
一
文
学
教
育
に
問
題
意
識
を
言
う
こ
と
は
、
こ
ん
に
ら
で
は
も
は
や

定
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
意
識
と
は
、
′
決
し
て
教
師
に

ょ
っ
て
公
式
的
に
お
し
つ
け
ら
れ
、
教
師
に
よ
っ
て
意
図
せ
ら
れ
た

問
題
意
識
の
証
明
に
、
安
易
に
文
学
作
品
が
利
周
せ
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
ん
な
る
文
学
研
究
的
方
法
や
教
養

主
義
や
追
体
験
主
義
に
よ
る
読
み
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
問
題
を
た
だ
ち
に
政
治
や
社
会
変
革
に

結
び
つ
け
る
こ
と
も
ま
た
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
文
学
教
育
で
た
い
せ

つ
な
こ
と
は
、
じ
か
に
文
学
作
品
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
見

せ
ら
れ
た
問
題
を
ぎ
り
ぎ
り
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
自
己
の
問
題

と
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
育
て
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
を
安
易
に
政
治
や
社
会
の
問
題
と
し
て
結
論
づ
け
る
こ
と
は
、

批
評
家
の
批
評
の
無
批
判
な
う
け
と
り
同
様
に
、
結
局
は
考
え
る
こ

と
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
は
、
や
が
て
は
青
少
年
た

ち
か
ら
文
学
へ
の
関
心
を
根
こ
そ
ぎ
刈
り
と
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で

な
く
、
考
え
る
努
力
さ
え
も
奪
い
と
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
『
小

僧
の
神
様
』
に
即
し
て
い
う
な
ら
、
あ
の
屋
台
ず
し
屋
の
場
面
に
、

「
す
し
屋
の
主
人
は
、
は
ら
が
た
つ
人
だ
と
思
っ
た
。
一
つ
ぐ
ら
い

あ
げ
た
ら
よ
い
。
」
　
と
本
気
に
な
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
、
や
が
て

は
、
俺
な
ら
ど
う
す
る
と
い
う
実
践
の
問
題
へ
と
発
展
す
る
。
漫
画

的
な
読
み
か
ら
の
克
服
も
、
実
は
こ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
感
動
の
掘
り

崩
し
と
、
感
動
を
育
て
る
こ
と
の
く
り
か
え
し
に
お
い
て
次
第
に
達

三
六

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
学
教
育
で
は
ま
た
共
同
討
議
が
中
心
に
な
る
。
未
解
決
の
問
題

の
中
で
、
教
師
と
生
徒
、
父
兄
と
生
徒
、
生
徒
と
生
徒
が
、
と
も
に

話
し
あ
い
考
え
あ
う
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
作
品

享
受
は
、
あ
る
い
は
傾
向
と
し
て
は
現
象
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ま
た
一
面
に
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
教
師
や
批

評
家
の
と
は
ち
が
っ
た
問
題
意
識
を
持
つ
。
発
達
段
階
に
応
じ
た
問

題
意
識
を
発
見
し
、
予
想
し
な
か
っ
た
意
外
な
発
言
の
中
に
あ
る
問

題
意
識
の
ち
が
い
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
共
同
討
議
の
中
で
、

討
た
が
い
が
問
題
意
識
を
掘
り
下
げ
、
作
品
鑑
賞
を
深
め
る
こ
と
に

ょ
っ
て
、
文
学
教
育
は
地
に
つ
い
た
も
の
と
な
る
。
問
題
意
識
に
対

す
る
教
師
の
指
導
も
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
に
つ
い
た
も

の
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
。

戦
後
の
国
語
教
育
の
主
張
は
、
言
語
技
術
の
教
育
を
中
心
と
す
る

方
法
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
こ
ん
に
ち
の
国
語
科
を
め
ぐ
る
論
議

も
、
多
く
は
こ
の
方
法
に
対
す
る
批
判
に
集
中
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ

い
き
ん
の
　
「
文
学
教
育
」
　
に
対
す
る
発
言
も
こ
の
点
に
あ
る
が
、
わ

た
し
た
ち
は
、
こ
れ
を
た
ん
に
時
流
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
な
く
、

わ
た
し
た
ち
自
身
の
問
題
と
し
て
も
、
謙
虚
に
考
え
る
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
る
。
す
ぐ
れ
た
読
者
の
な
い
と
こ
ろ
に
す
ぐ
れ
た
文
学
は
な

く
、
す
ぐ
れ
た
読
者
を
つ
く
る
こ
と
が
「
文
学
教
育
」
　
の
目
的
な
の

だ
か
ら
。

山
本
有
三
　
「
女
人
哀
詞
」
　
の
一
考
察

田

辺

賑
温
聴

匡

一
、

山
本
有
三
の
　
「
女
人
哀
詞
」
　
（
昭
和
五
年
）
　
は
、
氏
の
処
女
戯
曲

「
穴
」
　
（
明
治
四
十
四
年
）
　
か
ら
か
ぞ
え
て
ら
ょ
う
ど
第
二
十
番
目

の
戯
曲
で
あ
る
。
こ
れ
を
木
下
順
二
氏
は
、
「
作
者
の
戯
曲
活
動
の

一
つ
の
段
落
を
示
す
。
」
（
錯
琵
簸
一
も
の
だ
と
云
っ
て
い
る
が
、

確
か
に
こ
の
こ
と
は
ず
っ
と
あ
と
の
「
米
・
百
俵
」
（
昭
和
十
八
年
）

一
簾
を
別
に
す
れ
ば
、
大
正
七
年
の
「
津
村
教
授
」
以
後
、
有
三
は

一
年
も
戯
曲
の
執
筆
を
休
ま
ず
に
昭
和
二
年
の
　
「
西
郷
と
大
久
保
」

ま
で
来
て
、
同
四
年
の
「
盲
目
の
弟
」
を
経
て
そ
の
次
に
書
い
た
こ

の
「
女
人
哀
詞
」
が
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
氏
の
最
後
の
戯
曲
と
な

っ
て
い
る
点
か
ら
考
え
合
わ
し
て
み
て
も
、
一
応
う
な
ず
け
る
こ
と

の
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
更
に
つ
づ
け
て
木
下
氏
は
、
∃
女
人
哀
詞
』
と
い
う
作
品

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
何
の
解
説
も
い
ら
な
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
戯
曲
が
な
に
ゆ
え
書
か
れ
ま
た
な
に
を
訴
え
よ
う
と
し
て

山
本
有
三
「
女
人
哀
詞
」
の
一
考
察

い
る
か
は
、
戯
曲
自
身
が
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
点
こ
れ

は
、
ま
れ
に
見
る
ほ
ど
明
確
な
、
い
い
か
え
れ
ば
正
確
な
戯
曲
で
あ

る
。
」
と
、
こ
の
作
品
を
批
評
し
て
い
る
。
私
も
亦
、
こ
の
木
下
氏
の

説
に
は
大
い
に
賛
同
の
憲
を
憎
ま
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら

ば
そ
の
有
三
の
作
品
に
於
け
る
「
正
確
さ
」
な
る
も
の
は
、
一
体
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
こ
の
「
女
人
哀
詞
」

に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
も
そ
の
　
「
あ
と
が
き
」
　
の
中
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
当
時
お
吉
に
関
す
る
作
品
で
は
、
既
に
十
一
谷
義
三
郎

の
も
の
や
、
そ
の
他
に
も
ま
だ
二
、
三
の
作
家
の
手
に
な
る
作
品
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
公
に
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
を
か
つ
、
氏

が
興
味
を
感
じ
、
書
か
ね
は
な
ら
ぬ
と
い
う
気
に
な
っ
た
を
の
原
因

－
　
と
い
う
か
そ
の
間
の
い
き
さ
つ
　
ー
　
な
ど
を
究
明
し
た
い
と
思

（謹二）
スノ。

ま
た
、
先
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
種
の
文
学
的
な
面
か
ら
見

た
お
吉
に
関
す
る
研
究
は
、
非
常
に
少
く
、
た
だ
窪
川
稲
子
氏
が
、

三
七



そ
の
著
「
女
性
と
文
学
」
へ
難
詰
講
．
）
の
な
か
で
、
「
『
女
人
哀

詞
』
の
お
吉
と
『
時
の
敗
者
山
一
の
お
吉
と
は
描
か
れ
た
姿
に
お
い
て

大
分
違
ふ
。
」
　
と
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
程
度

で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
こ
に
有
三
の
「
女
人
哀
詞
」
を
中
心
に

