
夏
Ｈ
漱
石
の
小
説
「
門
」
は
、
一
九
一
○
（
明
娼
）
年
三
川
一
日
か
ら

六
月
一
二
日
ま
で
東
京
・
大
阪
向
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
後
、
一

九
二
（
明
“
）
年
一
月
春
陽
堂
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
宗
助
と
御
米
の
夫
婦
生
活
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

ふ
た
り
は
ど
の
よ
う
な
夫
婦
と
し
て
登
場
し
、
形
象
さ
れ
て
い
る
か
見
て

み
よ
う
。

宗
助
と
御
米
と
は
仲
の
好
い
夫
婦
に
違
な
か
っ
た
。
一
所
に
な
っ

て
か
ら
今
日
迄
六
年
程
の
長
い
月
日
を
ま
だ
半
日
も
気
不
味
く
暮
し

た
事
は
な
か
っ
た
。
言
逆
に
顔
を
赤
ら
め
合
っ
た
試
は
猶
な
か
っ
た
。

二
人
は
呉
服
屋
の
反
物
を
買
っ
て
着
た
。
米
屋
か
ら
米
を
取
っ
て
食

っ
た
。
け
れ
ど
も
其
他
に
は
一
般
の
社
会
に
待
つ
所
の
極
め
て
少
な

い
人
間
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
日
常
の
必
要
品
を
供
給
す
る
以
上
の

意
味
に
於
て
、
社
会
の
存
在
を
殆
ん
ど
認
め
て
ゐ
な
か
っ
た
。
彼
等

夏
目
漱
石
と
〈
京
都
〉
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夏
目
漱
石
と
〈
京
都
〉

ｌ
小
説
『
門
』
に
於
け
る
宗
助
と
御
米
の
出
逢
い
Ｉ

宗
助
と
御
米
は
．
所
に
な
っ
て
か
ら
今
日
迄
六
年
程
の
長
い
月
日
を
、

ま
だ
半
日
も
気
不
味
く
暮
し
た
事
は
な
か
っ
た
。
言
逆
に
顔
を
赤
ら
め
合
っ

た
試
は
猶
な
か
っ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
仲
の
好
い
夫
婦
」
と

し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ふ
た
り
が
「
社
会
一
般
」
の
夫

婦
で
な
い
と
こ
ろ
が
冒
頭
部
分
か
ら
暗
示
的
に
形
容
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
内

実
が
中
盤
明
か
さ
れ
て
行
く
。

彼
等
は
山
の
中
に
ゐ
る
心
を
抱
い
て
、
都
会
に
住
ん
で
ゐ
た
。
（
中

略
）
彼
等
は
複
雑
な
社
会
の
煩
を
避
け
得
た
と
共
に
、
其
社
会
の
活
動

か
ら
出
る
様
々
の
経
験
に
直
接
触
れ
る
機
会
を
、
自
分
と
塞
い
で
仕
舞

っ
て
、
都
会
に
住
み
な
が
ら
、
都
会
に
住
む
文
明
人
の
特
権
を
棄
て
た

様
な
結
果
に
到
着
し
た
。
（
中
略
）
社
会
の
方
で
彼
等
を
二
人
限
に
切

り
詰
め
て
、
其
二
人
に
冷
か
な
背
を
向
け
た
結
果
に
外
な
ら
な
か
っ
た

に
取
っ
て
絶
対
に
必
要
な
も
の
は
御
互
丈
で
、
其
御
互
丈
が
、
彼
等

に
は
ま
た
充
分
で
あ
っ
た
。
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一
見
幸
せ
そ
う
な
「
仲
の
好
い
夫
婦
」
だ
が
、
「
社
会
の
方
で
彼
等
を
二

人
限
に
切
り
詰
め
て
、
其
二
人
に
冷
か
な
背
を
向
け
た
結
果
」
、
ふ
た
り
は

「
都
会
に
住
む
文
明
人
の
特
権
を
棄
て
た
様
な
結
果
に
到
着
」
す
る
。
「
山
の

中
に
ゐ
る
心
を
抱
い
て
、
都
会
に
住
ん
で
ゐ
」
る
夫
婦
と
し
て
形
容
さ
れ
る

の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ど
う
し
て
宗
助
と
御
米
夫
妻
が
「
水
に
弾
か
れ
た

勢
ひ
で
、
丸
く
寄
り
添
っ
た
結
果
、
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
」
夫

婦
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
ふ
た
り
の
在
り
様
に
世
間
一
般
の
夫
婦
と

は
ど
こ
か
違
っ
て
い
る
関
係
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
原
因
は
何
処
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

彼
女
は
三
度
目
の
胎
児
を
失
っ
た
時
、
夫
か
ら
其
折
の
模
様
を
聞
い

て
、
如
何
に
も
自
分
が
残
酷
な
母
で
あ
る
か
の
如
く
感
じ
た
。
自
分
が

手
を
下
し
た
覚
が
な
い
に
せ
よ
、
考
へ
様
に
よ
っ
て
は
、
自
分
と
生
を

（
中
略
）
彼
等
の
命
は
、
い
つ
の
間
に
か
互
の
底
に
迄
喰
ひ
入
っ
た
。

二
人
は
世
間
か
ら
見
れ
ば
依
然
と
し
て
二
人
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
互

か
ら
云
へ
ば
、
道
義
上
切
り
離
す
事
の
出
来
な
い
一
つ
の
有
機
体
に
な

っ
た
。
二
人
の
精
神
を
組
み
立
て
る
神
経
系
は
、
最
後
の
繊
維
に
至
る

迄
、
互
に
抱
き
合
っ
て
出
来
上
が
っ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
大
き
な
水
盤
の

表
に
滴
た
っ
た
二
点
の
油
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
水
を
弾
い
て
二
つ

が
一
所
に
集
ま
っ
た
と
云
ふ
よ
り
も
、
水
に
弾
か
れ
た
勢
で
、
丸
く
寄

り
添
っ
た
結
果
、
離
れ
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
評
す
る
方
が
適
当

で
あ
っ
た
。
（
太
字
・
…
：
筆
者
）

御
米
が
宗
助
と
の
子
を
流
産
す
る
場
曲
は
、
彼
女
が
「
恐
ろ
し
い
罪
を
犯

し
た
悪
人
」
と
し
て
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
情
況
を
象
徴
的
に
表
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
宗
助
と
御
米
、
ふ
た
り
の
現
在
と
過
去
が
交
錯
す
る

形
で
物
語
は
進
行
し
て
行
く
。
現
在
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
る
情
態
は
、
ふ
た

