
は

れ
』
な
り
」
の
一
文
で
は
、
「
よ
い
題
材
と
見
ゆ
る
も
の
は
、
実
は
題
材
が
よ
い
の
で
な
く

っ
て
、
作
家
が
そ
の
事
実
を
す
っ
か
り
自
分
に
取
入
れ
て
し
ま
っ
て
、
改
め
て
そ
れ
を
自

分
の
も
の
と
し
て
吐
き
出
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
、
題
材
が
「
自
己
に
転
入
し
て

来
た
と
き
、
芸
術
は
始
め
て
躍
動
す
る
。
」
と
述
べ
、
し
た
が
っ
て
文
芸
の
本
質
は
表
わ
す

と
い
う
よ
り
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
有
三
が
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
を
か
う
の
は
、
作

る
よ
り
生
ま
れ
鰯
て
く
る
、
表
わ
そ
う
と
す
る
よ
り
現
わ
れ
て
く
る
ｌ
そ
う
し
た
点
で
あ
ろ

う
。
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
作
家
の
戯
曲
を
概
し
て
さ
け
る
の
も
「
こ
し
ら
え
も
の
」
と
観
じ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
次
の
こ
と
と
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
は
、
ご
つ
ご
つ
し
た
ド
イ
ツ
語
を
流
麗
な
言
語
と
し
て
更
作
品
世
界
の
展
開
の
な
か

に
定
着
さ
せ
、
陰
影
に
富
む
心
理
を
巧
承
に
描
き
す
す
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
、
文
体
に
お
い
て
も
有
三
は
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ジ
ェ
ロ
ニ
モ

の
内
面
は
、
次
の
よ
う
な
筆
致
で
わ
れ
わ
れ
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
、
直
接
描
か
ず
し
て
真
を

描
く
と
い
う
妙
を
発
揮
し
て
お
り
、
兄
の
心
理
も
細
や
か
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

ご
ロ
・
筥
算
昌
尉
昏
匡
耐
ず
の
閂
○
ヨ
ョ
ｏ
鼻
９
８
》
８
Ｑ
四
ｍ
ｍ
匡
呂
○
日
ざ
旨
口
呂
画
岸
①
国

日
巨
鳶
①
・

ｖ
ｚ
ｇ
．
急
”
の
算
号
冒
釦
八
認
哩
の
号
戸
の
①
且
肖
日
野
鴨
１
三
．
ｖ
ぐ
。
獄
‐

君
野
蕨
ゞ
ぐ
日
葛
障
逗
八
緯
冨
獄
含
の
馨
胃
邑
舜
ぐ
の
獄
急
自
己
の
吋
目
四
・
畏
号
儲
国
言
号

秋田高専研究紀要第6号
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ロ
①
ご
冒
曾
の
画
壷
⑦
９
○
日
目
○
註
。
壷
の
言
Ｑ
冒
凰
ロ
臼
肖
ヨ
屋
①
ご
頤
匡
ｏ
穴
の
倶
侭
①
ロ
鈩
鼻
・
葛
討

臼
硯
路
岸
旦
の
ロ
【
言
Ｑ
閂
苛
冑
の
ロ
ョ
ｏ
胃
日
①
胃
四
国
津
日
個
舟
の
底
の
邑
彦
胃
蔚
．
ご
ロ
ｇ

ｏ
画
邑
。
］
酔
○
毒
の
岸
①
四
口
○
ず
．
胄
毒
国
営
尋
“
阜
巴
、
穴
ｑ
ロ
ロ
計
①
一
毎
日
苛
蔚
舜
国
旨
彦
筋
の
ｏ
彦
屋
冒
員
旨
①
門
の

日
の
言
鳴
留
意
言
。
．
’
尋
＆
閏
ぐ
日
の
臼
胃
寓
》
ｇ
ｇ
ｇ
易
亘
侭
ｇ
易
き
”
呉
包
角
雪
鼻
．

（
５
）

ｌ
厚
意
茸
の
蔚
旨
ｇ
卑
且
円
三
巴
胃
．
：
ｚ
の
言
ゞ
国
富
茸
の
夢
口
曽
日
曾
鼻
ｇ
日
巴
・
・
・

人
の
恵
承
で
生
計
を
支
え
て
い
る
あ
わ
れ
な
盲
目
の
弟
ジ
ェ
ロ
’
一
モ
と
そ
の
兄
に
、
心
な

い
人
の
た
め
不
和
が
生
じ
、
こ
れ
が
昂
じ
て
、
た
め
に
兄
は
弟
の
猜
疑
を
取
り
除
こ
う
と
盗

承
を
し
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
続
く
、
作
品
最
後
の
場
面
で
あ

る
。
有
三
は
、
生
き
ん
と
す
る
意
志
を
も
つ
人
物
を
よ
く
描
い
た
。
こ
の
兄
弟
も
、
そ
う
い

う
意
味
で
生
き
ん
と
す
る
人
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
彼
ら
の
生
は
続
く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
と
こ
ろ
に
有
三
の
心
は
向
け
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
兄
弟
の
内
面
心
理
に
深
く
入
り

こ
ゑ
、
細
や
か
に
、
し
か
も
心
を
入
れ
て
こ
れ
を
訳
し
て
い
る
。
そ
の
間
の
事
情
は
何
よ
り

（
６
）

も
訳
文
そ
の
も
の
が
示
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

と
、
ぱ
た
り
と
ジ
ェ
ロ
’
一
モ
が
立
ち
止
っ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
カ
ル
ロ
ー
も
ま
た
、
立

止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
お
い
、
ど
う
し
た
ん
だ
。
」
と
憲
兵
が
怒
気
を
含
ん
で
言
っ
た
。
「
先
へ
行
く
ん
だ
、

先
へ
。
」
け
れ
ど
も
そ
の
時
憲
兵
は
、
盲
人
が
ギ
タ
ー
を
地
上
に
お
つ
こ
と
し
て
、
腕
を

さ
し
延
べ
な
が
ら
、
両
手
で
兄
の
頬
を
さ
ぐ
っ
て
ゐ
る
の
を
見
て
び
っ
く
り
し
た
。
そ
れ

か
ら
弟
は
、
ど
う
し
た
の
か
は
じ
め
は
分
ら
な
い
で
ゐ
た
カ
ル
ロ
ー
の
屑
に
自
分
の
屑
を

●

言
厨
口
の
Ｈ
ぐ
○
門
言
い
鼻
？
同
時
、
。
昏
昌
ロ
頤
四
目
①
口
ぐ
尉
昌
Ｈ
四
ｍ
⑥
彦
①
Ｈ
①
ロ
の
○
置
風
芹
凰
口
巴
の
冷
獄
唇
寄
①
風

ｖ
ぐ
日
浅
欧
景
一
八
門
冑
厨
房
儲
の
の
且
胃
日
．
ｖ
雪
。
岸
房
崎
ｇ
会
ｇ
ｌ
－
Ａ

ｐ
ｐ
ｇ
①
時
”
画
す
○
“
ユ
。
の
目
切
国
葛
読
ｏ
壷
①
ロ
島
①
嗣
甘
己
の
ロ
．

●

ご
口
Ｑ
○
四
邑
○
〕
日
岸
詩
の
前
日
己
Ｈ
ｐ
ｏ
丙
Ｑ
①
ロ
シ
同
国
・
朋
国
毎
国
・
の
ロ
庸
岸
の
口
昌
胸
言
”