し
て
、
出
来
う
る
範
囲
内
で
他
の
作
家
の
手
に
な
っ
た
お
吉
と
も
、

比
較
対
照
し
な
が
ら
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

註
一
、
明
治
四
十
四
年
に
発
表
し
た
「
穴
」
か
ら
数
え
て
、
昭
和
五
年
の
発

表
に
な
る
「
女
人
哀
詞
」
で
二
十
篤
の
戯
曲
と
い
う
中
に
は
、
ラ
ヂ
オ

・
ド
ラ
マ
　
「
霧
の
中
」
　
（
昭
和
二
年
）
一
簾
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
正
確
に
い
う
と
そ
の
後
、
昭
和
十
八
年
に
発
表
し
た
「
米
・
百

俵
」
を
加
え
て
三
十
二
年
間
に
、
有
三
は
二
十
篤
の
戯
曲
と
、
ラ
ヂ
オ

・
ド
ラ
二
第
、
更
に
シ
ナ
リ
オ
「
雪
」
　
（
大
正
十
四
年
）
一
簾
を
世

に
送
り
出
し
た
勘
定
に
な
る
。

註
二
、
そ
の
た
め
に
は
是
非
と
も
、
今
は
亡
き
下
田
の
郷
土
幕
末
裏
面
史
研

究
家
で
あ
る
、
村
松
春
水
翁
の
手
に
な
っ
た
文
献
に
一
応
目
を
通
し
て

お
き
た
い
と
考
え
、
私
は
山
本
有
三
氏
を
湯
河
原
に
訪
ね
た
。
そ
こ
で

村
松
翁
の
実
話
「
唐
人
お
吉
」
　
（
昭
和
五
年
刊
・
平
凡
社
）
を
は
じ
め
、

氏
が
「
女
人
哀
詞
」
執
筆
の
た
め
に
質
し
た
そ
の
準
備
期
間
中
か
ら
、

発
表
前
後
の
頃
ま
で
に
亙
る
、
下
田
の
村
松
翁
か
ら
作
者
有
三
に
苑
た

と
こ
ろ
の
数
通
の
貴
重
板
書
輪
や
、
そ
の
他
二
、
三
の
お
吉
に
関
し
た

書
類
を
見
る
機
を
得
た
こ
と
は
、
幸
運
で
あ
っ
た
。

註
三
、
十
一
谷
義
三
郎
氏
が
、
昭
和
四
年
に
東
京
朝
日
新
聞
夕
刊
紙
上
に
連

載
し
た
も
の
。
（
期
間
、
六
月
甘
八
日
－
十
月
五
日
）

三
八

二、

有
三
の
作
品
に
於
け
る
正
確
ぎ
　
ー
　
こ
れ
は
な
に
も
「
女
人
哀
詞
」

だ
け
に
限
ら
れ
た
問
題
で
な
い
。
有
三
自
身
が
語
っ
た
言
葉
に
、

初
め
て
戯
曲
を
書
き
出
し
た
頃
、
僕
は
熱
心
に
欧
洲
の
近
代
劇

を
学
ん
で
ゐ
た
。
鴎
外
さ
ん
の
翻
訳
な
ど
か
ら
非
常
に
い
き
′
＼

と
し
た
剣
戟
を
与
へ
ら
れ
、
ま
た
多
く
の
教
へ
を
受
け
た
の
も
、

そ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
な
ど
は
、
無
論
、
盛
ん
に
読

ん
で
ゐ
た
。
と
こ
ろ
で
、
イ
プ
セ
ン
の
年
譜
を
見
る
と
、
あ
の
晩

年
の
偉
大
な
作
品
は
、
一
年
お
き
に
発
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、

二
年
に
一
作
の
割
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
僕
は
非
常
に
強
い

感
銘
を
受
け
た
。
イ
プ
セ
ン
の
や
う
な
人
で
さ
へ
二
年
に
一
作
だ

っ
た
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
ほ
ど
慎
重
な
態
度
で
創
作
し
て
ゐ
た
と

い
ふ
こ
と
は
、
簾
に
は
大
き
な
教
訓
で
あ
っ
た
。
非
力
な
自
分
な

ど
が
、
む
や
み
に
書
い
て
様
な
も
の
が
出
来
る
は
ず
が
な
い
、
僕

は
さ
う
考
へ
て
、
作
品
に
は
出
来
る
だ
け
念
を
入
れ
よ
う
と
思
っ

た。

も
う
一
つ
、
僕
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
大
学
の
独
文

科
で
教
へ
を
受
け
た
上
田
先
生
の
影
響
で
あ
る
。
先
生
ほ
ど
の
学

殖
と
識
見
と
を
も
っ
た
方
が
、
濫
り
に
も
の
を
書
か
ず
、
ひ
た
す

ら
研
究
に
没
頭
し
て
を
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
の
頃
の
僕
に
、

た
い
へ
ん
い
い
影
響
を
与
へ
て
ぐ
れ
た
。
い
つ
と
は
な
し
に
、
僕

は
、
も
の
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
慎
重
な
態
度
を
、
先
生
か
ら

学
ん
で
ゐ
た
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
し
て
も
、
有
三
の
寡
作
で
あ
る

こ
と
と
、
更
に
は
そ
こ
か
ら
来
る
慎
重
さ
は
そ
の
作
品
の
正
確
さ
を

生
み
だ
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
こ
竺
一
口
う
上
田
先
生
と

は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
の
独
文
科
の

教
霞
で
あ
っ
た
、
上
田
整
次
氏
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
慎

重
さ
が
誰
か
ら
受
け
た
影
響
で
あ
っ
た
か
も
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る。

ま
た
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
訓
み
方
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
が

あ
る
が
、
こ
れ
も
彼
の
正
確
さ
を
示
す
も
の
と
思
う
。
す
な
わ
ち

「
S
昌
d
b
＄
臓
の
読
方
」
（
霊
喜
舞
縮
）
「
再
び
S
古
i
n
d
b
b
e
H
g

の
読
方
に
就
い
て
」
（
搭
語
草
）
「
ス
ト
リ
ン
ド
べ
リ
イ
」
（
献

寸
一
章
盲
）
「
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
イ
説
」
（
室
鮭
維
持
）
な
ど
と
、

再
三
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
、
最
も
原
音
に
近
い
ス
ト
リ
ン
ド
ベ

リ
イ
説
を
彼
は
主
張
し
て
い
る
。
「
少
く
と
も
私
だ
け
は
向
後
ス
ト

リ
ン
ド
ベ
リ
イ
空
走
す
る
つ
も
り
で
を
る
。
」
（
篭
居
三
）
か
ら
、

最
後
に
「
附
説
」
と
し
て
「
（
前
略
）
S
t
m
i
n
d
b
e
，
g
は
明
か
に
S
宵
i
〇

日
d
b
e
H
j
　
で
あ
る
と
、
海
外
か
ら
通
信
を
寄
せ
ら
れ
（
中
略
）
か
う

い
ふ
次
第
で
あ
る
か
ら
、
も
う
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
議

論
す
る
必
要
は
な
い
と
思
ふ
。
」
（
露
盤
籍
加
計
）
と
ま
で
云
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
、
有
三
の
「
正
確
さ
」
な
る

山
本
有
三
「
女
人
哀
詞
」
の
一
考
察

も
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
－
　
こ
れ
は
一
方
彼
自
身

「
僕
は
頑
固
だ
か
ら
云
ひ
出
す
と
主
張
は
曲
げ
な
い
の
だ
が
（
以
下

略
）
」
と
云
う
有
三
の
性
格
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
面
ま
た
、

こ
れ
が
大
正
十
四
年
の
松
竹
を
相
手
ど
っ
た
「
坂
崎
出
羽
守
事
件
」

や
、
国
語
改
良
問
題
等
自
ら
正
し
い
と
信
じ
た
も
の
に
は
、
強
引
に

前
進
す
る
一
徹
さ
と
も
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
所
謂
、
正
確
な
作
家
と
し
て
の
有
三
を
、
世
の
批
評
家

た
ち
は
ど
う
み
て
い
る
か
、
「
山
本
有
三
は
せ
ま
く
て
、
窮
屈
で
、

一
徹
で
、
と
て
も
頑
固
だ
。
読
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
は
が
ゆ
く
な
る
。