り
が
一
緒
に
な
る
前
後
に
そ
の
起
因
が
あ
り
、
そ
の
結
果
「
徳
義
上
の
呵
責

を
受
け
た
」
ふ
た
り
と
し
て
造
型
さ
れ
、
そ
の
こ
と
と
生
活
状
況
と
を
関
わ

ら
せ
な
が
ら
少
し
ず
つ
語
ら
れ
て
行
く
。
そ
の
ふ
た
り
が
出
逢
う
場
所
が

〈
京
都
〉
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
り
が
ど
う
し
て
〈
京
都
〉
で
出
逢
っ
た
の
か
、

そ
れ
は
ふ
た
り
の
現
在
の
生
活
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
原
因
で
あ
り
、

全
て
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
作
品
の
主
題

と
関
わ
っ
て
作
中
描
か
れ
る
〈
場
〉
と
し
て
の
〈
京
都
〉
の
意
味
を
探
り
な

が
ら
、
作
者
漱
石
の
意
図
に
迫
っ
て
行
き
た
い
。

ま
ず
、
宗
助
と
御
米
が
は
じ
め
て
出
逢
う
光
景
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

与
へ
た
も
の
の
生
を
奪
ふ
た
め
に
、
暗
闇
と
明
海
の
途
中
に
待
受
け
て
、

こ
れ
を
絞
殺
し
た
と
同
じ
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
斯
う
解
釈
し
た

時
、
御
米
は
恐
ろ
し
い
罪
を
犯
し
た
悪
人
と
己
を
見
微
さ
な
い
訳
に
行

か
な
か
っ
た
。
さ
う
し
て
思
は
ざ
る
徳
義
的
上
の
呵
責
を
人
知
れ
ず
受

け
た
。■■■■■■
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こ
の
時
宗
助
は
第
三
高
等
学
校
の
学
生
で
、
実
家
が
〈
東
京
〉
の
た
め

〈
京
都
〉
で
下
宿
生
活
を
し
て
い
る
。
御
米
と
出
逢
う
の
は
右
の
描
写
の
通

り
、
宗
助
の
友
人
安
井
の
下
宿
に
お
い
て
で
あ
る
。
安
井
は
宗
助
と
同
じ
第

三
高
等
学
校
の
学
生
（
同
級
生
）
で
、
や
は
り
下
宿
住
ま
い
を
し
て
い
る
。

そ
の
安
井
の
下
宿
で
は
じ
め
て
出
逢
う
こ
と
が
、
そ
の
後
の
宗
助
と
御
米
の

二
人
の
関
係
、
あ
る
い
は
安
井
を
加
え
た
三
人
の
複
雑
な
関
係
を
予
感
さ
せ

宗
助
の
此
処
を
訪
問
し
た
の
は
、
十
月
に
少
し
間
の
あ
る
学
期
の

始
め
で
あ
っ
た
。
残
暑
が
ま
だ
強
い
の
で
宗
助
は
学
校
の
往
復
に
、

蛎
輻
傘
を
用
ひ
て
ゐ
た
事
を
今
に
記
憶
し
て
ゐ
た
。
彼
は
格
子
の
前

で
傘
を
畳
ん
で
、
内
を
覗
き
込
ん
だ
時
、
粗
い
縞
の
浴
衣
を
着
た
女

の
影
を
ち
ら
り
と
認
め
た
。
（
中
略
）
其
日
曜
に
彼
は
又
安
井
を
訪
ふ

た
。
そ
れ
は
二
人
の
関
係
し
て
ゐ
る
或
会
に
就
て
用
事
が
起
っ
た
た

め
で
、
女
と
は
全
く
縁
故
の
な
い
動
機
か
ら
出
た
淡
泊
な
訪
問
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
座
敷
へ
上
が
っ
て
、
同
じ
所
へ
坐
ら
せ
ら
れ
て
、

垣
根
に
沿
ふ
た
小
さ
な
梅
の
木
を
見
る
と
、
此
前
来
た
時
の
事
が
明

ら
か
に
思
ひ
出
さ
れ
た
。
其
日
も
座
敷
の
外
は
、
し
ん
と
し
て
静
で

あ
っ
た
。
宗
助
は
其
静
か
な
う
ち
に
忍
ん
で
ゐ
る
若
い
女
の
影
を
想

像
し
な
い
訳
に
行
か
な
か
っ
た
。
同
時
に
そ
の
若
い
女
は
此
前
と
同

じ
様
に
、
決
し
て
自
分
の
前
に
出
て
来
る
気
遣
は
あ
る
ま
い
と
信
じ

て
ゐ
た
。
此
予
期
の
下
に
、
宗
助
は
突
然
御
米
に
紹
介
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
（
中
略
）
安
井
は
御
米
を
紹
介
す
る
時
、
「
是
は
僕
の
妹
だ
」

と
い
ふ
言
葉
を
用
ひ
た
。

夏
目
漱
石
と
〈
京
都
〉

る
。
と
く
に
安
井
が
御
米
の
こ
と
を
昌
是
は
僕
の
妹
だ
』
と
い
ふ
言
葉
を

用
ひ
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
彼
ら
の
微
妙
な
関
係
が
集
約
さ
れ

示
さ
れ
て
い
る
。
友
人
安
井
の
妹
と
し
て
登
場
す
る
御
米
だ
が
、
ほ
ん
と
う

は
妹
で
は
な
く
、
彼
女
（
恋
人
）
で
あ
り
、
同
棲
相
手
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
作
品
は
そ
の
こ
と
に
は
直
裁
的
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
暖
昧
な
形
で
進

行
し
て
行
く
。
次
の
引
用
は
、
宗
助
、
安
井
、
御
米
が
三
人
で
嵐
山
周
辺
に

茸
狩
り
に
出
掛
け
る
シ
ー
ン
だ
が
、
こ
の
揃
写
は
宗
助
と
御
米
ふ
た
り
の
関

係
が
〈
京
都
〉
を
舞
台
に
微
細
に
変
化
す
る
様
を
巧
く
表
し
た
部
分
で
あ

ブ
（
句
○

そ
れ
ま
で
無
恥
な
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
た
宗
助
が
、
御
米
と
出
逢
い
、

同
じ
空
間
で
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
京
都
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
豹