国
｝
旨
Ｑ
①
国
．
ご
く
画
埼
朋
旦
①
ロ
ロ
ョ
ｑ
Ｅ
旨
寄
、
己
臼
国
埼
ｐ
Ｑ
９
織
口
吋
固
扇
忌
日
己
。
寓
目
①
昏
埼
、

ｌ
両
吋
す
①
、
凰
域
四
日
国
口
・
甲
１
１
１
や
ご
国
。
駒
急
凰
詩
冒
Ｑ
の
画
彦
の
Ｈ
琴
冒
ぐ
ｏ
ｐ
Ｑ
臼
の
巴
蔚
四
口
．

畠
①
の
洋
閏
３
画
負
ユ
の
自
切
。
Ｑ
①
旨
註
］
庁
冒
匪
の
玄
器
冒
①
疹
吋
日
の
⑦
墨
。
ロ
崖
ロ
ロ
日
岸

●

ず
①
昼
①
ロ
畠
睡
国
旦
の
自
国
胃
毒
Ｑ
①
ｐ
ご
言
四
邑
胴
の
冒
回
閉
園
禺
巨
・
の
厨
冨
鼻
恩
の
、
ロ
四
国
ロ
ロ
嘩
毒
輿
蔚
禺

●

の
四
口
①
伊
評
己
己
①
ご
Ｑ
囚
ご
》
［
自
国
Ｑ
①
○
四
邑
○
酔
Ｑ
①
閉
園
負
①
獄
騨
口
片
昏
喬
葛
匡
画
庁
の
．
尋
尉
》
言
旨

函
①
の
。
匿
四
冨
巨
目
且
弄
口
、
《
の
一
彦
ロ
．

ｖ
靜
昼
夢
局
ぐ
の
司
胃
毒
、
八
辱
樹
訂
号
局
の
①
豆
胃
目
ゞ
ｖ
ぐ
貝
言
胃
蔚
一
ぐ
日
・

●
●

言
野
筋
一
再
呂
言
言
言
言
の
Ｆ
巨
黒
》
函
巨
寓
呉
ｇ
・
人

の
閏
。
目
白
○
ず
○
ず
島
の
の
洋
画
目
の
ぐ
自
己
国
Ｃ
Ｑ
①
昌
画
員
．
○
ず
ロ
①
①
言
ご
く
◎
算
圃
巨
、
己
爲
月
亨

●

の
Ｐ
ｏ
胃
旨
胃
日
①
蔚
威
禺
画
具
匡
ご
Ｑ
行
哩
の
島
①
国
四
目
Ｑ
尋
尉
旦
閏
陸
昌
Ｑ
①
ロ
シ
Ｈ
Ｂ
Ｑ
厨

e

、

そ
こ
で
カ
ル
ロ
ー
は
盲
人
の
腕
を
ぎ
ゅ
っ
と
握
っ
て
手
を
引
き
な
が
ら
、
ま
た
先
へ
歩

川
口
制
引
割
り
彼
は
前
よ
り
も
ず
っ
と
早
足
に
歩
い
た
・
そ
れ
は
子
供
の
折
以
来
つ
ひ
ぞ
弟

の
顔
に
あ
ら
は
れ
た
こ
と
の
な
い
や
う
な
、
柔
和
な
幸
福
さ
う
な
様
子
を
し
て
、
ジ
ェ
ロ

’
一
モ
が
ほ
上
笑
ん
で
ゐ
る
の
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
で
、
カ
ル
ロ
ー
も
亦
ほ
上
笑
ん
だ
。
裁

判
所
へ
出
よ
う
と
、
或
は
そ
の
外
世
界
中
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
引
張
ら
れ
よ
う
と
、
彼
に

は
今
は
も
う
何
に
も
辛
い
こ
と
な
ん
か
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。
ｌ
彼
は
弟
を
再
び
持

っ
た
…
…
い
や
、
彼
は
今
始
め
て
弟
を
持
っ
た
。

（
ワ
ｊ
》

有
三
の
訳
は
、
特
に
傍
線
の
個
所
を
他
の
人
の
訳
と
比
較
す
る
と
き
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

①
番
匠
谷
カ
ル
ロ
は
深
い
溜
息
を
つ
い
て
、
再
び
盲
人
の
腕
に
手
を
か
け
た
。

藤
原
カ
ル
ロ
は
ホ
ッ
と
い
き
を
つ
い
て
、
ま
た
片
手
を
め
く
ら
の
腕
の
上
に
置
い

た
。

②
番
匠
谷
な
ほ
も
疑
ひ
な
が
ら
、
彼
は
脇
か
ら
弟
を
眺
め
た
。

藤
原
そ
し
て
疑
わ
し
そ
う
に
彼
は
弟
を
わ
き
か
ら
眺
め
た
。

③
番
匠
谷
そ
こ
で
カ
ル
ロ
は
ぎ
ゅ
っ
と
盲
人
の
腕
を
引
き
よ
せ
て
、
再
び
先
の
方
へ
歩

き
つ
図
け
た
。

藤
原
こ
う
し
て
カ
ル
ロ
は
、
め
く
ら
の
腕
を
し
っ
か
と
お
さ
え
て
、
ま
た
先
へ
先
へ

と
歩
い
て
行
っ
た
。

「
書
か
う
と
か
表
は
さ
う
と
か
い
ふ
巧
ら
承
を
絶
し
て
、
、
書
か
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た

時
始
め
て
尊
い
。
そ
れ
は
腹
の
な
か
で
醗
酵
し
て
す
っ
か
り
そ
の
人
の
も
の
に
な
っ
て
し

、
、

ま
ひ
、
奔
流
が
自
然
の
勢
で
堰
を
押
破
る
や
う
に
、
だ
う
と
流
れ
出
る
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
」
「
否
で
も
応
で
も
表
現
に
高
ま
っ
て
行
く
そ
の
真
実
心
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
」

（
「
芸
術
は
『
あ
ら
は
れ
』
な
り
」
）
と
述
べ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
翻
訳
の
う
え
で

は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
訳
は
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
作
品
中
の
人
間

つ
た
や
う
に
深
く
ほ
う
と
息
を
し
た
。
そ
し
て
ま
た
盲
人
の
腕
の
上
に
手
を
お
い
た
。
一

体
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
だ
ら
う
か
。
弟
は
も
う
自
分
の
こ
と
を
怒
っ
て
ゐ
な
い

を
傍
か
ら
ぢ
つ
と
見
た
。

「
行
く
ん
だ
。
」
と
憲
兵
が
怒
鳴
っ
た
。
「
貴
様
等
は
結
局
こ
れ
を
食
ひ
た
い
の
か
Ｉ
」

さ
う
い
ひ
な
が
ら
も
彼
は
カ
ル
ロ
ー
の
肋
骨
の
間
の
と
こ
ろ
を
一
つ
き
突
い
た
。

近
づ
け
て
、
兄
に
接
吻
し
た
。

「
お
ま
へ
た
ち
は
気
が
違
っ
た
の
か
。
」
と
憲
兵
が
い
っ
た
。
「
先
へ
行
く
ん
だ
、
先

へ
・
己
は
ぢ
り
ｊ
ｆ
、
焼
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
真
平
だ
。
」