も
っ
と
の
び
の
び
し
て
く
れ
と
証
文
し
た
く
な
る
。
釘
の
め
ど
か
ら

天
井
を
の
ぞ
く
と
は
こ
の
こ
と
だ
と
言
放
っ
て
も
み
る
。
そ
れ
で
ゐ

て
涙
が
ポ
ロ
ポ
ロ
出
て
来
る
」
。
そ
し
て
、
「
有
三
の
芸
術
は
狭
い
。

人
を
解
放
し
て
く
れ
る
こ
と
が
な
い
。
後
か
ら
考
へ
る
と
読
ん
で
流

す
涙
も
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
突
放

し
た
く
な
る
。
」
と
、
し
か
し
、
自
分
の
制
限
を
知
り
つ
く
し
、
そ
の

制
限
の
車
か
ら
ひ
と
つ
の
も
の
を
狙
っ
て
い
る
有
三
の
作
品
に
は
、

一
旦
は
突
放
し
て
み
た
も
の
の
、
「
も
う
一
度
静
か
に
読
ん
で
み
よ

う
と
い
ふ
気
を
起
さ
せ
る
だ
け
の
不
思
議
な
力
を
も
っ
て
ゐ
る
。
」

～
こ
う
云
う
唐
木
氏
は
、
更
に
有
三
の
こ
の
正
確
さ
が
戯
曲
を
書

く
上
で
の
限
界
と
も
な
り
「
西
郷
と
大
久
保
」
が
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る

も
ち
味
を
出
し
っ
く
し
た
戯
賠
家
と
し
て
の
最
後
で
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
か
ら
は
小
説
に
転
ず
る
は
か
な
か
っ
た
と
の
見
解
を
と
っ
て
い

三
九



離
愁

る。

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
高
橋
健
二
氏
も
、
「
有
三
と
い
う
作
家
は
、

む
ら
の
な
い
、
で
き
そ
こ
な
い
の
な
い
、
よ
く
で
き
た
、
批
評
に
堪

え
る
作
品
を
書
く
こ
と
に
不
断
に
良
心
的
に
努
力
し
て
来
た
。
そ
の

た
め
に
生
活
を
も
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
い
う
意
味
で
、
規
制
し
て

来
た
。
市
民
と
し
て
尊
敬
す
べ
き
生
活
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
な
生

活
の
中
か
ら
作
品
が
生
ま
れ
出
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
ら
の
な

い
、
す
ぎ
の
な
い
、
完
成
さ
れ
た
作
品
を
書
く
こ
と
が
意
識
さ
れ
過

ぎ
た
。
そ
こ
に
も
作
家
と
し
て
の
限
界
が
あ
る
。
」
と
、
や
は
り
さ
き

の
唐
木
氏
と
、
そ
の
「
正
確
さ
」
が
有
三
の
作
家
と
し
て
の
限
界
だ

と
み
て
い
る
点
で
は
同
じ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
更
に
氏
は
、
そ
の

「
正
確
さ
」
の
影
響
過
程
に
つ
い
て
も
同
じ
「
解
説
」
の
中
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
の
父
は
宇
都
宮
藩
士
で
あ
っ
た
が
、
勇
運
群
生
の
こ
ろ
は
、

小
さ
な
呉
服
商
で
あ
っ
た
。
貧
し
い
た
め
、
高
等
小
学
校
を
出
た

勇
進
を
呉
服
屋
に
小
僧
に
出
ざ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る

が
、
良
い
も
の
を
少
し
あ
き
な
っ
て
い
た
父
の
気
質
は
、
有
三
の

生
活
や
創
作
態
度
に
も
は
っ
き
り
伝
っ
て
い
る
。
有
三
は
、
そ
の

壮
年
期
に
お
い
て
さ
え
一
年
一
作
と
云
わ
れ
た
く
ら
い
寡
作
で
あ

っ
て
、
胃
弱
と
凝
り
性
の
た
め
良
い
も
の
を
少
し
と
い
う
行
き
方

で
終
始
し
た
。
性
質
は
随
分
せ
っ
か
ち
で
、
か
ん
し
ゃ
く
持
ち
で

さ
え
あ
る
が
、
作
品
と
な
る
と
、
で
き
る
ま
で
待
つ
と
い
う
根
気

∵

、

．
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〇

の
よ
い
気
な
が
さ
が
あ
る
。
だ
か
ら
有
三
の
作
品
に
は
、
そ
の
時

々
に
作
者
の
全
力
が
こ
め
ら
れ
て
い
て
く
ず
と
云
お
れ
る
よ
う
な

も
の
が
な
い
。
良
心
的
な
作
家
と
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

（以下略）

戯
曲
作
家
と
し
て
の
初
期
の
有
三
が
、
イ
プ
セ
ン
や
上
田
整
次
氏

の
、
も
の
を
善
く
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
慎
重
な
態
度
に
、
強
く

影
響
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
叉
、
同
じ
意
味
か
ら
小
説
家
と
し
て
の

有
三
が
、
「
女
の
一
生
」
（
昭
和
七
年
）
や
「
路
傍
の
石
」
（
昭
和
十

二
年
）
あ
る
い
は
「
無
事
の
人
」
　
（
昭
和
二
十
四
年
）
と
い
っ
た
彼

の
作
品
中
の
主
人
公
た
ち
の
上
に
書
き
あ
ら
あ
し
た
「
一
徹
さ
」
「
意

地
っ
は
り
」
　
「
勝
気
さ
」
と
い
っ
た
も
の
も
、
つ
ま
り
は
す
べ
て
幼

い
項
、
宇
都
宮
藩
の
武
士
の
出
で
あ
る
父
親
か
ら
受
け
た
と
こ
ろ
の

影
響
、
即
ち
武
士
道
精
神
な
る
も
の
が
一
番
強
く
、
彼
の
作
風
を
決

定
づ
け
る
根
本
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
自
身

も
山
本
氏
を
訪
う
た
折
に
直
接
氏
の
口
か
ら
聞
く
こ
と
が
出
来
た
の

で
あ
っ
た
。
故
皇
居
橋
氏
も
指
摘
さ
れ
た
「
た
ま
た
ま
有
三
の
場
合

は
、
少
し
で
は
あ
る
が
良
い
も
の
を
あ
き
な
っ
た
父
の
良
心
的
に
限

定
さ
れ
た
態
度
」
か
ら
、
か
っ
ち
り
と
、
し
か
も
正
確
で
行
き
と
ど

い
た
作
品
と
な
っ
て
現
わ
れ
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註
一
、
岩
波
阪
「
山
本
有
三
全
集
」
月
報
第
二
号
（
昭
和
十
四
年
十
二
月
）

註
二
、
大
正
九
年
十
月
号
「
新
演
芸
」
　
〟
そ
の
妹
の
上
演
〟

註
三
、
昭
和
十
三
年
十
二
月
、
白
水
社
よ
り
出
版
し
た
「
ぶ
り
仮
名
廃
止
論

覇
席
頼
嗣
僻
鱒
貌
測
閏
瀾
瑚
瀾
錮
閏
潮
潮
捌

と
そ
の
批
判
」
な
ど
が
そ
れ
。

註
四
、
筑
摩
版
、
現
代
日
本
文
学
全
集
「
山
本
有
三
集
」
所
収
の
作
家
論
。

註
五
、
角
川
版
、
昭
和
文
学
全
集
「
山
本
有
三
集
」
解
説
。

註
六
、
本
名
は
勇
造
。
有
三
と
い
う
名
を
用
い
出
し
た
の
は
、
大
正
三
年
、

東
大
在
学
中
「
新
思
潮
」
を
お
こ
し
た
頭
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。

三、

さ
て
「
女
人
哀
詞
」
執
筆
の
動
機
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

う
が
、
最
初
私
が
有
三
に
興
味
を
持
っ
た
原
因
の
一
つ
に
、
彼
の
戯

曲
の
特
色
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
非
常
に
男
性
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と

が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
実
際
的
な
効
用
を
別
と
し
て
、
山
本

氏
が
女
を
出
さ
な
い
作
品
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
ひ
と

つ
の
気
質
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
」
　
と
あ
る
よ
う
に
、
事
実
有
三