其
内
又
秋
が
来
た
。
去
年
と
同
じ
事
情
の
下
に
、
京
都
の
秋
を
繰
返

す
興
味
に
乏
し
か
っ
た
宗
助
は
、
安
井
と
御
米
に
誘
は
れ
て
茸
狩
に
行

っ
た
時
、
朗
か
な
空
気
の
う
ち
に
又
新
ら
し
い
香
を
見
出
し
た
。
紅
葉

も
三
人
で
観
た
ｃ
嵯
峨
か
ら
山
を
抜
け
て
高
雄
へ
歩
く
途
中
で
、
御
米

は
着
物
の
裾
を
捲
く
っ
て
、
長
蠕
絆
丈
を
足
袋
の
上
迄
牽
い
て
、
細
い

傘
を
杖
に
し
た
。
山
の
上
か
ら
一
町
も
下
に
見
え
る
流
れ
に
日
が
射
し

て
、
水
の
底
が
明
ら
か
に
遠
く
か
ら
透
か
さ
れ
た
時
、
御
米
は
「
京
都

は
好
い
所
ね
」
と
云
っ
て
二
人
を
顧
み
た
。
そ
れ
を
一
所
に
眺
め
た
宗

助
に
も
、
京
都
は
全
く
好
い
所
の
様
に
思
は
れ
た
。
斯
う
揃
っ
て
外
へ

出
た
事
も
珍
ら
し
く
は
な
か
っ
た
。

一
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学
年
を
終
え
、
新
年
度
ま
で
の
間
帰
郷
し
た
折
、
宗
助
は
わ
ざ
わ
ざ
新
学

期
に
安
井
に
会
っ
た
折
の
話
題
作
り
の
た
め
に
、
も
と
も
と
安
井
と
一
緒
に

旅
を
す
る
予
定
だ
っ
た
興
津
見
物
（
三
保
の
松
原
、
龍
華
寺
）
を
す
る
様
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
の
宗
助
が
何
よ
り
安
井
と
の
時
間
の
共

有
が
大
切
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
宗
助
と
安
井
が
学
校
を
舞
台
に

育
ん
だ
友
情
が
、
御
米
と
い
う
一
人
の
女
性
の
登
場
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ

て
行
く
の
で
あ
る
。
人
間
の
関
係
の
脆
さ
と
同
時
に
恋
愛
の
も
つ
熱
情
が
い

変
す
る
場
面
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
御
米
は
言
う
「
京
都
は
好
い
所
ね
」
と
。

そ
れ
に
呼
応
し
て
宗
助
は
「
京
都
は
ま
つ
た
く
好
い
と
こ
ろ
」
だ
と
思
う
。

退
屈
で
畔
易
し
て
い
た
京
都
で
の
生
活
が
、
一
人
の
異
性
の
出
現
に
よ
っ
て

一
変
す
る
。
そ
れ
は
宗
助
と
安
井
と
の
関
係
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
も
意
味
し

て
い
る
。
宗
助
は
第
三
高
等
学
校
に
入
学
し
て
以
来
、
安
井
が
唯
一
の
友
人

で
、
大
き
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

安
井
へ
送
る
絵
葉
書
へ
二
三
行
の
文
句
を
書
い
た
。
其
内
に
、
君
が

来
な
い
か
ら
僕
一
人
で
此
所
へ
来
た
と
い
ふ
言
葉
を
入
れ
た
。
翌
日
も

約
束
通
り
一
人
で
三
保
と
龍
華
寺
を
見
物
し
て
、
京
都
へ
行
っ
て
か
ら

安
井
に
話
す
材
料
を
出
来
る
丈
栫
え
た
。
（
中
略
）
夫
か
ら
一
週
間
程

は
、
学
校
へ
出
る
た
ん
び
に
、
今
日
は
安
井
の
顔
が
見
え
る
か
、
明
日

は
安
井
の
声
が
す
る
か
と
、
毎
日
漠
然
と
し
た
予
期
を
抱
い
て
は
教
室

の
戸
を
開
け
た
。
さ
う
し
て
毎
日
又
漠
然
と
し
た
不
足
を
感
じ
て
は
帰

っ
て
来
た
。

安
井
の
留
守
中
に
彼
の
下
宿
で
ふ
た
り
は
会
話
を
交
わ
す
。
ま
た
、
御

米
が
宗
助
の
下
宿
に
突
然
訪
ね
て
来
る
。
友
人
の
「
妹
」
と
い
う
表
向
き

の
関
係
が
、
割
合
容
易
に
物
理
的
に
（
世
間
体
か
ら
み
て
）
抵
抗
も
少
な

か
に
強
い
も
の
で
あ
る
か
が
、
す
で
に
御
米
と
の
出
逢
い
の
前
後
安
井
と
の

関
係
で
見
事
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

宗
助
と
御
米
、
こ
の
ふ
た
り
が
、
ど
ん
ど
ん
接
近
し
て
行
く
様
が
次
の
展

開
場
面
で
あ
る
。
友
人
の
妹
と
説
明
を
受
け
た
危
う
さ
の
う
え
に
成
り
立
つ

関
係
が
、
よ
り
宗
助
と
御
米
を
近
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
配
慮

さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
全
体
を
蔽
う
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
。
微
妙
な
関
係
が
危
う
さ
を
含
み
な
が
ら
進
行
し
て
行
く
の
が
、
本
来

の
人
間
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
が
効
果
的
に
描
出
さ
れ
る
。

家
の
中
で
顔
を
合
は
せ
る
事
は
猶
屡
あ
っ
た
。
或
時
宗
助
が
例
の

如
く
安
井
を
尋
ね
た
ら
、
安
井
は
留
守
で
、
御
米
ば
か
り
淋
し
い
秋

の
中
に
取
り
残
さ
れ
た
様
に
一
人
坐
っ
て
ゐ
た
。
宗
助
は
淋
し
い
で

せ
う
と
云
っ
て
、
つ
い
座
敷
に
上
り
込
ん
で
、
一
つ
火
鉢
の
両
側
に

手
を
霜
し
な
が
ら
、
思
っ
た
よ
り
長
話
を
し
て
帰
っ
た
。
或
時
宗
助

が
ぽ
か
ん
と
し
て
、
下
宿
の
机
に
筒
り
か
、
つ
た
儘
、
珍
し
く
時
間

の
使
ひ
方
に
困
っ
て
ゐ
る
と
、
ふ
と
御
米
が
遣
っ
て
来
た
。
其
所
迄

買
物
に
出
た
か
ら
、
序
に
寄
っ
た
ん
だ
と
か
云
っ
て
、
宗
助
の
薦
め

る
通
り
、
茶
を
飲
ん
だ
り
菓
子
を
食
べ
た
り
、
緩
く
り
寛
ろ
い
だ
話

を
し
て
帰
っ
た
。
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宗
助
と
御
米
は
、
一
緒
に
な
る
選
択
を
す
る
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
ふ