の
か
し
ら
。
弟
は
た
う
と
う
分
か
っ
た
の
か
し
ら
？
疑
ひ
を
抱
き
な
が
ら
も
彼
は
弟

②

③ ジ
ェ
ロ
’
一
モ
は
一
言
も
い
は
ず
に
、
地
上
か
ら
ギ
タ
ー
を
取
り
上
げ
た
。
カ
ル
ロ
ー
は
甦

、
、

①
I
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心
理
の
呼
吸
を
、
た
し
か
に
彼
自
身
の
い
う
と
お
り
訳
し
え
て
い
る
。
ろ
画
邑
ｏ
呉
目
算
①

、
、

陣
凰
四
昌
蔭
を
、
「
甦
つ
た
や
う
に
」
と
い
う
語
を
入
れ
て
、
「
深
く
ほ
う
と
息
を
し
た
。
」

と
訳
し
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
一
端
を
如
実
に
示
す
例
で
あ
ろ
う
。
有
三
は
こ
う
し
て
シ

ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
も
の
を
読
承
、
訳
し
、
そ
の
内
面
に
深
く
入
っ
て
、
小
説
家
と
し
て
の
自

己
を
磨
き
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
有
三
に
は
、
兄
弟
も
の
が
多
い
。
彼
自
身
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
も
し
て
お

り
、
も
と
も
と
か
ら
の
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
の
「
盲
目
の
ジ
ヱ
ロ
ニ
モ
と
そ
の
兄
」
は
深
く

心
に
残
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
訳
し
た
一
年
後
に
、
「
兄
弟
」
を
書
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
心
理
描
写
を
は
じ
め
と
す
る
小
説
の
手
法
が
そ
こ
に
活
か
さ
れ
る

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

小
品
「
兄
弟
」
は
、
そ
の
様
式
に
お
い
て
戯
曲
的
小
説
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
キ
ノ

コ
と
り
に
い
っ
た
と
き
の
幼
い
兄
弟
の
様
子
や
、
山
番
に
叱
ら
れ
て
帰
る
姿
を
描
い
た
も

の
で
、
特
別
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
テ
ー
マ
性
は
薄
い
。
高
橋
健
二

（
８
）

氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
小
品
な
が
ら
陰
影
に
富
む
す
ぐ
れ
た
作
品
と
い
え
る
べ
く
、
「
味
」

の
文
芸
と
も
い
え
る
詩
味
を
た
た
え
て
い
る
。
最
後
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
山

番
に
叱
ら
れ
た
後
、
キ
ノ
コ
を
入
れ
て
い
た
帽
子
を
渡
そ
う
と
し
た
弟
が
、
兄
に
郷
ら
れ
た

と
こ
ろ
で
、
「
年
下
の
者
な
ん
ぞ
か
ら
親
切
に
さ
れ
る
と
、
何
か
知
ら
な
い
が
兄
に
は
一
層

堪
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
部
分
に
続
く
個
所
で
あ
る
。

弟
は
不
意
に
郷
ら
れ
た
の
で
、
前
よ
り
も
烈
し
く
泣
き
出
し
た
。
と
、
そ
の
声
に
つ
れ

、
、
、

て
、
今
ま
で
泣
か
ず
に
ゐ
た
兄
も
、
弟
を
郷
っ
て
お
き
な
が
ら
、
ま
た
わ
あ
つ
と
泣
き
出

し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
人
は
長
い
こ
と
泣
い
て
ゐ
た
。
は
じ
め
は
声
を
立
て
て
泣
い
て
ゐ
た
け
れ

ど
、
し
ま
ひ
に
は
た
堂
機
械
的
に
涙
が
出
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
温
か
い
水
玉
が
し
つ

き
り
な
し
に
流
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
二
人
は
頬
の
上
に
触
覚
の
あ
る
快
感
を
覚
え
て
来
た
。

そ
の
時
弟
は
小
さ
い
声
で
い
っ
た
。

ｌ
兄
さ
ん
、
勘
弁
し
て
ね
。

１
－
１
う
ん
。

兄
は
た
堂
一
語
一
壜
序
で
肯
い
た
。

や
が
て
兄
は
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
ゐ
る
帽
子
を
拾
っ
て
、
膝
の
上
で
五
六
度
叩
い
た
。

彼
は
そ
れ
を
被
ら
な
い
で
片
手
に
持
っ
た
ま
上
、
別
の
手
で
弟
の
手
を
と
っ
た
。
そ
し
て

、

、

う
ち
の
方
へ
歩
き
出
し
た
。
し
か
し
二
人
は
途
々
お
も
ひ
出
し
た
や
う
に
泣
き
じ
ゃ
く
っ

て
ゐ
た
。

こ
こ
に
は
、
幼
い
兄
弟
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
姿
が
巧
承
に
描
写
さ
れ
、
そ
の
こ
こ
ろ
を
窺

わ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
筆
づ
か
い
が
な
さ
れ
、
子
供
そ
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
有
三
は

シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
作
品
の
雰
囲
気
に
、
童
話
的
な
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

か
ら
（
「
美
術
劇
場
と
無
名
会
」
）
、
特
に
「
盲
目
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
と
そ
の
兄
」
と
「
兄

弟
」
が
無
関
係
の
作
品
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
今
村
忠
純
氏
は
、
こ
の

作
品
に
つ
い
て
、
有
三
の
初
期
の
戯
曲
に
触
れ
た
後
、
「
目
に
は
見
え
ぬ
こ
こ
ろ
の
う
ご
き

を
手
に
と
る
よ
う
に
活
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
の
制
約
を
こ
え
た

感
動
を
表
白
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ッ
タ
ヶ
山
に
キ
ノ
コ
狩
り
に
は
い
っ
た
幼
い
ふ
た
り

が
、
『
ゑ
ち
ノ
ー
～
お
も
ひ
だ
し
た
や
う
に
、
な
ほ
、
泣
き
じ
ゃ
く
』
り
な
が
ら
、
山
を
お
り

る
。
別
に
筋
ら
し
い
筋
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
優
し
い
い
た
わ
り
あ
う
兄

弟
は
、
『
海
彦
山
彦
』
に
な
が
し
こ
ま
れ
、
い
ま
ま
で
の
戯
曲
に
は
な
か
つ
た
こ
こ
ろ
を
え

が
い
て
名
作
な
の
だ
。
」
と
し
、
「
兄
弟
」
を
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
芸
術
観
は
、
は

（
９
）

じ
め
て
定
着
し
た
と
述
べ
る
。
ま
さ
し
く
そ
う
に
ち
が
い
な
い
。

大
正
十
二
年
五
月
の
戯
曲
「
海
彦
山
彦
」
（
後
、
「
ウ
ミ
ヒ
コ
ャ
マ
ヒ
己
と
改
題
）

に
つ
い
て
は
作
者
自
身
語
っ
て
い
る
と
お
り
『
古
事
記
』
に
素
材
を
求
め
つ
つ
、
原
話
の
も

つ
あ
ら
わ
な
テ
ー
マ
性
を
避
け
、
在
来
の
い
わ
ゆ
る
海
幸
彦
・
山
幸
彦
の
話
と
ち
が
っ
た
も

の
を
書
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
兄
弟
の
心
理
の
も
つ
れ
に
中
心
は
あ
り
、
前
作
を
発
展
さ
せ

た
作
品
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
上
の
「
兄
弟
」
か
ら
の
引
用
と
併
せ
読
む
と
き
、
そ

こ
に
一
脈
相
通
じ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
が
感
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