の
場
合
は
、
全
二
十
篤
の
戯
曲
作
品
の
う
ち
、
処
女
作
「
穴
」
を
筆

頭
に
、
「
同
志
の
入
室
（
大
正
十
二
年
）
「
ウ
ミ
ヒ
コ
・
ヤ
マ
ヒ
コ
」

（
同
年
）
「
大
磯
が
よ
ひ
」
（
大
正
十
三
年
）
「
本
尊
」
（
同
年
）
「
嘉
門

と
七
朗
右
衛
門
」
（
昭
和
元
年
）
そ
し
て
「
西
郷
と
大
久
保
」
と
、
こ

れ
だ
け
に
は
全
然
女
役
と
い
う
も
の
が
不
要
だ
し
、
ま
た
こ
れ
以
外

の
「
熊
谷
蓮
生
坊
」
（
大
正
十
三
年
）
「
米
・
百
俵
」
等
で
も
、
女
の

役
は
殆
ど
登
場
し
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
男
性
的
な
作
家
山
本
有
三
が
、
そ
れ
で
は
何
故
お
吉
と
い
う
女

性
に
興
味
を
感
じ
た
か
、
そ
の
間
の
い
き
さ
つ
を
究
明
す
る
為
に
は
、

山
本
有
三
「
女
人
哀
詞
」
の
一
考
察

ま
ず
女
人
哀
詞
に
つ
い
て
、
作
者
自
身
そ
の
「
あ
と
が
き
」
（
諦
宍

謹
書
誤
）
に
述
べ
で
い
る
と
こ
ろ
を
み
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。

「
女
人
哀
詞
」
を
村
松
翁
に
捧
げ
る
の
は
、
翁
が
二
十
年
来
お

吉
の
研
究
者
で
あ
り
、
埋
れ
て
ゐ
た
お
吉
を
世
に
紹
介
し
た
特
志

家
で
あ
る
こ
と
と
、
初
対
面
折
の
、
「
是
非
お
吉
を
書
い
て
下
さ

い
。
」
　
「
書
い
て
見
ま
せ
う
。
」
　
と
翁
と
言
葉
を
つ
が
へ
た
因
縁
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
お
吉
に
興
味
を
感
じ
た
の
は
、
無
論
翁
の
書
い
た
も
の

に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
お
吉
に
関
す
る
作
品
で
は
、
そ
の
一
、
二

ケ
月
前
に
、
既
に
十
一
谷
義
三
郎
君
の
「
唐
人
お
吉
」
が
雑
誌
に

公
げ
に
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
私
は
こ
れ
に
手
を
つ
け
る
意
志
は
ま

る
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
君
が
発
表
し
た
正
続
二
篇
を
読
ん
で

見
る
と
、
翁
の
「
実
話
」
に
於
い
て
私
が
よ
り
多
く
興
味
を
感
じ

た
彼
女
の
後
半
生
が
全
然
取
扱
ほ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
、
自
分
は
ひ

ど
く
惜
し
い
と
思
っ
た
。
出
来
る
な
ら
同
君
が
続
々
籍
を
書
い
て
、

あ
の
あ
と
を
書
き
つ
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
あ
る
が
、

若
し
あ
の
ま
ま
で
捨
て
お
か
れ
る
の
な
ら
ば
、
如
何
に
も
残
念
で

あ
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
た
ら
自
分
も
お
吉
を
書
い
て
見
よ
う
と

い
ふ
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
豊
島
与
志
雄
君
を
介
し
て
十
一
谷
君

に
逢
ひ
、
続
々
窟
執
筆
の
有
無
を
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
自
分
は
お
吉

四
一



の
た
め
に
今
痩
せ
て
、
当
分
書
継
ぐ
意
志
が
な
い
か
ら
、
あ
な
た

が
戯
曲
化
す
る
な
ら
是
非
や
っ
て
欲
し
い
、
翁
も
喜
ぶ
で
あ
ら
う

と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
う
い
う
話
で
あ
っ
た
の
で
、
私
も
そ

れ
な
ら
と
い
ふ
気
に
な
り
、
取
敢
へ
ず
下
田
に
行
っ
て
翁
に
面
接

し
た
次
第
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
筆
を
執
る
こ
と
の
遅
い
自
分
は
、
そ
れ
か
ら
と
の
作

を
善
く
の
に
ま
る
一
年
か
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
年
の
間
に
、

お
吉
熱
が
急
に
高
ま
っ
て
、
一
種
の
流
行
物
の
観
を
呈
し
、
魁
を

し
た
十
一
各
氏
の
小
説
の
外
に
、
戯
曲
だ
け
で
も
真
山
青
果
氏
、

田
中
総
一
郎
氏
、
浜
村
米
蔵
氏
等
の
諸
作
が
公
げ
に
さ
れ
た
。
こ

れ
等
の
諸
家
が
既
に
取
扱
っ
て
ゐ
る
材
料
を
、
私
が
ま
た
〈
取

扱
ふ
こ
と
は
、
崖
下
に
屋
を
架
す
る
議
を
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
併
し
私
と
し
て
は
発
表
の
時
期
こ
そ
遅
れ
た
け
れ
ど
、
こ

れ
は
こ
れ
で
相
当
に
存
在
の
理
由
が
あ
る
と
信
じ
て
、
昨
春
雑
誌

に
も
発
表
し
、
今
ま
た
書
物
に
ま
と
め
た
わ
け
で
あ
る
。
（
以
下

略）こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
有
三
が
最
初
お
吉
に
興
味
を
感
じ
た
の
は
、

村
松
春
水
の
「
唐
人
害
を
語
る
」
（
覇
薙
一
驚
）
を
読
み
、
更

に
は
そ
の
前
年
の
暮
章
一
谷
氏
が
発
表
し
た
「
唐
人
お
吉
」
　
（
弼

一
露
和
㌻
十
蒜
号
）
と
∵
そ
の
続
篤
と
し
て
同
氏
が
再
び
東
京
朝

日
新
聞
夕
刊
紙
上
に
連
載
し
た
「
時
の
敗
者
唐
人
お
吉
」
な
ど
が
、

四
二

原
因
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
彼
が
、
特
に
村
松
翁
の

「
実
話
」
に
於
て
、
彼
女
の
晩
年
に
よ
り
多
く
の
興
味
を
感
じ
た
と

云
う
こ
と
は
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
た
お
吉
の
性
格
な
る
も
の
に
、
有

三
自
身
の
性
格
と
相
似
通
っ
た
も
の
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思

う。

お
吉
は
天
稟
勝
気
で
あ
っ
た
所
へ
、
不
忠
気
の
環
塙
で
成
長
し
、

三
河
伝
来
の
武
士
気
質
、
く
き
っ
て
も
鯛
で
旗
本
的
教
育
を
う
げ
、

ま
け
じ
魂
が
烈
々
火
の
や
う
で
あ
っ
た
の
を
、
義
理
と
人
情
に
か

ら
ま
れ
、
積
る
帳
を
酒
で
散
じ
た
の
が
、
遂
に
甚
だ
し
い
ア
ル
コ

ー
ル
中
毒
と
な
り
、
世
に
捻
ら
れ
世
を
捨
て
て
、
語
る
も
あ
．
は
れ

の
一
生
を
お
く
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

そ
の
始
終
を
明
ら
か
に
し
た
ら
、
多
情
多
恨
の
才
人
で
な
く
て

も
、
必
ず
憐
香
惜
玉
の
涙
を
禁
じ
得
ぬ
で
あ
ら
う
。
（
戎
諌
輔

聖）ま
た
、
こ
の
よ
う
な
さ
か
ぬ
気
で
剛
情
な
気
性
の
反
面
「
意
地
に

は
強
い
が
情
に
は
極
め
て
も
ろ
い
感
激
し
や
す
い
お
吉
」
　
（
同
上
）

で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
伊
佐
薪
次
郎
が
お
吉
の
侠
な
性

質
を
逆
用
し
て
、
、
漠
の
王
昭
君
や
、
常
盤
御
前
の
話
を
し
て
き
か
せ
、

彼
女
に
ハ
リ
ス
の
も
と
へ
行
く
こ
と
を
納
得
さ
せ
た
あ
た
り
に
う
か

が
え
る
。
そ
し
て
こ
の
彼
女
の
性
格
は
　
「
女
人
哀
詞
」
　
の
作
中
に
お

い
で
は
、
か
っ
て
の
名
妓
明
烏
の
お
吉
の
な
れ
の
泉
と
し
て
描
か
れ

た
の
で
あ
る
。

兎
に
角
、
有
三
が
お
吉
の
後
半
生
に
興
味
を
感
じ
、
「
場
合
に
よ

っ
た
ら
自
分
も
お
吉
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
ふ
気
に
な
っ
た
」
原
因

が
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
と
思
あ
れ
る
。
前
記
十
一
谷
義
三
郎
の