た
り
に
「
徳
義
的
に
痙
箪
の
苦
痛
」
を
招
き
、
「
焔
に
似
た
烙
印
を
受
け
」

く
二
人
を
接
近
さ
せ
る
と
共
に
そ
の
危
う
い
関
係
が
む
し
ろ
ふ
た
り
を
し

て
惹
か
れ
合
う
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
中
か
ら
も
推
さ
れ
る
よ
う
に
、

ふ
た
り
は
「
淋
し
い
」
な
か
で
お
互
い
が
惹
か
れ
合
う
よ
う
に
描
か
れ
る
ｃ

人
間
は
常
に
危
う
さ
の
中
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
生
き
る
こ
と

の
逆
説
的
な
証
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
い
て
見
せ
て
い
る
。
偶
然
出
逢
っ

た
ふ
た
り
が
、
境
遇
に
逆
ら
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
境
遇
ゆ
え
に
離
れ
難

き
仲
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
ふ
た
り
の
環
境

は
当
然
な
が
ら
生
易
し
い
も
の
で
は
な
く
、
厳
し
い
状
況
を
作
り
出
す
こ

と
と
な
る
。曝

露
の
Ｒ
が
ま
と
も
に
彼
等
の
眉
間
を
射
た
と
き
、
彼
等
は
既
に

徳
義
的
に
痙
箪
の
苦
痛
を
乗
り
切
っ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
蒼
白
い
額
を

素
直
に
前
に
出
し
て
、
其
所
に
焔
に
似
た
烙
印
を
受
け
た
。
さ
う
し

て
無
形
の
鎖
で
繋
が
れ
た
儘
、
手
を
携
え
て
何
処
迄
も
、
一
所
に
歩

調
を
共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
見
出
し
た
。
彼
等
は
親
を
棄

て
た
。
親
類
を
棄
て
た
。
友
達
を
棄
て
た
。
大
き
く
云
へ
ば
一
般
の

社
会
を
棄
て
た
。
も
し
く
は
夫
等
か
ら
棄
て
ら
れ
た
。
学
校
か
ら
は

無
論
棄
て
ら
れ
た
。
た
ず
表
向
丈
は
此
方
か
ら
退
学
し
た
事
に
な
っ

て
、
形
式
の
上
に
人
間
ら
し
い
通
を
留
め
た
。
是
が
宗
助
と
御
米
の

過
去
で
あ
っ
た
。

夏
目
漱
石
と
〈
京
都
〉

る
こ
と
に
な
る
。
ふ
た
り
は
、
「
親
」
、
「
親
類
」
、
「
友
達
」
、
「
大
き
く
云
へ

ば
一
般
の
社
会
を
棄
て
た
、
も
し
く
は
棄
て
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
宗
助
と
御
米
の
陥
っ
た
状
況
を
語
り
手
は
過
去
形
で
た
ん
た
ん
と
述

べ
て
い
る
。
作
者
は
、
宗
助
と
御
米
の
感
情
を
彼
等
か
ら
の
直
接
の
心
情

の
吐
露
と
し
て
猫
く
の
で
は
な
く
、
（
距
離
感
の
あ
る
）
語
り
手
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
り
の
形
象
が
極
め
て
個
人
的
で
特
異
な
関
係
と

し
て
で
は
な
く
、
私
た
ち
近
代
人
が
生
き
て
い
く
う
え
で
味
わ
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
瞥
遍
的
な
問
題
あ
る
い
は
関
係
と
し
て
転
化
（
昇
華
）
さ
せ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
の
役
割
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
時
間
構
成
に
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
宗
助
と
御

米
の
ふ
た
り
が
出
逢
い
、
そ
し
て
関
係
が
密
に
な
っ
て
行
く
様
子
が
、
直

線
的
な
時
間
の
経
過
（
推
移
）
の
中
で
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
冒
頭
部
分

に
於
い
て
ふ
た
り
の
夫
婦
生
活
が
ま
ず
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

そ
れ
は
明
白
で
あ
る
。
ふ
た
り
が
京
都
で
出
逢
う
シ
ー
ン
は
、
む
し
ろ
物

語
半
ば
で
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
意
味
（
要
素
）
を

含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ｃ
第
一
は
、
二
人
が
陥
っ
た
状
況
を
描
き

出
す
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
こ
の
作
品
の
主
眼
で
あ

る
こ
と
を
物
謡
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
た
め
に
意
匠
を
凝
ら
す
構

成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
は
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
い
て

も
冒
頭
書
き
出
し
場
面
と
連
続
す
る
形
で
同
じ
時
間
軸
と
な
っ
て
お
り
、

い
わ
ば
出
逢
い
の
場
面
が
入
れ
子
型
形
式
で
拙
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
。
時
間
の
逆
戻
り
（
回
想
場
曲
の
設
定
）
に
よ
っ
て
、
物
語
の
虚
構
性

が
発
揮
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
劇
的
な
臨
場
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

五



次
に
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
の
変
化
や
時
間
構
成
と
絡
み
合
い
な
が
ら

描
か
れ
る
回
想
場
面
と
し
て
の
〈
京
都
〉
の
意
味
に
つ
い
て
探
っ
て
行
こ

う
。
作
品
中
で
の
舞
台
〈
京
都
〉
の
意
味
を
探
る
に
当
た
っ
て
、
漱
石
が

〈
京
都
〉
を
描
い
た
他
の
作
品
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
漱
石
が
〈
京
都
〉
に

来
た
時
の
心
境
（
思
い
出
）
を
綴
っ
た
文
章
に
「
京
に
着
け
る
夕
」
が
あ
る
。

正
岡
子
規
と
の
〈
京
都
〉
で
の
思
い
出
を
重
ね
る
形
で
記
さ
れ
た
随
筆
で
あ

ブ
（
句
○

仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
現
実
生
活
に
お
い
て
起
こ
る

原
因
と
結
果
が
、
む
し
ろ
こ
の
作
品
で
は
結
果
が
原
因
を
浮
き
立
た
せ
る

よ
う
設
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
時
間
構
成
に
沿
っ
て
作
品

の
時
間
軸
は
、
現
在
が
〈
東
京
〉
、
過
去
は
〈
京
都
〉
を
舞
台
と
し
て
設
定

さ
れ
、
物
語
が
展
開
す
る
よ
う
図
ら
れ
て
い
る
。

京
は
淋
し
い
所
で
あ
る
。
（
中
略
）
此
淋
し
い
京
を
、
春
寒
の
宵
に
、

疾
く
走
る
汽
車
か
ら
会
釈
な
く
振
り
落
さ
れ
た
余
は
、
淋
し
い
な
が

ら
、
寒
い
な
が
ら
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
東
京
を
立
つ
時
は
日