山
彦
。
（
突
っ
伏
し
た
ま
生
で
ゐ
る
）

海
彦
。
お
い
・
寝
ろ
。
…
…
寝
ろ
と
い
ふ
の
に
。
（
弟
を
引
き
立
て
る
）

山
彦
。
（
急
に
泣
き
出
す
）

海
彦
。
何
を
泣
く
ん
だ
。
馬
鹿
、
寝
ろ
と
い
ふ
の
に
。

海
彦
は
弟
を
叩
き
伏
せ
る
や
う
に
し
て
無
理
に
寝
か
せ
る
。
山
彦
は
床
の
中
で
な
ほ
泣
き
つ
堂
け
て
ゐ
る
。

海
彦
は
ち
ょ
っ
と
そ
こ
ら
を
片
附
け
て
寝
床
に
は
ひ
る
・
二
人
は
背
中
あ
は
せ
に
な
っ
て
別
為
の
方
を
向
い
て
寝

る
。

（
牛
略
）

山
彦
は
ま
た
眼
を
覚
ま
す
。
そ
し
て
寝
た
ま
Ｌ
消
え
か
坐
っ
た
火
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
ゐ
る
。
や
が
て
思
ひ
切
っ

て
土
間
に
下
り
て
焚
火
を
見
る
。

、
、
、
、

弟
が
か
さ
こ
そ
し
て
ゐ
る
と
、
海
彦
も
ふ
と
眼
を
覚
ま
す
。

海
彦
。
（
寝
床
の
中
か
ら
、
眠
む
さ
ぅ
な
声
で
）
火
が
消
え
た
の
か
。

山
彦
。
う
む
。

海
彦
。
ど
う
し
た
。
…
…
つ
か
な
い
か
。

山
彦
。
い
上
よ
、
起
き
な
い
で
も
。
１
１

海
彦
。
さ
う
か
。
！
“
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山
彦
。
も
う
大
丈
夫
だ
。
‐

、
、
、

海
彦
。
ぢ
や
、
う
ん
と
く
べ
と
い
て
く
れ
。
今
夜
は
寒
い
か
ら
。

山
彦
。
う
ん
。

：
海
彦
は
そ
れ
な
り
に
ま
た
ぐ
う
ノ
侭
、
寝
入
っ
て
し
ま
ふ
。

美
し
い
火
花
が
飛
ん
で
、
火
が
ま
た
盛
に
燃
え
さ
か
る
。

山
彦
。
兄
さ
ん
・
１
１

海
彦
。
…
…

山
彦
。
兄
さ
ん
。

も
う
一
度
声
を
か
け
た
け
れ
ど
、
兄
は
す
や
ｊ
、
と
眠
っ
て
ゐ
る
の
で
山
彦
も
す
ぐ
床
に
は
ひ
る
。
そ
し
て
兄
の

方
を
向
い
て
寝
る
。

幕

山
彦
の
性
格
が
も
と
で
、
釣
鉤
を
な
く
し
た
こ
と
か
ら
兄
弟
に
緊
張
・
対
立
が
生
じ
、
つ

い
に
兄
は
弟
の
い
こ
じ
さ
を
難
じ
て
打
郷
す
る
。
そ
う
い
う
劇
の
頂
点
を
経
て
、
二
人
が
自

然
と
和
解
に
向
か
う
部
分
で
あ
る
。
「
盲
目
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
と
そ
の
兄
」
に
は
、
猜
疑
と
い

う
契
機
が
入
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
「
兄
弟
」
や
こ
の
戯
曲
に
は
そ
れ
が
な
い
。
「
兄
弟
」
は

後
に
か
な
り
補
筆
訂
正
さ
れ
、
「
兄
は
た
だ
一
語
涙
声
で
肯
い
た
。
」
と
い
う
個
所
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
兄
は
た
だ
『
う
ん
』
と
い
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
声
は
う
る
ん
で
い
る
が
、
明
る
い
響
き
を

、
、
、
、
、

持
っ
て
い
た
。
」
（
傍
点
稿
者
）
と
さ
れ
た
。
主
人
公
が
、
作
品
の
終
わ
り
の
部
分
で
、
あ

る
種
の
平
安
と
で
も
い
う
べ
き
境
地
に
入
る
場
面
は
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
に
も
し
ば
し
ば
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ほ
の
暗
く
決
し
て
明
る
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
は
深
く
憂
愁

の
趣
が
た
だ
よ
い
、
静
か
な
諦
念
の
境
に
ひ
た
ろ
う
と
す
る
感
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

有
三
の
そ
れ
は
こ
れ
と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
両
者
の
資
質
の
相
違
や
、
有

三
が
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
に
私
淑
し
つ
つ
も
、
ゞ
君
胃
９
重
①
ご
言
冒
胃
】
急
閂
の
、
言
①
毬
》
重

置
侭
・
《
《
に
集
約
し
て
示
さ
れ
る
思
想
的
・
文
芸
的
基
盤
を
、
自
己
の
も
の
と
し
て
受
け
容

れ
な
か
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
上
の
例
に
有
三
の
特
色
は
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
心
理
描
写
、
作
品
の
結
構
等
で
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
作
家
に
示
唆
さ
れ
る
点
の
あ
っ
た
こ

と
も
否
定
で
き
な
く
、
以
上
の
観
察
に
そ
の
一
端
は
感
得
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

有
三
は
尾
上
菊
五
郎
の
依
頼
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
が
、
訳
し
た
「
盲
目
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
と

そ
の
兄
」
を
翻
案
脚
色
し
、
昭
和
四
年
十
月
「
盲
目
の
弟
」
と
し
て
発
表
し
た
。
翻
案
の
ゆ

え
を
も
っ
て
全
集
に
入
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
な
か
に
は
、
有
三
ら
し
さ

を
現
わ
し
て
、
独
創
的
で
あ
る
個
所
も
な
く
は
な
い
。
原
作
で
は
、
吹
矢
で
ジ
ェ
ロ
’
一
モ
が

過
っ
て
眼
を
射
ら
れ
る
部
分
が
？
兄
カ
ル
ロ
の
回
想
の
中
で
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
翻
案
で

は
幕
開
け
の
場
を
次
の
よ
う
に
書
き
、
兄
弟
を
描
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
弟
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
を

準
吉
、
カ
ル
ロ
を
角
蔵
と
し
た
の
は
、
そ
の
音
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

準
吉
。
（
草
笛
を
止
め
て
）
兄
さ
ん
、
連
ふ
よ
・

角
蔵
。
何
が
？

準
吉
。
（
軽
く
歌
ふ
）

春
が
来
た

春
が
来
た

何
処
に
来
た
。

ぢ
や
な
い
か
。

角
蔵
。
さ
う
さ
。

準
吉
。
だ
っ
て
、
兄
さ
ん
の
は
お
か
し
い
ん
だ
も
の
。

角
蔵
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も
ん
か
、
ぢ
や
、
も
う
一
度
一
緒
に
や
っ
て
見
よ
う
。