「
唐
人
お
吉
」
に
は
、
無
論
お
吉
晩
年
の
部
分
は
全
然
取
扱
あ
れ
て

い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
お
吉
に
は
、
こ
の
様
な

勝
気
さ
も
意
地
っ
は
り
も
さ
し
て
な
く
、
た
だ
恋
人
鶴
松
と
の
伸
を

さ
か
れ
い
や
い
や
ハ
リ
ス
の
も
と
に
通
う
一
芸
者
の
姿
と
い
っ
た
も

の
し
か
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
続
篇
に
お
い
て
も
、
「
お
吉
の

身
上
に
は
あ
ま
り
新
し
い
展
開
が
見
ら
れ
ず
、
前
簾
で
書
き
残
し
た

挿
話
を
綴
り
な
が
ら
も
う
一
度
書
き
直
し
た
や
う
な
作
品
」
と
、
伊

藤
糞
へ
頴
」
）
が
評
し
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

更
に
は
、
村
松
翁
か
ら
有
三
に
宛
た
書
輪
の
中
で
、
「
（
前
略
）
さ
て

発
て
願
上
げ
候
唐
人
お
吉
脚
色
何
卒
先
生
の
御
高
菜
に
な
る
や
う
、

近
く
は
大
阪
に
て
田
中
総
一
郎
と
か
申
す
人
の
作
に
て
上
演
の
よ
し

に
侯
が
女
郎
様
の
も
の
に
や
一
向
に
存
せ
ず
十
一
各
署
な
ど
も
大
い

に
不
服
の
様
に
承
り
候
。
（
以
下
略
）
」
　
（
昭
和
四
年
三
月
初
七
附
）

と
あ
る
こ
れ
な
ど
も
、
有
三
が
常
に
主
張
す
る
芸
術
上
の
創
作
に
お

け
る
最
も
危
険
な
こ
と
、
と
し
て
我
慢
の
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
創
作
上
の
信
念
と
も
云

え
る
「
あ
る
も
の
を
写
す
の
で
な
く
っ
て
、
あ
る
べ
き
も
の
を
描
き

山
本
有
三
「
女
人
哀
詞
」
の
一
考
察

出
す
」
へ
誌
課
謹
呈
館
山
）
の
で
あ
り
、
言
易
え
れ
ば
二
体

文
学
の
本
質
は
表
は
す
と
い
ふ
よ
り
、
あ
ら
は
れ
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
㌔
表
は
さ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
は
私
心
が
あ
る
。
書
㌣
っ
と

す
る
限
り
、
そ
れ
は
卑
し
い
。
書
か
う
と
か
表
は
さ
う
と
か
い
ふ
た

く
ら
み
を
絶
し
て
、
書
か
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
時
は
じ
め
て
尊

い
。
」
（
同
上
）
こ
れ
だ
と
思
う
。
こ
れ
こ
そ
彼
が
「
あ
と
が
き
」
の

中
で
云
っ
て
い
る
「
私
と
し
て
は
発
表
の
時
期
こ
そ
遅
れ
た
け
れ
ど
、

こ
れ
は
こ
れ
で
相
当
に
存
在
の
理
由
が
あ
る
と
信
じ
て
…
⊥
と
あ

る
、
そ
の
存
在
理
由
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
の
執
筆
動
機
で
も
あ
る
わ

けだ。更
に
ま
た
、
彼
の
初
期
の
作
品
「
女
親
」
　
（
大
正
九
年
）
の
な
か

で
、
「
人
間
は
、
或
は
広
く
生
物
は
と
い
っ
て
も
い
い
が
、
自
分
の

一
番
大
事
な
生
命
を
維
持
し
て
行
く
為
め
に
は
、
他
の
一
番
大
事
な

生
命
を
奪
っ
て
ゐ
る
の
た
。
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
罪
悪
の
芽
が
あ
る
の

た
。
」
と
云
い
、
更
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
「
津
村
教
授
」
　
に
於
て
津
村

に
、
「
自
分
の
真
実
に
従
は
う
と
す
れ
ば
人
の
妨
げ
に
な
り
、
人
の

妨
げ
に
な
ら
な
い
や
う
に
す
れ
ば
一
生
睦
を
つ
い
て
ゐ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
と
云
わ
せ
て
い
る
彼
の
思
想
が
あ
る
。
こ
れ
す
な
お
ち
、

有
三
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
常
に
一
貫
し
て
つ
き
通
っ
て
き
た
と

こ
ろ
の
、
一
つ
の
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
か
。
故
に
作
者
有
三
の
眼

に
は
、
「
女
人
哀
詞
」
の
主
人
公
で
あ
る
唐
人
お
吉
と
い
う
一
人
の

女
性
も
、
き
っ
と
こ
の
「
津
村
教
授
」
の
中
で
云
わ
れ
て
い
る
、
ス

四
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ー
プ
に
さ
れ
た
一
羽
の
生
き
た
鶏
と
し
て
、
強
く
焼
附
ら
れ
た
の
に

違
い
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
唐
木
順
三
氏
は
、
「
有
三
に
は
二
つ
の
思
想

が
一
貫
し
て
つ
き
走
っ
て
ゐ
る
。
ひ
と
つ
は
、
自
然
的
事
実
と
し
て

の
生
存
の
闘
争
で
あ
る
。
他
は
、
道
徳
的
善
、
正
義
が
何
故
に
容
れ

ら
れ
な
い
か
へ
の
懐
疑
、
及
び
そ
の
延
長
と
し
て
の
邪
悪
へ
の
徹
底

的
挑
戦
で
あ
る
。
」
（
薮
隷
寵
縫
懇
）
と
し
て
、
こ
の

自
然
的
事
実
と
道
徳
的
要
求
が
、
二
元
と
し
て
、
或
は
葛
藤
と
し
て
、

彼
の
初
期
の
戯
曲
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
と
云
っ
て
い
る
。

さ
て
以
上
の
外
、
最
後
に
私
は
有
三
の
「
女
人
哀
詞
」
執
筆
動
機
と

し
て
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
に
、
そ
の
当
時
つ
ま
り
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
系
の
作
品
と
文
学
理
論
が
盛
ん
に
発
展
し
は
じ
め
た
」
と
い

う
昭
和
三
、
四
年
頃
の
わ
が
国
の
社
会
情
勢
と
い
っ
た
も
の
の
、
影

響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
即
ち
、
芥
川
の
死
か
ら
、
更
に

は
久
米
正
雄
の
洋
行
（
昭
和
三
年
）
と
、
こ
れ
ら
所
謂
「
新
思
潮
」

の
同
人
と
し
て
、
有
三
と
同
時
代
に
華
々
し
く
活
躍
し
た
人
達
が
、

丁
度
そ
の
頃
の
文
壇
に
怒
藩
の
よ
う
な
勢
い
で
押
し
ま
せ
た
マ
ル
ク

ス
主
義
の
攻
勢
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
あ
る
意
味
で
の
行
き
づ
ま
り
を
感

じ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
久
米
が
彼
の
送
別
会

の
席
上
で
白
く
、
「
今
皆
さ
ん
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
の
御
忠
台
を
聞
き
、

い
ろ
い
ろ
の
御
期
待
を
聞
き
ま
し
た
が
、
併
し
今
私
が
外
国
に
行
か

ぅ
と
い
ふ
の
は
、
皆
さ
ん
の
云
は
れ
る
や
う
に
、
そ
こ
に
希
望
を
抱

四
四

い
て
と
云
っ
た
や
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
何
と
云
っ

た
ら
い
い
か
、
云
っ
て
見
れ
ば
尻
尾
を
巻
い
て
逃
げ
る
、
と
云
っ
た

心
持
な
の
で
す
。
有
ら
ゆ
る
意
味
で
、
私
と
い
ふ
も
の
が
、
一
つ
の

行
き
づ
ま
り
に
来
て
ゐ
る
た
め
な
の
で
す
…
・
」
と
、
ま
た
そ
の
時

こ
の
席
上
に
い
た
広
津
和
郎
氏
は
「
そ
こ
に
は
文
壇
の
諸
家
が
沢
山

に
居
並
ん
で
ゐ
た
が
、
そ
れ
等
の
人
々
の
胸
に
、
彼
の
言
葉
が
ど
ん

な
風
に
響
い
た
か
、
私
は
知
ら
な
い
。
併
し
丁
度
私
達
の
年
代
　
－

大
正
五
、
六
年
か
ら
八
、
九
年
頃
ま
で
の
間
に
、
文
壇
に
出
た
年
代

の
人
々
　
－
　
我
々
と
同
年
代
の
人
々
の
心
に
は
、
そ
れ
が
何
等
か
の

形
で
或
同
感
　
－
　
軽
く
と
も
或
ア
シ
ダ
ス
タ
ン
デ
イ
ン
グ
を
与
へ
た

違
ひ
な
い
と
思
ふ
。
」
（
諌
黒
整
藍
璃
）
と
述
べ
、
そ
し
て
更

に
続
け
て
、
「
芥
川
の
あ
の
自
殺
、
自
由
主
義
が
次
の
も
の
に
転
換

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
転
換
を
前
に
し
て
の
こ
の
チ
ャ
ン
ピ