本
に
こ
ん
な
寒
い
所
が
あ
る
と
は
思
は
な
か
っ
た
。
昨
日
迄
は
擦
れ

合
ふ
身
体
か
ら
火
花
が
出
て
、
む
く
ノ
ー
と
血
管
を
無
理
に
越
す
熱

き
血
が
、
汗
を
吹
い
て
総
身
に
煮
浸
み
出
は
せ
ぬ
か
と
感
じ
た
。
東

京
は
左
程
に
烈
し
い
所
で
あ
る
。
此
刺
激
の
強
い
都
を
去
っ
て
、
突

三

引
用
本
文
中
「
淋
し
い
」
、
「
寒
い
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
三
回
も
繰

り
返
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、
目
を
惹
く
。
漱
石
は
、
〈
京
都
〉
を

「
淋
し
い
所
」
だ
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
冬
の
〈
京
都
〉
が
気
候
的
に

「
寒
い
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
〈
東
京
〉
と
比
較
し
て
の
言
葉
で
あ
る
こ

と
に
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
擦
れ
合
ふ
身
体
か
ら
火
花
が
出
て
、

む
く
ノ
ー
と
血
管
を
無
理
に
越
す
熱
き
血
が
、
汗
を
吹
い
て
総
身
に
煮
浸
み

出
は
せ
ぬ
か
と
感
じ
」
る
ぐ
ら
い
〈
東
京
〉
は
「
烈
し
い
所
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
。
漱
石
は
〈
京
都
〉
の
寒
さ
に
「
淋

し
さ
」
と
い
う
感
情
を
連
ね
て
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

「
淋
し
さ
」
は
も
ち
ろ
ん
先
述
し
た
通
り
、
子
規
と
の
思
い
出
と
無
縁
で
は

な
い
。

然
と
太
古
の
京
へ
飛
び
下
り
た
余
は
、
恰
も
三
伏
の
日
に
照
り
付
け

ら
れ
た
焼
石
が
、
緑
り
の
底
に
空
を
映
つ
さ
ぬ
暗
い
池
へ
、
落
ち
込

ん
だ
様
な
も
の
だ
。

始
め
て
京
都
に
来
た
の
は
十
五
六
年
の
昔
で
あ
る
。
そ
の
時
は
正
岡

子
規
と
一
所
で
あ
っ
た
。
麩
屋
町
の
柊
屋
と
か
云
ふ
家
へ
着
い
て
、
子

規
と
共
に
京
都
の
夜
を
見
物
に
出
た
（
中
略
）
子
規
は
死
ん
だ
。
（
中

略
）
あ
、
子
規
は
死
ん
で
仕
舞
っ
た
。
糸
瓜
の
如
く
干
枯
び
て
死
ん
で

仕
舞
っ
た
。
（
中
略
）
余
は
寒
い
首
を
縮
め
て
京
都
を
南
か
ら
北
へ
抜

け
る
。
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子
規
の
死
が
、
漱
石
に
楽
し
か
っ
た
子
規
と
の
〈
京
都
〉
で
の
旅
を
一

層
感
慨
深
い
も
の
に
し
、
「
淋
し
さ
」
が
込
み
上
げ
て
く
る
状
況
を
醸
し
出

し
て
い
る
。
「
あ
、
子
規
は
死
ん
で
仕
舞
っ
た
」
と
い
う
感
情
の
発
露
が
そ

れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
友
人
を
失
っ
た
ど
う
し

よ
う
も
な
い
「
淋
し
さ
」
、
孤
独
感
と
結
び
付
い
て
い
る
。
漱
石
の
文
些
観

や
生
き
方
を
受
け
止
め
て
く
れ
、
か
つ
理
解
し
て
く
れ
た
友
人
子
規
の
存

在
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
、
こ
の
文
章
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。

そ
れ
と
重
な
る
形
で
近
代
人
の
「
淋
し
さ
」
が
表
出
さ
れ
て
い
る
の
が
、

こ
の
作
品
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
随
筆
は
子
規
と
の
交
情
と

別
れ
（
解
遁
と
別
離
）
と
い
う
個
人
的
体
験
か
ら
、
近
代
人
が
陥
ら
ざ
る

を
得
な
い
状
況
と
し
て
の
「
淋
し
さ
」
を
連
続
さ
せ
て
表
現
し
て
い
る
と

言
え
る
。
こ
の
時
期
〈
東
京
〉
は
日
本
に
於
い
て
最
も
近
代
化
が
進
む
都

市
だ
が
、
近
代
化
の
真
っ
最
中
の
〈
東
京
〉
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は

「
淋
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
暇
が
な
い
。
皆
忙
し
い
の
で
あ
る
。
「
擦
れ
合

ふ
身
体
か
ら
火
花
が
出
」
る
く
ら
い
「
熱
く
」
、
「
烈
し
い
」
所
な
の
で
あ

る
。
そ
の
新
都
〈
東
京
〉
を
し
ば
し
離
れ
た
と
き
、
漱
石
は
近
代
と
い
う

時
代
に
生
き
る
我
々
が
持
た
ざ
る
を
得
な
い
、
心
境
で
あ
る
「
淋
し
さ
」
を

「
太
古
の
」
皆
か
ら
都
（
Ｈ
本
の
中
心
、
新
文
化
の
担
い
手
で
あ
り
、
発
信

地
）
と
し
て
存
在
続
け
た
く
京
都
〉
、
そ
の
「
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
」

〈
京
都
〉
に
、
古
都
の
有
り
様
を
感
得
し
な
が
ら
実
感
し
た
の
だ
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
は
二
度
目
の
〈
京
都
〉
旅
行
の
折
、
「
旅
に
寒
し
春
を
時
雨
れ
の

京
に
し
て
一
（
「
日
記
一
明
仙
・
４
．
１
付
）
と
詠
ん
だ
漱
石
の
胸
中

に
す
で
に
去
来
し
て
い
た
感
情
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

夏
目
漱
石
と
〈
京
都
〉

こ
れ
は
、
漱
石
が
「
虞
美
人
草
」
に
つ
い
て
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
（
明
如
．

７
・
田
付
）
で
記
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
書
簡
中
漱
石
は
、
小
野
清
三
と

の
結
婚
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
が
描
か
れ
る
中
で
、
虚
栄
心
の
塊
と
で
も
い
う

べ
き
「
徳
義
心
が
欠
乏
し
た
女
」
性
甲
野
藤
尾
と
五
年
間
も
小
野
を
未
来
の

夫
と
し
て
ひ
た
す
ら
お
と
な
し
く
待
ち
続
け
る
「
過
去
の
女
」
と
も
い
う
べ

き
「
可
憐
」
な
女
性
井
上
小
夜
子
と
を
対
比
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
〈
東