準
吉
。
う
ん
。

二
人
ま
た
草
の
葉
を
唇
に
当
て
上
同
じ
曲
を
吹
き
は
じ
め
る
。
暫
く
す
る
と
、

準
吉
。
ほ
ら
、
そ
こ
ん
と
こ
だ
よ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

角
蔵
。
今
の
と
こ
？
今
の
と
こ
な
ら
こ
れ
で
い
上
ぢ
や
な
い
か
。
（
自
分
だ
け
葉
を
当
て
些

吹
い
て
見
せ
る
。
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

準
吉
。
違
ふ
よ
、
兄
さ
ん
。
違
ふ
っ
て
ば
そ
れ
ぢ
や
。

角
蔵
。
さ
う
か
な
。
そ
ん
な
に
お
か
し
い
か
な
。
１
１
ぢ
や
、
準
ち
や
ん
ひ
と
り
で
や
っ

て
ご
覧
。

準
吉
。
（
唇
に
葉
を
あ
て
入
吹
く
）

（
傍
点
稿
者
）

「
兄
弟
」
に
お
け
る
ハ
ッ
タ
ヶ
狩
り
の
次
の
個
所
を
想
起
さ
せ
、
草
笛
と
ハ
ッ
タ
ヶ
、
そ
れ

に
幼
長
の
関
係
が
入
れ
か
わ
っ
た
だ
け
の
観
さ
え
あ
り
、
傍
点
個
所
を
支
え
る
文
脈
の
こ
こ

ろ
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ｌ
兄
さ
ん
、
こ
れ
さ
う
だ
ら
う
。

ｌ
ど
れ
。

兄
は
そ
ば
に
い
る
弟
の
方
を
ふ
り
向
い
た
。
そ
し
て
弟
の
差
し
出
し
た
菌
を
見
た
。
併

し
す
ぐ
い
っ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
↑

ｌ
そ
れ
は
違
ふ
よ
・
こ
う
い
ふ
ん
で
な
く
つ
ち
や
。

彼
は
自
分
で
今
採
っ
た
ば
か
り
の
初
茸
を
弟
に
示
し
た
。

ｌ
こ
れ
駄
目
／
，

弟
は
残
り
惜
し
さ
う
に
採
っ
た
菌
を
な
が
め
て
ゐ
た
。
（
傍
点
稿
者
）

高
橋
氏
は
、
「
『
兄
弟
』
は
、
影
絵
の
よ
う
に
切
り
ぬ
か
れ
た
童
話
の
感
じ
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
童
話
的
な
あ
ら
わ
れ
方
は
、
『
ウ
ミ
ヒ
コ
ャ
マ
ヒ
こ
以
外
に
も
見
い
出
さ
れ

昭和46年1月
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る
。
」
と
述
べ
、
戯
曲
「
ス
サ
ノ
ヲ
の
命
」
（
大
畑
・
９
、
畑
）
シ
ナ
リ
オ
「
雪
」
（
大
朏

・
３
）
さ
ら
に
「
女
の
一
生
」
（
昭
７
・
的
１
８
．
８
）
の
書
き
出
し
「
糸
き
り
歯
」
の
章

に
も
そ
の
よ
う
な
趣
が
看
取
さ
れ
る
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
有
三
は
、
．
体
、
兄
と
か
弟
と
か
、
姉
と
か
妹
と
か
、
（
中
略
）
美
と
醜
、

或
は
永
遠
と
瞬
間
、
或
は
剛
と
柔
と
い
っ
た
や
う
に
、
人
生
に
於
い
て
は
対
立
と
い
ふ
こ

と
は
重
要
な
現
象
で
あ
り
、
契
機
で
あ
る
。
殊
に
戯
曲
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
な
し
に
は
殆

ど
成
立
し
な
い
と
い
っ
て
も
い
上
く
ら
ゐ
の
も
の
で
あ
る
」
（
「
『
海
彦
山
彦
』
に
就
い

て
」
昭
如
・
２
）
と
述
べ
、
「
兄
弟
」
も
そ
う
し
た
点
の
与
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
も
と
も
と
戯
曲
は
対
立
的
契
機
が
文
芸
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
以
上
に
明
ら
か
に

現
わ
れ
、
重
要
な
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
有
三
の
そ
れ
は
著
し
い
で
あ
ろ

う
・
そ
の
点
、
早
川
正
信
氏
が
、
対
立
と
い
う
契
機
に
触
れ
つ
つ
、
「
兄
弟
」
以
前
の
作
に
か

か
る
戯
曲
「
津
村
教
授
」
（
大
７
・
旭
）
「
生
命
の
冠
」
（
大
９
．
１
）
を
検
討
し
、
こ
れ

ら
が
構
成
・
主
題
に
関
し
て
は
緊
密
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
作
者
自
ら
の
い
う
「
イ
デ
ー
や
テ

ー
マ
が
ま
さ
っ
て
い
る
」
戯
曲
と
し
て
、
よ
う
や
く
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
そ
の
芸
術
観
の
志
向

（
叩
）

す
る
と
こ
ろ
と
相
容
れ
な
い
面
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
兄
弟
」
に
お
い
て
も
早
川
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
海
と
山
、
貸
と
借
、
兄

と
弟
、
さ
ら
に
は
そ
の
性
格
の
面
等
に
お
け
る
対
立
的
契
機
は
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
次
第
に
内
面
に
沈
め
ら
れ
潜
め
ら
れ
て
い
こ
う
と
す
る
相
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

大
正
十
四
年
七
月
「
坐
り
」
の
一
文
を
有
三
は
公
に
し
た
。
こ
ま
の
坐
る
と
い
う
こ
と
を
例

に
出
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
坐
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
動
か
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
一
見
動
か
な
い
や
う
に
見
え

る
け
れ
ど
も
、
実
は
最
も
烈
し
く
動
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
最
も
烈
し
く
回
転
す
れ

ば
こ
そ
、
独
楽
は
は
じ
め
て
坐
る
の
で
あ
っ
て
、
「
坐
り
」
は
活
動
の
絶
頂
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
く
活
動
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
て
も
、
「
動
き
」
が
見
え
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
力
が
弱
い
証
拠
で
あ
る
。
動
い
て
ゐ
る
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
に
「
動

い
て
ゐ
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
だ
「
坐
り
」
に
達
し
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
回

転
が
弱
い
ほ
ど
動
き
は
一
層
よ
く
見
え
る
。

越
智
治
雄
氏
は
こ
の
一
文
に
注
目
し
、
「
有
三
の
戯
曲
は
対
立
の
戯
曲
で
あ
っ
た
。
し
か
る

に
、
す
わ
り
は
争
闘
や
対
立
と
次
元
を
異
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
わ
り
の
思
想
の
成
熟

と
ほ
ぼ
時
期
を
重
ね
て
、
戯
曲
か
ら
小
説
へ
の
移
行
が
承
ら
れ
る
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま

（
皿
）

い
。
」
と
示
唆
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
例
に
つ
き
、
「
た
と
え
ば
、

『
西
郷
と
大
久
保
』
（
昭
二
・
四
）
は
『
同
志
の
人
々
』
と
同
様
資
料
の
精
査
の
上
に
成
っ

た
歴
史
劇
だ
が
、
こ
こ
で
作
者
は
そ
の
戯
曲
観
に
ふ
さ
わ
し
い
対
立
を
二
人
の
人
物
の
う
ち

に
み
い
だ
し
な
が
ら
、
決
定
的
な
対
立
よ
り
は
、
そ
の
の
ち
の
た
が
い
の
心
理
の
許
し
に
力

点
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
と
こ
れ
を
裏
づ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
観
じ
て
く
る
と
き
、
岸
田
国
士
の
一
文
を
想
起
す
る
。
「
同
志
の
人
食
」