オ
ン
の
自
殺
は
、
結
局
、
過
去
の
文
化
の
重
荷
に
動
き
の
取
れ
な
い
、

そ
れ
故
に
神
経
の
す
り
へ
っ
て
行
く
、
或
一
団
の
作
家
達
の
苦
悶
の

最
も
顕
著
の
現
れ
だ
っ
た
。
」
と
、
こ
の
よ
う
に
芥
川
の
死
と
時
代
の

動
き
を
結
び
つ
け
て
考
え
、
更
に
は
久
米
の
洋
行
前
に
云
っ
た
言
葉

が
、
単
に
久
米
一
人
の
言
葉
と
は
思
え
ず
、
人
事
で
な
い
催
し
さ
を

感
じ
た
と
云
う
広
津
氏
の
こ
の
発
言
こ
そ
、
こ
の
時
期
の
文
壇
の
空

気
を
知
る
上
に
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
と
し
て
私
に
は
思
え
た
。
そ

し
て
「
大
正
前
期
の
文
学
は
、
昭
和
三
年
頃
一
応
終
っ
た
や
う
な
形

に
な
り
、
そ
れ
か
ら
後
、
昭
和
五
、
六
年
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
最
盛
期
が
や
っ
て
来
た
。
」
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
時
期
　
－
　
明

治
大
正
期
に
世
に
出
た
文
士
た
ち
の
う
ち
の
皆
が
皆
、
力
な
く
衰
え

ふ
る
い
落
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
当
の
力
あ
る
人
た
ち
は
除
々
に

立
ち
直
っ
た
。
そ
の
代
表
が
藤
村
で
あ
り
、
谷
崎
潤
一
郎
ま
た
し
か

り
。
そ
し
て
有
三
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
香
、
自
ら
「
ふ
く
ら
は
ぎ

の
太
い
重
た
い
」
歩
行
者
と
称
し
て
い
る
有
三
に
は
、
は
じ
め
か
ら

そ
う
い
っ
た
「
疲
れ
」
や
「
行
き
語
り
」
と
云
う
よ
う
な
も
の
は
、

感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
所
謂
彼
の

一
徹
な
性
質
と
い
う
か
、
よ
い
意
味
で
の
「
正
確
さ
」
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
が
、
当
然
こ
こ
に
も
関
係
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
記
し
た
彼
の
全
集
（
改
造
社
販
全
一
冊
）

の
「
序
に
代
へ
て
」
の
中
で
、
有
三
は
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
私
が
歩
い
て
来
た
方
向
は
決
し
て
過
っ
て
は
ゐ
な
い

と
思
ふ
。
歩
き
方
は
遅
い
か
も
し
れ
な
い
。
足
ど
り
は
た
ど
′
＼

し
い
だ
ら
う
。
併
し
進
む
べ
き
道
だ
け
は
取
り
運
へ
て
は
ゐ
な
い

つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
峠
路
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
に
左
に

う
ね
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
か
な
り
あ
る
。
だ
が
、
目
ざ
し
て
ゐ
る

の
は
た
だ
一
点
で
あ
る
。
（
中
略
）

若
し
誰
か
が
そ
の
道
は
間
違
っ
て
ゐ
る
、
別
の
道
を
取
っ
た
ら

い
い
だ
ら
う
と
い
っ
て
も
、
自
分
は
急
に
方
向
を
変
へ
る
や
う
な

こ
と
は
し
な
い
。
こ
の
道
を
ず
っ
と
行
き
さ
へ
す
れ
ば
、
必
ず
行

き
つ
く
と
私
は
深
く
信
じ
て
ゐ
る
。
私
に
時
間
と
力
が
恵
ま
れ
な

山
本
有
三
「
女
人
哀
詞
」
の
一
考
察

い
て
、
終
に
行
き
つ
く
と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
こ
と
が
出
来
な
い
や

う
な
こ
と
が
あ
ら
う
と
も
、
私
の
目
ざ
し
て
ゐ
る
道
は
、
少
く
と

も
私
に
と
っ
て
は
正
し
い
道
で
あ
る
。
私
は
私
の
金
剛
杖
を
力
に
、

何
処
ま
で
も
こ
の
道
を
登
っ
て
行
く
つ
も
り
で
あ
る
。
（
以
下
略
）

こ
れ
を
も
っ
て
し
て
も
、
結
局
は
有
三
の
よ
う
に
、
あ
せ
ら
ず
、

し
か
も
確
実
に
自
己
の
道
を
一
歩
一
歩
と
歩
調
を
乱
さ
ず
に
進
ん
で

来
た
者
に
は
、
あ
の
「
芥
川
の
死
後
昭
和
三
年
頃
か
ら
マ
ル
ク
ス
主

義
文
学
の
文
壇
制
覇
は
完
全
に
実
現
さ
れ
た
」
と
い
わ
れ
る
中
に
あ

っ
て
も
、
彼
は
久
米
の
よ
う
に
「
尻
尾
を
巻
い
て
逃
げ
る
」
と
い
っ

た
よ
う
な
風
や
、
ま
た
少
し
の
謄
す
る
様
な
と
こ
ろ
も
な
く
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
時
代
の
波
に
積
極
的
に
乗
り
、
時
代
と
歩
調
を

合
せ
て
、
よ
り
一
層
前
進
す
る
こ
と
の
出
来
う
る
人
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
「
現
在
の
日
本
に
何
が
欠
け
て
ゐ
る
か
を
は
っ
き
り
捉

へ
る
と
こ
ろ
か
ら
山
本
さ
ん
は
い
つ
で
も
出
発
す
る
。
何
が
欠
け
て

ゐ
る
か
と
い
ふ
よ
り
、
何
を
必
要
と
す
る
か
と
云
っ
た
方
が
も
っ
と

適
切
だ
。
山
本
さ
ん
の
仕
事
に
は
い
つ
で
も
批
評
的
消
極
性
よ
り
実

践
的
積
極
性
の
方
が
旦
止
つ
か
”
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
時
期
の
わ
が
国
の
社
会
的
不
安
と
し
て
、

当
時
の
世
の
中
に
於
け
る
婦
人
の
立
場
と
い
う
問
題
に
眼
を
つ
け
て

取
り
あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
そ
の
頃
は
前
述
し
た
如
く
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
拾
頭
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
一
方
で
は
「
文

芸
時
代
」
と
い
う
雑
誌
の
同
人
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
新
感
覚
派
運

四
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動
の
一
部
に
芽
は
え
た
復
古
調
的
な
面
へ
の
感
心
の
高
ま
り
が
あ
っ

た
。
そ
の
代
表
が
十
一
谷
義
三
郎
で
あ
り
「
唐
人
お
吉
」
を
書
い
た

彼
を
評
し
て
伊
藤
塞
が
「
そ
の
作
風
は
や
や
新
感
覚
派
と
異
る
古
風

な
文
体
で
あ
り
、
明
ら
か
に
鏡
花
の
影
響
が
あ
る
、
ど
ち
ら
か
と
云

へ
ば
孤
立
し
た
作
家
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
年
代
表
作
と
云
は
れ
る