京
〉
と
〈
京
都
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
住
居
の
場
（
生
活
圏
）
と
し

て
拙
き
、
彼
女
ら
を
交
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衝
突
が
起
き
る
よ
う
に

配
（
設
定
）
さ
れ
て
い
る
。
滕
尾
を
〈
東
京
〉
に
住
ま
わ
せ
、
一
方
の
小
夜

子
は
〈
京
都
〉
に
「
古
へ
の
人
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
父
と
二
人
で
暮
ら
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
〈
東
京
〉
と
〈
京
都
〉
を
絡
め
た
二
人
の
形
象
の
対
比

は
、
先
述
の
「
京
に
着
け
る
夕
」
で
の
そ
れ
と
通
底
し
て
い
る
意
識
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

近
代
人
が
根
底
に
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
「
淋
し
さ
」
は
、
同
じ
く
京
都
〉

一
ゾ
ニ

を
舞
台
に
描
か
れ
た
小
説
『
虞
美
人
草
」
に
お
い
て
も
東
京
と
の
対
比
で
人

物
形
象
に
生
か
さ
れ
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

虞
美
人
草
は
毎
日
か
い
て
ゐ
る
。
藤
尾
と
い
ふ
女
に
そ
ん
な
同
情
を

も
っ
て
は
い
け
な
い
。
あ
れ
は
嫌
な
女
だ
。
詩
的
で
あ
る
が
大
人
し
く

な
い
。
徳
義
心
が
欠
乏
し
た
女
で
あ
る
。
あ
い
つ
を
仕
舞
に
殺
す
の
が

一
篇
の
主
意
で
あ
る
。
（
中
略
）
小
夜
子
と
い
ふ
女
の
方
が
い
く
ら
可

憐
だ
か
分
り
や
し
な
い
。
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「
こ
、
ろ
」
の
「
先
生
」
を
し
て
個
人
主
義
と
い
う
新
し
い
価
値
観
を
生

ん
だ
「
現
代
に
生
れ
た
我
々
は
、
其
犠
牲
と
し
て
み
ん
な
此
淋
し
み
を
味
は

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
せ
う
」
と
語
ら
せ
る
箇
所
は
、
作
者
の
近
代
（
社

会
）
観
が
彦
み
出
て
お
り
、
作
品
『
こ
、
ろ
」
の
主
題
の
一
つ
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
漱
石
は
、
こ
の
作
品
で
「
先
生
」
の
孤
独
が
単
な
る
個
人
的

経
験
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
近
代
人
の
「
淋
し
さ
」
を
時
代
の
孤

独
と
し
て
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
『
門
」
に
於
い
て
も
そ
れ
は
共

通
し
て
お
り
、
宗
助
と
御
米
夫
妻
の
形
象
を
通
し
て
近
代
人
の
「
淋
し
さ
」
、

孤
独
を
表
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
時
大
事
な
こ
と
は
宗
助
と

御
米
夫
婦
を
単
純
な
形
の
近
代
人
の
孤
独
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
は

な
い
こ
と
も
留
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
安
井
と
い
う
宗
助
に
と

っ
て
か
け
が
え
の
な
い
友
人
（
御
米
に
と
っ
て
は
元
恋
人
）
を
裏
切
っ
て
で

一
叩
Ｊ
｜
，

そ
れ
は
、
小
説
『
こ
、
ろ
」
に
お
い
て
も
近
代
に
於
け
る
諜
通
的
な
問
題

と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

「
私
は
淋
し
い
人
間
で
す
」
と
先
生
は
其
晩
又
此
間
の
言
葉
を
繰
り

返
し
た
。
「
私
は
淋
し
い
人
間
で
す
が
、
こ
と
に
よ
る
と
貴
方
も
淋
し

い
人
間
ぢ
や
な
い
で
す
か
。
（
中
略
）
先
生
は
斯
う
云
っ
て
淋
し
い
笑

ひ
方
を
し
た
。
（
中
略
）
私
は
今
よ
り
一
層
淋
し
い
未
来
の
私
を
我
慢

す
る
代
り
に
、
淋
し
い
今
の
私
を
我
慢
し
た
い
の
で
す
。
自
由
と
独
立

と
己
れ
と
に
充
ち
た
現
代
に
生
れ
た
我
々
は
、
其
犠
牲
と
し
て
み
ん
な

此
淋
し
み
を
味
は
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
せ
う

と
い
う
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
、
こ
の
二
人
の
生
の
空
間
を
示
し
て
い
る
と
共
に

宗
助
と
御
米
が
こ
れ
か
ら
も
過
去
を
背
負
っ
て
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
状
況
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。
冒
頭
と
ラ
ス
ト
の
時
間
軸
が
同
じ
針

を
指
す
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
現
在
の
二
人
を
照
射
す

る
こ
と
に
力
点
を
置
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宗
助
と
御
米
夫
妻
か
ら
む
し

ろ
近
代
人
の
在
り
得
べ
き
関
係
を
描
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
う
い
う
視

点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
逆
説
的
な
理
想
の
夫
婦
像
を
描
い
て
見

せ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
か
を
得
よ
う
と
思
え
ば
、
何

か
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
悟
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
欲
望
と
い
う

も
の
が
再
生
産
さ
れ
て
行
く
近
代
資
本
主
義
社
会
に
生
き
る
人
間
へ
の
処
方

も
一
緒
に
な
ろ
う
と
す
る
ふ
た
り
に
と
っ
て
、
当
然
背
負
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
表
象
と
し
て
の
孤
独
と
暗
さ
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
近
代
人
の
自
我
の

底
に
存
在
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
潜
ん
で
お
り
、
三
角
関
係
の
中
で
起
こ
り
得

る
状
況
と
し
て
近
代
社
会
の
倫
理
観
の
問
題
と
併
せ
て
描
出
し
て
見
せ
た
の

で
あ
る
。

宗
助
は
家
へ
帰
っ
て
御
米
に
此
鶯
の
問
答
を
繰
り
返
し
て
聞
か
せ

た
。
御
米
は
障
子
の
硝
子
に
映
る
麗
か
な
日
影
を
す
か
し
て
見
て
、

「
本
当
に
難
有
い
わ
れ
。
漸
く
の
事
春
に
な
っ
て
」
と
云
っ
て
、
晴
れ

か
～
し
い
眉
を
張
っ
た
。
宗
助
は
縁
に
出
て
長
く
延
び
た
爪
を
剪
り
な

が
ら
、
「
う
ん
、
然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
稗
へ
て
、
下
を
向
い