（
大
腸
・
３
以
前
、
初
出
不
明
）
で
、
概
し
て
有
三
の
前
期
の
戯
曲
は
、
「
主
題
と
し
て
所

謂
『
戯
曲
的
境
遇
』
が
選
ば
れ
て
を
り
、
後
期
の
諸
作
は
、
少
く
と
も
表
面
的
に
『
波
潤
の

少
い
場
面
』
が
選
ば
れ
て
ゐ
る
。
」
と
し
、
心
理
の
動
き
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、
「
作
者

Ｆ
ｒ
ラ
マ

は
、
つ
ま
り
外
面
的
の
『
劇
』
か
ら
内
面
的
の
『
劇
』
へ
足
を
踏
承
込
ん
だ
と
云
へ
る
。
」

と
す
る
が
、
時
間
的
に
は
幾
分
ず
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
に
引
い
た
諸
論
の

内
容
と
契
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
自
己
の
主
観
的
戯
曲
論
を
展
開
す
る
き
ら
い
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
断
わ
り
な
が
ら
も
、
岸
田
は
さ
ら
に
、
戯
曲
の
本
質
的
「
美
」
は
、

「
人
生
の
真
理
を
物
語
る
活
き
た
魂
の
最
も
諮
調
に
満
ち
た
声
と
姿
、
最
も
韻
律
的
な
動
き

（
響
き
と
い
っ
て
も
い
い
）
の
中
」
や
「
語
ら
れ
る
言
葉
」
と
「
行
わ
れ
る
動
作
」
の
「
最

も
直
接
的
な
、
最
も
暗
示
的
な
表
現
、
そ
こ
か
ら
の
承
生
ま
れ
る
心
理
的
詩
味
の
う
ち
に
あ

る
と
は
云
へ
な
い
だ
ら
う
か
。
」
と
も
い
い
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
「
海
彦
山
彦
」
を
有
三

の
最
も
す
ぐ
れ
た
戯
曲
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
、
「
西
郷
と
大
久
保
」
「
米
百
俵
」
（
昭
侶

・
１
，
２
）
等
、
こ
の
後
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。

「
兄
弟
」
や
「
海
彦
山
彦
」
が
、
以
上
観
察
し
て
き
た
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
執
筆
さ

れ
、
し
か
も
そ
れ
が
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
文
芸
に
深
く
入
り
こ
ゑ
、
こ
の
私
淑
す
る
ゥ
イ
ー

ン
の
作
家
の
作
品
を
味
得
し
つ
つ
あ
っ
た
時
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
表
わ
す
よ
り
も
現
わ
れ
る
文
芸
で
あ
り
た
い
と
す
る
芸
術
観
を
抱
懐

す
る
に
い
た
っ
た
こ
ろ
と
も
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
一
一

有
三
は
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
」
の
な
か
で
、
『
テ
レ
ー
ゼ
、
あ
る
女
の

生
涯
の
記
録
』
（
弓
言
Ｈ
硯
①
》
ｏ
冑
８
房
①
旨
朋
蜀
国
員
の
己
①
言
吊
）
に
触
れ
、
「
『
理
解
の

書
』
（
国
匡
呂
号
い
く
閂
牌
呂
の
易
）
と
よ
ば
れ
る
程
老
来
、
彼
の
見
方
が
し
ゑ
じ
承
と
落
ち

着
い
て
来
て
」
い
る
と
述
べ
、
こ
の
作
品
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
女
の
一
生
」

執
筆
の
二
年
前
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
ま
だ
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
作
は
「
女
の
一
生
」
と

（
辺
）

い
う
題
で
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
板
垣
直
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に

い
く
ら
か
の
示
唆
を
受
け
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
平
田
邦
夫
氏
は
有
三
の
「
女
の

一
生
」
に
、
筋
の
意
図
的
展
開
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
偶
然
性
の
多
く
あ
る
こ
と

（
過
）

を
あ
げ
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
か
ら
取
り
入
れ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
主
人
公
テ
レ
ー
ゼ

と
允
子
を
比
較
し
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
有
三
の
そ
れ
は
、
様
々
な
困
難
や
幽
暗
な
情
況
の

な
か
に
置
か
れ
て
も
、
明
る
い
方
に
向
か
お
う
と
し
、
意
志
的
な
面
に
お
い
て
特
色
が
著
し
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い
。
多
く
を
学
ん
だ
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
自
ら
の
作
品
に
は
独
自
の
世
界
を
創
り
あ

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
後
の
『
無
事
の
人
』
（
昭
別
・
４
）
は
、
そ
の
な
か
に
「
坐
り
」
の
思
想
も
取
り
入
れ

ら
れ
て
お
り
、
筆
づ
か
い
そ
の
他
様
々
な
点
で
や
は
り
有
三
の
文
芸
活
動
が
集
約
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
枠
構
造
を
も
っ
た
小
説
で
、
主
人
公
は
為
さ
ん
と

目
さ
れ
る
が
、
彼
は
大
工
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
光
を
失
い
あ
ん
ま
と
な
る
。
そ
の
為
さ
ん

が
、
「
風
眼
か
な
ん
か
に
か
上
っ
た
の
か
ね
。
」
と
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
翻
案
の
「
盲
目

の
弟
」
で
準
吉
が
「
不
自
由
な
こ
っ
た
ね
。
風
眼
で
も
わ
づ
ら
つ
た
の
か
い
。
」
と
聴
か
れ

る
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。
も
と
よ
り
わ
ず
か
一
つ
の
語
彙
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
『
無
事

の
人
』
の
筆
を
す
す
め
つ
つ
、
強
く
そ
の
脳
裡
に
残
っ
て
い
た
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
の
短
篇
を

思
い
浮
か
べ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
有
三
が
独
文
科
を
選
ぶ
き
っ
か
け
を
作
っ
た

友
人
三
井
光
弥
は
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
の
独
白
体
の
小
説
「
グ
ス
ト
ル
少
尉
」
に
な
み
な
承

な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
独
白
体
を
織
り
こ
ゑ
枠
構
造
を
用
い
た
『
無
事
の
人
』
の

為
さ
ん
に
も
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
有
三
も
こ
の
独
白
体

と
い
う
珍
し
い
作
品
に
は
注
目
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
近
代
日
本
の
文
芸
は
、
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
西
欧
文
芸
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
西
欧
文
芸
絶
対
崇
拝
と
い
う
態
度
を
と
ら
せ
る
作
家
を
出
す
に

い
た
ら
せ
た
点
も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
有
三
は
、
「
今
の
日
本
の
文
学
は
世
界
の
文
壇
に

出
し
て
さ
う
劣
等
な
も
の
だ
と
は
思
は
れ
な
い
。
」
（
「
文
学
の
輸
出
入
」
大
Ｂ
・
８
）
と

考
え
て
い
た
か
ら
、
模
倣
と
か
そ
う
し
た
こ
と
を
行
な
う
作
家
で
は
な
か
っ
た
。
彼
自
身
い

っ
て
い
る
よ
う
に
、
桑
を
食
べ
つ
つ
そ
れ
と
は
お
よ
そ
無
関
係
と
思
わ
れ
る
ま
ゆ
を
創
り
出

す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
有
三
は
そ
う
し
た
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か

し
、
彼
が
西
欧
作
家
の
ひ
と
り
と
し
て
の
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
の
あ

っ
た
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
鴎
外
は
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
文
芸
の
文
体
あ
る
い
は
心
理
描
写
等
の
す
ぐ
れ
て