『
唐
人
お
吉
』
を
『
中
央
公
論
』
に
書
き
（
略
）
　
そ
し
て
こ
の
頃
か

ら
作
者
の
作
家
的
な
興
味
は
歴
史
に
入
っ
て
行
き
…
…
（
以
下
略
）
」

と
云
っ
て
い
る
の
を
み
て
も
わ
か
る
し
、
ま
た
そ
の
復
古
調
に
よ
る

「
お
吉
熱
が
急
に
高
ま
っ
て
、
一
種
の
流
行
物
の
観
を
呈
し
、
魁
を

し
た
十
一
各
氏
の
小
説
の
外
に
…
…
」
と
、
「
女
人
哀
詞
」
　
の
作
者

有
三
も
、
十
一
谷
義
三
郎
の
「
唐
人
お
吉
」
が
お
吉
も
の
の
さ
き
が

け
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
有
三
は
、
こ
の
お
吉
と
云

う
世
の
中
に
し
い
た
げ
ら
れ
、
た
だ
空
し
い
反
抗
の
精
神
を
燃
や
し

つ
づ
け
た
だ
け
で
没
落
し
て
ゆ
く
一
女
性
が
生
き
て
い
た
安
政
年
間

と
、
現
在
（
昭
和
四
年
当
時
）
　
の
世
の
中
に
於
け
る
婦
人
の
立
場
と

い
う
も
の
が
、
な
ん
ら
か
あ
り
が
な
い
で
は
な
い
か
、
「
果
し
て
こ

れ
で
い
い
の
か
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
を
社
会
的
な
不
安
と
疑
問
と
し

て
、
有
三
が
彼
の
作
品
を
通
し
て
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
の
だ

と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
窮
極
、
私
に
は
、
こ
の
　
「
女
人
哀

詞
」
　
と
い
う
作
品
の
執
筆
動
機
な
る
も
の
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
思
う

の
で
あ
る
。

註
一
、
戸
板
康
二
「
山
本
有
三
氏
の
戯
曲
」
錬
磨
版
、
現
代
日
本
文
学
全
集

四
六

月
報
九
、
（
昭
和
甘
九
年
三
月
）

註
二
、
こ
の
伊
佐
と
お
吉
の
会
話
の
部
分
は
、
一
名
「
伊
勢
善
の
離
座
敷
」

と
も
い
わ
れ
、
所
謂
お
吉
も
の
の
作
品
中
で
は
一
番
の
や
ま
場
と
さ
れ

で
あ
り
、
ど
の
作
品
も
こ
こ
だ
け
は
大
同
小
異
浅
が
ら
、
や
は
り
そ
の

源
は
村
松
蕃
水
「
実
話
唐
人
お
吉
」
　
（
平
凡
社
・
一
〇
七
頁
参
照
）
と

思
わ
れ
る
。

董
二
、
河
出
版
、
「
現
代
文
学
論
大
系
」
第
五
巻
解
説
。

註
四
、
広
澤
和
郎
「
久
米
正
雄
の
挨
拶
」
　
（
現
代
文
学
論
大
系
五
巻
）
　
二
二

二
頁
参
照
。

註
五
、
前
記
、
河
出
版
「
現
代
文
学
論
大
系
」
第
五
巻
解
説
。

註
六
、
改
造
社
販
「
山
本
有
三
全
集
」
　
（
昭
和
六
年
三
月
）
の
「
序
に
代
へ

て」

註
七
、
村
松
定
孝
「
近
代
日
本
文
学
の
系
譜
」
下
巻
・
第
六
章
（
一
二
九
頁

参照）

註
八
、
池
島
重
信
「
山
本
有
三
諭
」
中
に
引
用
さ
れ
た
谷
川
徹
三
氏
の
言
葉
。

註
九
、
河
出
版
「
現
代
日
本
小
説
大
系
」
第
四
十
四
巻
、
解
説
。

四、

か
っ
て
昭
和
十
一
年
十
一
月
に
、
窮
地
小
劇
場
に
お
い
て
、
山
本

安
英
が
、
有
三
の
「
女
人
哀
詞
」
を
演
る
べ
く
と
り
上
げ
た
時
に
、

誰
い
う
と
も
な
し
に
、
山
本
安
英
に
は
あ
の
艶
麗
な
る
べ
き
唐
人
お

吉
は
や
れ
ま
い
。
と
い
っ
た
評
が
出
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

っ
い
て
「
そ
れ
は
、
山
本
有
三
氏
の
『
女
人
哀
詞
』
を
知
ら
な
い
事

だ
し
、
安
英
を
も
知
ら
な
い
も
の
だ
。
『
女
人
哀
詞
』
の
お
吉
と
『
時

の
敗
者
』
の
お
吉
と
は
描
か
れ
た
姿
に
お
い
て
大
分
違
う
。
」
と
、
こ

れ
は
前
に
も
一
寸
記
し
た
「
女
性
と
文
学
」
　
の
中
で
窪
川
稲
子
（
現

名
、
佐
多
）
氏
が
述
べ
て
い
る
言
葉
だ
が
、
実
際
と
も
す
る
と
我
々

は
先
入
感
と
い
う
も
の
に
支
配
さ
れ
や
す
く
、
そ
の
後
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
優
秀
作
品
が
他
の
作
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
も
、
先
行
作
家

の
書
い
た
も
の
と
比
較
し
、
そ
こ
か
ら
判
断
を
下
し
が
ち
で
あ
る
。

其
事
は
特
に
歴
史
的
な
も
の
を
扱
っ
た
場
合
に
多
く
、
文
学
の
面
に

現
お
れ
た
唐
人
お
吉
に
し
て
も
、
そ
の
よ
い
例
と
い
え
よ
う
。
と
い

う
の
は
こ
れ
ま
で
我
々
が
お
吉
と
云
え
は
、
な
に
か
し
ら
艶
麗
、
好

色
的
な
女
性
と
し
て
の
み
記
憶
し
て
い
た
こ
と
で
も
わ
か
る
。
そ
の

原
因
が
何
ん
で
あ
っ
た
か
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。
少
く
と
も
文
学

の
面
で
は
、
お
吉
も
の
の
さ
き
が
け
を
し
た
十
一
谷
義
三
郎
の
代
表

作
「
唐
人
お
吉
」
　
が
、
読
者
に
真
実
で
な
い
と
こ
ろ
の
お
吉
と
い
う

も
の
を
紹
介
し
、
そ
の
上
、
ま
だ
有
三
の
　
「
女
人
哀
詞
」
が
出
る
ま

で
に
は
、
二
、
三
の
誤
れ
る
お
吉
も
の
が
あ
る
こ
と
は
既
に
記
し
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
来
る
影
響
と
い
う
も
の
は
、

決
し
て
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
し
私
に
云
あ
せ
れ
ば
、
こ
と

そ
れ
が
歴
史
的
に
実
在
し
た
人
物
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
作
品
で
あ
る

な
ら
、
な
を
の
こ
と
一
層
そ
れ
は
史
実
に
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
一
人
よ
が
り
や
、
読
者
へ
の
興

味
本
位
の
為
に
、
む
や
み
と
横
道
に
そ
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
は

山
本
有
三
「
女
人
哀
詩
」
の
一
考
察

有
三
は
「
史
劇
と
史
実
」
（
轟
寵
難
し
）
と
題
し
た
感
想
文

の
中
で
、
「
こ
こ
に
裸
体
の
彫
刻
が
あ
る
と
す
る
。
併
し
人
間
は
多

く
の
場
合
裸
体
で
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
裸
体
の

彫
刻
は
不
自
然
な
気
が
す
る
。
け
れ
ど
も
警
視
庁
の
役
人
を
除
い
て

、
美
術
批
評
家
、
美
術
鑑
賞
者
は
決
し
て
こ
れ
を
答
め
立
て
は
し
な

い
。
何
故
で
あ
る
か
。
彫
刻
家
は
神
の
造
っ
た
ま
ま
の
人
間
を
製
作

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
を
忠
実
に
表
現
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
衣
服
は
後
か
ら
着
せ
か
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
の
あ
る
な
し
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
人
間
が
如
実
に
表
現
さ
れ

て
ゐ
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
臭
劇
と
史
実
と
も
亦
か
う

い
ふ
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
、
こ
の
問
題
に
ふ
れ

て
お
り
、
ま
た
、
大
正
十
年
九
月
の
「
読
売
新
聞
」
紙
上
に
「
坂
崎

出
羽
守
」
と
悲
劇
の
主
人
公
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
の
中
で
「
芸
術

は
あ
ら
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
描
く
も
の
で
な
い
と
信
じ
て
ゐ
る

私
に
は
、
い
く
ら
や
っ
き
と
な
っ
て
あ
せ
っ
て
も
、
そ
の
人
の
力
だ

け
の
も
の
し
か
出
来
な
い
と
思
は
れ
る
（
以
下
略
）
」
　
と
か
、
「
史
劇

と
い
ふ
と
兎
角
大
が
か
り
な
も
の
に
考
へ
て
、
そ
の
主
人
公
を
大
人

物
と
し
て
予
想
す
る
人
が
多
い
や
う
だ
が
、
か
う
し
た
平
凡
な
人
物

も
そ
の
中
に
普
遍
性
を
持
っ
て
ゐ
れ
ば
、
亦
史
劇
の
主
人
公
と
し
て

取
扱
っ
て
少
し
も
差
支
へ
が
な
い
と
自
分
は
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
」