た
ま
、
、
鋏
を
動
か
し
て
ゐ
た
。
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こ
の
評
論
は
、
一
九
一
四
（
大
３
）
年
二
月
三
五
日
に
学
習
院
・
輔

仁
会
の
依
頼
で
行
わ
れ
た
漱
石
の
講
演
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
で
漱
石
は
、

「
個
人
主
義
と
い
ふ
も
の
は
」
「
党
派
心
が
な
く
っ
て
理
非
が
あ
る
主
義
」

近
代
社
会
が
生
み
出
す
様
々
な
欲
望
、
近
代
人
に
特
有
の
欲
深
に
つ
い
て
、

－
４
）

漱
石
は
「
私
の
個
人
主
義
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

菱
で
あ
る
と
同
時
に
警
鐘
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
利
己
主
義
の
欲
望
に
塗
れ
て

行
く
近
代
人
へ
の
批
判
摂
取
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に

「
静
か
な
」
世
界
に
閉
じ
籠
る
ふ
た
り
を
造
型
す
る
最
大
の
理
由
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
「
こ
ん
な
風
に
淋
し
く
睦
ま
じ
く
暮
ら
」
す
宗
助
と

御
米
夫
婦
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

個
人
主
義
と
い
ふ
も
の
は
、
（
中
略
）
党
派
心
が
な
く
っ
て
理
非
が

あ
る
主
義
な
の
で
す
。
朋
党
を
結
び
団
隊
を
作
っ
て
、
権
力
や
金
力
の

た
め
に
盲
動
し
な
い
と
い
ふ
事
な
の
で
す
。
夫
だ
か
ら
其
裏
面
に
は
人

に
知
ら
れ
な
い
淋
し
さ
も
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
す
。
既
に
党
派
で
な
い
以

上
、
我
は
我
の
行
く
べ
き
道
を
勝
手
に
行
く
丈
で
、
さ
う
し
て
是
と
Ｍ

時
に
、
他
人
の
行
く
べ
き
道
を
妨
げ
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
る
時
あ
る
場

合
に
は
人
間
が
ば
ら
か
～
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
其
所
が
淋

し
い
の
で
す
。

四

夏
Ⅱ
漱
石
と
〈
京
都
〉

で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
朋
党
を
結
び
団
隊
を
作
っ

て
、
権
力
や
金
力
の
た
め
に
盲
動
し
な
い
」
よ
う
に
戒
め
て
い
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
近
代
と
い
う
同
時
代
に
生
き
る
若
い
世
代
の
学
生
た
ち

（
未
来
の
近
代
日
本
社
会
の
担
い
手
た
ち
）
に
向
け
て
、
近
代
資
本
主
義
社

会
が
経
験
す
る
疎
外
状
況
を
認
識
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
、
そ
こ
に
生
き

る
人
間
の
弱
さ
や
社
会
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
「
自
己
本
位
」
、

あ
る
い
は
「
個
人
、
王
義
」
の
持
つ
特
質
の
両
面
を
指
摘
す
る
形
で
、
自
己

の
英
圃
留
学
体
験
を
披
鱒
し
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
、
日
本
近
代

社
会
の
問
題
点
を
提
一
不
し
て
い
る
。
左
記
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
こ
の
評
論
（
講
演
記
録
）
は
近
代
社
会
に
潜
む
欲
望
と
対
の
関
係

で
、
人
間
に
「
淋
し
さ
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
解
き
明
か
し
て
い
る
。

個
人
主
義
を
貫
い
て
行
く
「
あ
る
時
あ
る
場
合
に
は
人
間
が
ば
ら
か
～
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
其
所
が
淋
し
い
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
に

は
、
漱
石
の
孤
独
な
る
魂
の
叫
び
が
諦
め
と
似
た
形
で
言
い
表
さ
れ
（
表

現
さ
れ
）
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

近
代
社
会
が
孕
む
問
題
を
挾
り
出
し
、
そ
れ
ら
と
対
塒
し
よ
う
と
す
る
漱

石
の
態
度
は
、
た
と
え
ば
新
設
さ
れ
た
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
科

教
授
に
招
聰
さ
れ
た
時
の
辞
退
理
由
に
も
表
れ
て
い
る
。
漱
石
は
学
長
狩
野

亨
吉
へ
次
の
よ
う
な
文
面
の
書
簡
（
明
約
・
皿
・
羽
付
）
を
返
信
と
し
て
書

き
送
っ
て
い
る
。

京
都
は
い
、
所
に
違
な
い
。
（
中
略
）
一
体
が
ユ
ッ
タ
リ
し
て
感

じ
が
い
、
だ
ら
う
。
そ
ん
な
点
で
東
京
と
正
反
対
だ
ら
う
。
僕
も
京

九



手
紙
の
内
容
か
ら
、
漱
石
が
〈
東
京
〉
で
住
む
こ
と
に
拘
っ
て
い
る
様

子
が
窺
わ
れ
る
。
〈
東
京
〉
に
居
続
け
る
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
ひ
と
際
Ｈ
立
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
僕
は
世
の
中
を
一
大
修

羅
場
と
心
得
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
其
内
に
立
っ
て
花
々
し
く
打
死
を
す
る

か
敵
を
降
参
さ
せ
る
か
ど
っ
ち
に
か
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
」
と
い

う
言
葉
に
は
、
近
代
社
会
の
矛
盾
点
を
凝
視
し
よ
う
と
す
る
漱
石
の
態
度

が
明
確
に
顕
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
「
余
の
東
京
を
去
る
は
此
打
ち
難
さ

ん
と
す
る
も
の
を
増
長
せ
し
む
る
の
嫌
あ
る
を
以
て
、
余
は
道
義
上
現
在

の
状
態
が
持
続
す
る
限
り
は
東
京
を
去
る
能
は
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
一
文
に
は
近
代
社
会
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
漱
石
の
覚
悟
が
、
〈
東
京
〉

で
生
活
す
る
こ
と
と
重
ね
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た

都
へ
行
き
た
い
。
行
き
た
い
が
是
は
大
学
の
先
生
に
な
っ
て
行
き
た

い
の
で
は
な
い
。
遊
び
に
行
き
た
い
の
で
あ
る
。
自
分
の
立
脚
地
か

ら
云
ふ
と
感
じ
の
い
、
愉
快
の
多
い
所
へ
行
く
よ
り
も
感
じ
の
わ
る

い
、
愉
快
の
少
な
い
所
に
居
っ
て
あ
く
迄
喧
嘩
を
し
て
見
た
い
。

（
中
略
）
僕
は
世
の
中
を
一
大
修
羅
場
と
心
得
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て