（
Ｍ
）

い
る
点
に
注
意
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
関
心
の
中
心
は
や
は
り
思
想
的
方
面
に
あ
っ
た
。
有

三
が
期
待
し
な
か
っ
た
社
会
的
問
題
の
刷
扶
と
い
う
方
向
に
関
心
を
示
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
「
ベ
ル
ン
ハ
ル
デ
ィ
教
授
」
（
卑
○
詩
綴
目
国
①
目
冨
ａ
Ｃ
を
読
承
、
小
山
内

薫
に
、
「
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
に
は
大
き
な
未
来
が
あ
る
ね
。
」
と
い
い
、
来
日
し
た
ハ
ァ
ゲ

マ
ン
と
大
正
三
年
四
月
に
次
の
よ
う
な
語
を
交
え
て
い
る
。

扇
呂
昌
重
閂
は
読
承
ま
し
た
か
。
好
い
で
せ
う
。
」

「
大
抵
皆
読
ゑ
ま
し
た
。
」

弓
８
詩
閉
９
国
四
目
閏
昌
は
大
し
た
も
の
で
す
ね
。
」

「
あ
れ
は
医
者
だ
か
ら
書
け
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
」

ハ
ァ
ゲ
マ
ン
の
問
い
に
鴎
外
は
応
え
て
い
る
が
、
こ
の
戯
曲
の
医
学
的
面
に
注
目
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
作
品
中
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
の
問
題
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
大
正
四
年
二
月
に
、
右
の
会
話
の
収
め
ら
れ
て
い
る
一
文
ヌ
ア
ゲ
マ
ン
」
は

『
妄
人
妄
語
』
に
入
れ
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
一
年
後
に
主
題
の
一
つ
と
し
て
安
楽
死

の
問
題
を
扱
っ
た
「
高
瀬
舟
」
（
大
５
．
１
）
を
発
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
と
お

り
、
鴎
外
は
、
娘
た
ち
が
百
日
咳
に
か
か
り
、
見
込
承
が
な
い
と
い
う
の
で
、
モ
ル
ヒ
ネ
の

注
射
を
さ
せ
よ
う
と
し
、
戒
め
ら
れ
た
経
験
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
Ｍ
・

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
述
べ
た
も
の
を
も
と
に
書
い
た
と
す
る
「
甘
瞑
の
説
」
を
明
治
三
十

一
年
六
月
『
公
衆
医
事
』
に
掲
載
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
問
題
に
は
か
な
り
の
関
心
を
抱

い
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
高
瀬
舟
」
で
は
、
こ
の
安
楽
死
の
問
題
を
、
刷
扶
的
態
度
で
は
な

く
、
杼
情
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
で
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
作
品
成
立
の
一
契

機
と
し
て
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
に
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
ら

「
あ
そ
び
」
（
明
娚
・
８
）
な
る
小
品
を
書
い
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
ゞ
三
時
８
重
ｇ
言
冒
胃
》

さ
①
局
閉
葛
①
毬
・
重
置
侭
・
倉
と
い
う
思
想
的
方
面
に
も
自
ず
と
興
味
を
覚
え
た
は
ず
で

あ
る
。し

か
し
有
三
は
す
で
に
検
討
し
、
し
ば
し
ば
述
べ
た
と
お
り
、
人
間
を
い
か
に
描
く
か
、

い
か
に
心
理
描
写
を
す
す
め
る
か
と
い
っ
た
手
法
に
か
か
わ
る
面
に
範
を
求
め
、
思
想
そ
の

も
の
に
は
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
を
懐
疑
の
強
い
思
想
の
持
主
と
捉
え
る

が
、
早
川
氏
は
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
作
家
の
と
る
遊
戯
的
態
度
が
、
そ
の
「
懐
疑
」
を
「
情

調
」
に
変
質
さ
せ
て
い
る
と
す
る
。
有
三
も
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
目
を
注
い
だ
の
で
あ
っ

た
。
い
わ
ゆ
る
向
日
性
が
強
く
道
義
的
・
倫
理
的
な
有
三
は
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
を
受
容
す

る
に
あ
た
り
、
こ
の
作
家
の
作
品
に
特
有
と
さ
れ
る
頽
廃
的
・
享
楽
的
な
気
分
や
ま
た
そ
こ

に
底
流
す
る
思
想
を
捨
て
、
広
く
文
芸
の
方
法
を
学
び
、
自
己
の
作
品
に
独
自
の
詩
味
を
つ

け
て
い
く
面
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
鴎
外
と
は
異
な
っ
た
特
色
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。シ

ュ
’
一
ツ
ッ
レ
ル
の
作
品
は
大
正
末
期
か
ら
急
激
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
、
広

く
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
堀
辰
雄
も
こ
れ
を
総
き
、
立
原
道
遊
は
軽
井
沢
で
鴎
外
訳
『
み

れ
ん
』
を
読
承
、
創
作
意
欲
を
か
き
た
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
林
芙
美
子
は
相
当
心
を
寄

せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
『
放
浪
記
』
（
昭
５
．
７
）
の
一
節
で
こ
う
書
い
て
い

る
。

う
ら
ぶ
れ
た
思
い
の
日
、
チ
ェ
ホ
う
よ
、
ア
ル
ッ
イ
バ
ア
セ
う
よ
、
シ
ュ
’
一
ツ
ッ
ラ

ァ
、
私
の
心
の
古
里
を
読
承
た
い
も
の
だ
と
思
う
。

昭和46年1月
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附
記
評
言
言
毎
門
は
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
ラ
ー
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
有
三

に
従
い
、
ま
た
他
の
外
国
作
家
も
そ
う
扱
っ
た
も
の
が
多
い
。

（
四
五
・
一
○
・
三
一
）

注
（
１
）
二
人
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
越
智
治
雄
「
山
本
有
三
の
戯
曲
・
断
想
」
（
『
言

語
と
文
芸
』
第
四
五
号
、
昭
㈹
・
３
）
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
２
）
有
三
と
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
善
也
「
山
本
有
三
の
社
会
劇
ｌ
そ
の
成

立
と
主
題
ｌ
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
六
集
、
昭
佃
・
５
）
に
少
し
触
れ
て
あ
る
。

（
３
）
目
写
○
・
ぐ
回
ロ
津
Ｃ
Ｏ
弄
巨
日
釦
の
呂
昌
冒
庁
例
も
四
国
８
房
ロ
、
里
の
ご
言
曽
。
言
暑
冒
《
《
（
旨
如

く
ｏ
ご
蜀
凰
①
号
局
面
ｚ
青
巳
禺
ご
厨
弓
面
。
日
附
三
房
ご
ロ
．
鈩
昌
急
冨
の
駒
匡
尉
旦
①
匡
甘
医
の
ロ
戸
口
・