（
同
上
）
　
こ
れ
な
ど
も
そ
の
ま
ま
「
女
人
哀
詞
」
　
に
あ
て
は
ま
る
言

四
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月年月年

葉
で
あ
ろ
う
。

私
が
山
本
有
三
氏
を
訪
ね
た
際
、
や
は
り
お
吉
の
こ
と
か
ら
、
ど

の
程
度
ま
で
史
実
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
か
、
ま
た
そ
の
反
面
最
近
の

お
吉
作
品
と
し
て
の
舟
橋
聖
一
員
の
　
「
花
の
生
涯
」
中
に
出
て
来
る

「
安
政
小
唄
」
「
お
吉
お
福
」
「
ら
し
や
め
ん
記
」
…
・
・
・
と
い
っ
た
一

連
の
お
吉
を
あ
つ
か
っ
た
部
分
な
ど
は
、
史
実
を
無
祝
し
た
所
謂
舟

橋
文
学
的
な
興
味
本
位
も
甚
だ
し
い
も
の
だ
と
思
う
な
ど
と
、
二
、

三
例
を
上
げ
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
山
本
氏
も
「
な
る
ほ
ど
、
そ
の

あ
た
り
は
確
に
一
寸
疑
問
だ
な
…
…
」
と
私
の
説
に
同
意
さ
れ
た
。

結
局
は
、
史
実
を
あ
ま
り
離
れ
す
ぎ
た
興
味
本
位
の
作
品
と
云
う
も

の
は
、
読
み
終
え
た
後
の
感
銘
と
か
、
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
い

っ
た
も
の
が
な
い
為
に
、
す
ぐ
に
そ
の
場
か
き
り
で
わ
す
れ
去
ら
れ

て
し
ま
う
も
の
と
な
る
。
現
に
戦
後
の
作
品
と
し
て
の
「
唐
人
お
吉
」

に
は
先
き
の
舟
橋
氏
の
も
の
の
外
に
、
井
上
友
一
郎
、
今
東
光
各
氏

ら
の
手
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
も
う
既
に
、
先
さ
の

田
中
総
一
郎
と
か
浜
村
米
蔵
と
か
云
う
人
た
ち
の
作
品
と
同
様
手
に

入
れ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
困
難
な
状
態
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
か
、
今
さ
ら
く
ど
く
ど
こ
こ
で
く
り
返

す
必
要
は
な
か
ろ
う
。
芸
術
は
「
あ
ら
ほ
れ
」
な
り
と
云
う
彼
は
、

蚕
が
桑
の
葉
を
食
べ
て
ま
ゆ
を
作
り
出
す
の
を
見
て
「
あ
の
醜
い
虫

が
外
界
か
ら
材
料
を
と
り
入
れ
て
、
そ
れ
を
全
く
自
分
自
身
の
も
の

に
し
て
し
ま
ひ
、
そ
し
て
あ
の
美
し
い
ま
ゆ
を
す
っ
か
り
自
分
自
身

四
八

の
も
の
と
し
て
新
し
く
吐
き
出
し
て
ゐ
る
働
き
に
は
、
自
分
は
只
管

驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
分
は
思
ふ
、
芸
術
の
急
所
は
確
に
こ
こ

で
あ
る
と
。
」
と
云
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ら
に
彼
が
、
他
の

作
家
と
同
じ
題
材
、
－
－
唐
人
お
吉
と
云
う
材
料
を
つ
か
っ
て
一
つ

の
作
品
に
仕
上
げ
て
も
、
他
の
作
家
と
は
一
段
も
二
段
も
違
っ
た
、

む
し
ろ
他
の
作
家
に
は
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
勝
れ
た
も
の
を
書
き

う
る
カ
ギ
が
あ
る
の
だ
と
云
え
よ
う
。

註
一
、
例
え
ば
お
吉
が
絹
の
す
べ
す
べ
し
た
西
洋
寝
巻
に
着
か
え
た
り
、
わ

ず
か
三
日
の
間
に
ミ
ル
ク
を
の
む
こ
と
を
覚
え
、
公
衆
浴
場
で
シ
ャ
ボ

ン
を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
伊
佐
の
殿
様
が
見
学
に
来
る
…
‥
と
い

っ
た
あ
た
り
を
云
う
。

註
二
、
今
東
光
「
新
版
唐
人
お
吉
」
　
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
）
　
「
面
白
倶
楽

部
」
・
井
上
友
一
郎
「
唐
人
お
吉
」
（
同
年
十
二
月
）
「
改
造
文
芸
」
・

舟
橋
聖
一
「
花
の
生
温
」
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
）
「
毎
日
新
聞
」
連
載
。

森

本

修

（
資
料
）
　
「
芥
川
龍
之
介
全
集
」
　
の
逸
文

芥
川
竜
之
介
は
、
生
前
「
将
来
に
読
者
を
持
っ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
信
ず
る
反

面
、
一
方
で
は
「
廿
年
の
後
、
或
は
五
十
年
の
後
、
或
は
更
に
百
年
の
後
、
私

の
存
在
さ
へ
知
ら
な
い
時
代
が
来
る
と
云
ふ
事
を
想
像
」
し
て
い
た
。
が
、
死

後
三
十
年
を
経
た
今
日
で
は
、
濠
甚
広
範
な
読
者
層
を
も
っ
て
い
る
。
一
昨
年

頃
で
あ
っ
た
か
、
芥
川
の
作
品
集
・
研
究
書
・
資
料
が
陸
続
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

＋
芥
川
ブ
当
ム
」
を
現
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
爾
来
そ
の
傾
向
は
今
日
に

至
る
も
い
さ
ゝ
が
の
衰
え
す
ら
み
せ
て
い
な
い
。

中
で
も
、
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
全
集
十
九
巻
（
別
に
案
内
一
巻
）
－

昭
和
二
十
九
年
十
一
月
⊥
二
十
年
八
月
　
－
　
は
、
旧
全
集
に
比
し
て
新
し
い
資

料
が
多
く
加
え
ら
れ
、
全
集
と
し
て
名
実
共
に
兼
備
充
実
し
た
体
裁
で
も
っ
て

世
に
送
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
饗
で
あ
っ
た
。
旧
全
集
十
巻
に
は
、
作
品
・

書
簡
を
通
し
て
か
な
り
の
逸
文
が
あ
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
収
載
洩
れ
と
な
っ
た
も
の
ゝ
中
、
芥
川
の
生
前
・
生
後
を
通
じ
て
一
度

活
字
と
な
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
（
た
と
え
ば
、
こ
1
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る

も
の
）
等
は
、
当
然
今
回
の
全
集
に
収
録
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
案
に
相
違
し
て
本
稿
紹
介
の
五
篤
は
収
録
さ
れ
ぬ
ま
ゝ
に
、
全
集
は
完

結
し
て
し
ま
っ
た
。「

芥
川
竜
之
介
全
集
」
の
逸
文

決
定
版
と
も
云
う
べ
き
新
し
い
全
集
に
又
々
逸
文
と
な
っ
た
本
稿
五
篤
は
、

全
集
完
結
後
早
々
に
発
表
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
箆

中
に
温
め
て
い
た
筆
者
の
怠
慢
さ
は
、
誌
上
を
か
り
て
お
詫
び
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
ゝ
に
紹
介
す
る
五
篤
を
彼
の
作
品
系
譜
に
新
た
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
向
後
の
芥
川
研
究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
い
さ
ゝ
か
な
り
と
も
あ
れ

ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

（
∠
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句
）

白
柳
秀
潮
氏
の
印
象

新
　
今
　
様

掲
　
載
　
護

国
　
　
漢

（
第
三
十
八
号
）

K
A
N
田

（第四号）

鐘
が
鳴
る

（第十号）

随
　
　
筆

（
第
二
巻
　
第
三
号
）

相
　
　
聞

（
第
一
巻
　
第
二
号
）

発
行
年
月

昭
和
十
二
年

八

　

　

　

月

昭
和
二
年

三

　

　

　

月

昭
和
四
年

七

　

　

　

月

「
趨
夜
読
書
の
記
」
は
、
芥
川
が
府
立
第
三
中
学
二
年
生
当
時
の
学
級
主
任

四
九