其
内
に
立
っ
て
花
々
し
く
打
死
を
す
る
か
敵
を
降
参
さ
せ
る
か
ど
っ

ち
に
か
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
社
会
一
般
の
為
め

に
打
ち
艶
さ
ん
と
力
め
つ
、
あ
る
。
而
し
て
余
の
東
京
を
去
る
は
此

打
ち
艶
さ
ん
と
す
る
も
の
を
増
長
せ
し
む
る
の
嫌
あ
る
を
以
て
、
余

は
道
義
上
現
在
の
状
態
が
持
続
す
る
限
り
は
東
京
を
去
る
能
は
ざ
る

も
の
で
あ
る
ｃ

態
度
は
、
「
門
」
を
は
じ
め
と
す
る
数
々
の
作
品
の
中
で
、
王
要
テ
ー
マ
と
し

て
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
漱
石
が

追
求
し
続
け
た
問
題
が
、
小
説
に
お
い
て
逆
説
的
に
複
雑
な
人
間
模
様
の

中
で
展
開
さ
れ
て
行
く
の
が
、
小
説
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
虚
構
に
於

い
て
最
も
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
漱
石
の
文
学
観
と
通
じ
て
い
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
諸
相
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
進
行
し
て
行
く
な
か
で
、
人

間
の
生
は
単
純
で
は
な
く
、
そ
の
複
雑
さ
ゆ
え
に
微
妙
に
揺
れ
る
心
情
や

繊
細
さ
ゆ
え
の
弱
さ
が
厳
し
い
環
境
の
中
で
露
呈
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

漱
石
は
そ
の
よ
う
な
世
界
を
象
徴
性
や
賠
示
性
を
巧
み
に
言
葉
に
表
象
し

な
が
ら
描
き
、
人
間
の
本
質
に
迫
る
べ
く
意
図
し
て
い
る
。
私
た
ち
読
者

は
そ
う
し
た
人
間
の
本
質
な
る
も
の
を
作
品
か
ら
掴
み
取
る
こ
と
が
試
さ

れ
て
い
る
。
作
者
の
意
図
ゆ
え
に
描
か
れ
た
場
面
と
作
者
の
意
図
に
か
か

わ
ら
ず
現
在
私
た
ち
が
考
え
、
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
作
品

は
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
於

け
る
〈
場
〉
は
、
作
者
の
鋭
利
な
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
箇
所
だ
と
言

え
る
。
〈
場
〉
の
設
定
と
構
成
意
識
が
、
近
代
人
の
細
心
の
こ
こ
ろ
模
様
と

近
代
社
会
の
深
海
を
最
小
に
し
て
最
深
の
縮
図
と
し
て
効
果
を
発
揮
し
て

い
る
。
「
門
」
に
於
い
て
は
、
宗
助
と
御
米
夫
婦
が
生
き
る
小
世
界
が
、
実

は
近
代
人
と
近
代
社
会
の
最
小
単
位
と
し
て
、
縮
図
し
て
見
せ
た
空
間
な

の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ひ
っ
そ
り
静
か
に
暮
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
ふ
た
り
が
い
る
。

小
説
一
門
』
は
、
ひ
と
り
の
理
解
者
、
あ
る
い
は
共
生
者
が
い
れ
ば
我
々
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は
近
代
社
会
に
潜
む
孤
独
と
共
存
で
き
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
自

己
本
位
に
生
き
（
よ
う
と
す
）
る
近
代
人
が
、
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
「
淋
し

さ
」
、
そ
の
孤
独
感
を
共
有
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
近
代
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を

制
御
す
る
鍵
が
匿
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
作
者
漱
石
が
い
る
。
現
代
人
は
明

治
の
近
代
知
識
人
の
生
き
難
さ
の
延
長
線
上
で
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

宗
助
と
御
米
の
ふ
た
り
の
生
き
方
は
、
ま
さ
に
現
在
を
生
き
る
私
た
ち
を
照

射
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
『
門
」
は
ま
さ
に
近
代
（
人
）

が
共
有
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
淋
し
さ
」
を
実
感
す
る
物
語
と
し
て
措
定
さ
れ

た
（
ま
た
逆
措
定
と
し
て
も
成
立
す
る
）
作
品
で
あ
る
。
宗
助
と
御
米
、

「
淋
し
さ
」
を
共
有
す
る
ふ
た
り
が
惹
か
れ
合
い
、
接
近
し
て
行
く
こ
の
物

語
は
、
〈
京
都
〉
と
い
う
舞
台
（
〈
場
〉
）
が
「
京
に
着
け
る
夕
」
な
ど
他
の

作
品
で
語
ら
れ
た
「
淋
し
さ
」
の
位
相
と
共
通
し
、
そ
れ
ら
を
包
含
す
る
形

で
意
味
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
ふ
た
り
の
人
生
の
転
回
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

夏
目
漱
石
と
〈
京
都
〉

註（
１
）
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
上
・
中
・
下
（
明
仙
・
４
．
９
～
ｕ
）

（
２
）
初
出
は
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
及
び
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
（
全
一

二
七
回
、
明
抑
・
６
．
羽
～
蛆
・
羽
、
た
だ
し
、
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

は
岨
・
邪
で
終
了
）
。
初
版
は
、
一
九
○
八
（
明
虹
）
年
一
月
春
陽

堂
よ
り
刊
行
。

（
３
）
初
出
は
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
及
び
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
（
全
一

一
○
回
、
大
３
．
４
．
別
～
８
・
皿
、
た
だ
し
、
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

は
８
．
Ⅳ
で
終
了
）
。
初
版
は
、
一
九
一
四
（
大
３
）
年
九
月
岩
波

書
店
よ
り
刊
行
。

（
４
）
初
出
は
、
馬
場
勝
弥
後
援
会
編
『
孤
蝶
馬
場
勝
弥
氏
立
候
補
後

援
現
代
文
集
』
（
実
業
之
世
界
社
大
４
．
３
）
で
、
「
輔
仁
会

雑
誌
」
第
九
五
号
（
学
習
院
輔
仁
会
大
４
．
３
）
に
も
掲
戦
さ

れ
て
い
る
。

※
本
文
引
用
は
、
初
出
及
び
初
版
を
参
照
し
つ
つ
、
原
則
と
し
て

『
漱
石
全
集
」
全
二
八
巻
・
別
巻
一
（
岩
波
書
店
Ｗ
・
皿
～
的
．

３
）
を
使
用
し
、
川
字
は
新
字
に
改
め
た
。

（
た
き
も
と
・
か
ず
な
り
本
学
教
授
）
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