ぐ
の
侭
冨
呂
①
且
ｇ
Ｆ
言
目
白
愚
の
ｍ
の
三
の
宮
①
、
の
８
昌
侭
ｇ
ら
ａ
・
の
．
ご
ｅ
に
次
の
よ
う

（
４
）
山
本
有
三
訳
『
情
婦
ご
ろ
し
』
（
新
潮

（
５
）
己
閏
匡
旨
Ｑ
の
。
円
○
ロ
言
５
口
ロ
Ｑ
ｍ
ｇ
国

闘
い
青
一
ｐ
ｐ
ｍ
の
国
．
（
の
．
蜀
賦
ｏ
医
①
写
一
℃
、
い
）
の
い
い

（
６
）
作
者
の
意
志
に
従
え
ば
、
補
筆
し
、
表

６
）
作
者
の
意
志
に
従
え
ば
八
補
筆
し
、
表

（
新
潮

ご
く
画
彦
尉
寄
①
詳
匡
冒
旦
Ｆ
辱
い
①
、
切
片
医
①
Ｈ
毒
の
岸
］
鼻
目
弓
胴
①
ご
Ｑ
、
．

●

ご
く
胃
雲
『
届
い
①
ご
国
一
○
壷
喬
印
ぐ
○
ご
四
目
Ｑ
①
門
口
．
ロ
旨
彦
弄
の
ぐ
。
ロ
ロ
ロ
、
一

●

ご
く
一
埼
己
言
め
い
①
ご
国
一
○
壷
喬
印
ぐ
○
ご
四
目
Ｑ
①
門
口
》
ロ
一
○
彦
弄
の
ぐ
。
目
鼻

胃
日
舌
冑
の
扇
邉
ぐ
①
３
域
ｇ
貫
旨
胃
シ
鼻
面
ロ
Ｈ
ｍ
８
昌
蔚
』
曾
巨
具
９
号
日
弓
津
里
ロ
ミ

の
、
忌
電
、
』
轡
寄
画
興
鐘
・
起
胃
§
⑮
冴
易
》
烏
〕
言
の
ミ
啄
琴
員
曽
．
ロ
ミ
亀
怜
浬
苫
国
営
ミ
号
四
尻
匡
門
蔚
・

鼻
禺
宍
〆
○
日
己
国
日
尉
鼻
の
己
３
日
①
Ｐ
島
①
巴
訂
の
宮
武
Ｈ
ｇ
冊
①
ロ
シ
員
ｏ
Ｈ
ず
＄
○
国
・
野
の

ｏ
彦
四
国
ｏ
蔚
己
降
涜
ｏ
彦
閉
弓
毒
の
日
画
》
ゞ
亘
画
、
両
う
ご
“
ｏ
ぽ
の
ご
画
員
の
Ｑ
①
埼
冒
冒
里
○
口
里
。
彦
閏
の
ご
国
①
‐

、
岸
劉
①
蚊
《
（
の
○
①
Ｈ
ｍ
の
一
）
》
ず
①
弓
ｍ
ｐ
Ｑ
①
門
口
。

な
お
↓
用
胃
画
８
房
吊
誇
《
の
終
幕
で
、
主
人
公
が
次
の
よ
う
に
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

試
詞
、
二
、
士
３
ア
十
３
Ｊ
《
十
，
７
３
３
０
３
９
＋
Ｄ
１
３
Ｄ
３
Ｊ
１
副
Ｄ
Ｊ
聖
目
『
Ｄ
１
ｌ

●

ぐ
篇
匡
①
旨
昏
庁
日
詳
の
ｏ
ｐ
ｐ
の
ロ

の
○
画
①
Ｈ
ｏ
一
℃
◎
。
。
の
。
、
い
）

ご
く
胃
Ｑ
ご
巨
吋
ぐ
○
口
・
四
国
胴
①
玲
巨
ご
Ｑ
①
ご
》
Ｑ
①
局
一
彦
ロ
の
匡
○
昏
庁

同
の
酋
厨
画
の
昌
冒
四
口
画
口
旦
胃
弓
吋
凹
匡
日
ロ
ロ
Ｑ
ご
く
“
ｏ
医
①
国
》

●
●

》
鼻
関
口
①
ロ
貝
、
①
ロ
昌
暑
①
が

●

宴
自
岸
】
【
の
ご
ｍ
ｏ
壷
①
口
、
の
里
①
画
の
己
尉
苛
旨
彦
．
国
営
ご
ｍ
一
口
ロ

記
を
新
た
に
し
た
も
の
に
よ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
発
表
当
時
に
近
い
も
の
を
と
考
え
、
全
面
的
に
、
改
造
社
版
『
山
本
有

三
全
集
』
（
昭
６
）
を
使
い
、
ま
た
岩
波
書
店
版
『
山
本
有
三
全
集
』
（
昭
腔
Ｉ
妬
）
を

ご
く
胃
の
石
一
①
』
①
ロ
胃
ロ
】
ロ
】
①
門
》
己
『
①
Ｈ
①
、
こ
く
①
』
、
》
－
，
斤
宍
』
匡
頤
．

●

（
ロ
閂
函
門
口
国
の
尻
画
弄
且
Ｐ
も
閏
月
堅
普
〃
己
庸
の
①
融
冑
妻

の
凰
働
庁
鼻

に
あ
る
。

文
庫
、
昭
沙
）

、
凰
冒
国
埼
巨
旦
①
風
己
尉

旨

塑
鈩
員
］
・
雪
国
閏
鹿
Ｐ
の
．
国
‐

「
解
説
」

園
胃
蔚
ご
建
陣
①
、
圃
急
風
国
７

参
考
に
し
た
。
両
者
に
は
本
文
の
異
同
が
少
し
あ
る
。

（
７
）
番
匠
谷
英
一
「
盲
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
と
そ
の
兄
」
（
岩
波
文
庫
『
花
』
八
昭
掛
Ｖ
所

収
）
藤
原
肇
『
め
く
ら
の
ジ
ェ
ロ
’
一
モ
と
そ
の
兄
』
（
第
三
書
房
、
昭
娚
）

（
８
）
高
橋
健
二
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
旭
山
本
有
三
』
（
角
川
書
店
、
昭
剥
）
・
以

下
の
氏
の
論
の
引
用
も
こ
れ
に
よ
る
。

（
９
）
福
田
清
人
編
『
山
本
有
三
１
人
と
作
品
ｌ
』
（
清
水
書
院
、
昭
塊
）

（
、
）
早
川
正
信
「
鈩
鼻
冒
埼
浮
冒
言
一
国
と
山
本
有
三
」
（
『
秋
田
高
専
研
究
紀
要
』
第

五
号
、
昭
蝦
．
ｌ
）
・
氏
の
以
下
の
論
も
こ
れ
に
よ
る
。

（
Ⅱ
）
（
１
）
参
照
。

（
⑫
）
板
垣
直
子
「
山
本
有
三
の
文
学
に
つ
い
て
の
比
較
文
学
的
考
察
」
（
『
近
代
文
学
鑑

賞
講
座
烟
山
本
有
三
』
所
収
）

（
⑬
）
平
田
邦
夫
「
山
本
有
三
『
女
の
一
生
』
第
一
部
ｌ
比
較
文
学
の
立
場
よ
り
ｌ
」
（
『
杉

並
高
校
研
究
紀
要
』
第
五
集
、
昭
胡
・
旭
）

（
樫
）
拙
論
「
鴎
外
と
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
ー
戯
曲
「
仮
面
」
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
比
較
文
学
』

第
一
二
巻
、
昭
糾
．
、
）
「
鴎
外
に
お
け
る
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
受
容
の
一
面
」
（
『
日
本

比
較
文
学
会
会
報
』
第
六
○
号
、
昭
蛎
・
１
）
参
照
。
な
お
、
シ
ュ
ニ
ッ
ッ
レ
ル
受
容
の

態
度
に
鴎
外
・
有
三
の
一
面
が
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
こ
と

を
も
念
頭
に
お
い
て
稿
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
鴎
外
に
つ
い
て
は
上
の
論
を
補
う

点
が
あ
る
。
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