
は
じ
め
に

（
�
）

大
正
一
〇
年
一
月
『
新
小
説
』
に
発
表
さ
れ
た
内
田
百
閒
の
「
件
」
は
、

（
�
）

そ
の
後
第
一
創
作
集
『
冥
途
』
に
収
め
ら
れ
た
。
雑
誌
発
表
時
に
は
森
田
草

（
�
）

平
が
そ
の
出
来
栄
え
を
称
え
、
芥
川
龍
之
介
が
「
観
た
侭
に
書
い
た
夢
の

（
�
）

話
」
と
し
て
独
創
性
を
高
く
評
価
し
た
。
漱
石
門
下
以
外
で
は
、
後
に
三
島

由
紀
夫
が
「
カ
フ
カ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
思
わ
せ
る
名
品
」
と
の
評
を

（
�
）

下
し
て
い
る
。

本
論
文
と
視
座
を
共
有
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
各
章
で
詳
し
く
述
べ

る
こ
と
と
す
る
が
、
先
だ
っ
て
言
っ
て
お
け
ば
、
従
来
の
研
究
の
問
題
点
と

（
�
）

（
�
）

し
て
、
作
品
の
素
材
と
み
ら
れ
る
〈
件
〉
流
言
と
『
百
鬼
園
日
記
帖
』
を
参

（
�
）

照
し
た
上
で
の
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
数
少
な
い
流
言

や
日
記
に
言
及
し
た
先
行
研
究
に
も
第
一
章
、
二
章
で
触
れ
る
よ
う
に
資
料

選
定
や
分
析
の
緻
密
さ
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
流
言
と
日
記
の
両
方
を
参

照
し
て
作
品
を
分
析
し
た
論
は
管
見
の
限
り
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
作
品

「
件
」
を
正
確
に
把
握
す
る
に
は
、
創
作
の
素
材
と
な
っ
た
流
言
の
存
在
と

日
記
帖
の
記
述
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
両
者
を

独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
関
連
の
あ
る
資
料
と
み
な
し
て
作
品
分
析
に
用
い

る
研
究
は
そ
の
新
規
性
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
第
一
章
で
〈
件
〉
流
言
を
、
第
二
章
で
は
『
百
鬼

園
日
記
帖
』
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
そ
の
際
重
要
と
な
る
先
行
研
究
は
適

宜
紹
介
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
後
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
分
析

に
移
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
流
言
と
日
記
帖
の
記
述
が
作
品
に
ど
の
よ
う

に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
作
品
解
釈
を
可
能
に

す
る
か
を
考
究
し
て
い
く
。

一

流
言
〈
件
〉
の
特
徴

序
論
で
も
少
し
触
れ
た
通
り
〈
件
〉
と
い
う
存
在
は
流
言
の
中
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
流
言
を
踏
ま
え
て
「
件
」
を
考
察
し
て
い
る
四
氏
の
論

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

内
田
百
閒
「
件
」
論

│
│
素
材
と
し
て
の
流
言
・
日
記
│
│

松

原

大

介
七
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（
�
）

片
岡
懋
氏
は
豊
島
與
志
雄
「「
沈
黙
」
の
話
」
に
記
さ
れ
て
い
る
〈
件
〉

像
を
参
照
し
つ
つ
、
予
言
を
持
た
な
い
「
私
」
の
姿
を
「
教
師
で
あ
り
、
作

家
で
も
あ
っ
た
」
百
閒
の
姿
と
重
ね
、「
周
囲
の
人
人
を
皮
肉
に
眺
め
る
と

共
に
、
期
待
を
寄
せ
ら
れ
な
が
ら
期
待
に
そ
い
得
な
い
自
己
を
自
嘲
的
に
描

（

）

い
て
い
る
」
と
し
た
。
堀
部
功
夫
氏
は
「「
件
」
の
素
材
ク
ダ
ン
は
伝
承
中

に
存
在
す
る
」
と
指
摘
し
、「「
沈
黙
」
の
話
」
の
他
に
も
『
岡
山
民
俗
事

（

）

（

）

典
』
の
「
件
」
の
項
目
や
立
石
憲
利
氏
の
報
告
と
い
っ
た
例
を
計
八
例
示
し

て
い
る
。
そ
の
上
で
「
一
、
人
面
牛
で
あ
る
」「
二
、
短
期
間
し
か
生
存
し

な
い
」「
三
、
人
語
を
発
し
、
そ
の
内
容
に
は
間
違
い
が
無
い
」「
四
、
証
文

結
句
〈
依
如
件
〉
の
由
来
で
あ
る
」
と
件
の
特
徴
を
ま
と
め
、
伝
承
と
作
品

と
の
相
違
で
あ
る
「〈
予
言
〉
能
力
の
有
無
」
に
よ
っ
て
作
者
本
人
の
借
金

問
題
に
関
わ
る
「
債
務
感
覚
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
を
表
現
し
て
い
る
と
論
じ

（

）る。
木
村
功
氏
も
豊
島
與
志
雄
や
瓦
版
の
他
に
本
論
で
も
取
り
上
げ
る
小
泉

八
雲
の
紀
行
文
を
例
と
し
て
「
人
面
牛
身
で
予
言
を
す
る
件
像
が
明
治
三
〇

年
代
に
は
す
で
に
確
立
し
て
い
た
」
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
百
閒
「
件
」

を
「
件
伝
承
を
翻
案
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
と
し
な
が

ら
も
「
個
人
の
不
安
を
色
濃
く
表
現
し
た
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
点
で
「
件
伝

承
に
取
材
し
な
が
ら
そ
れ
を
超
え
た
言
説
空
間
を
構
成
」
し
得
て
い
る
と
評

（

）

（

）

価
す
る
。
大
谷
哲
氏
は
『
西
播
磨
昔
話
集
』
に
収
め
ら
れ
た
井
口
宗
平
氏
の

伝
え
る
話
を
踏
ま
え
つ
つ
も
「
語
ら
れ
ぬ
も
の
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る

〈
空
白
〉
そ
の
も
の
」
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、「
故
事
、
俗
信
も
含
め
た
豊

か
な
間
テ
ク
ス
ト
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
」
と
位
置
付
け
て
い

（

）る。

こ
こ
で
先
行
研
究
の
内
容
を
詳
述
し
た
の
は
「
件
」
研
究
上
の
問
題
点
を

示
す
た
め
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
目
は
示
さ
れ
た
例
の
年
代
の
問
題
、
二
つ
目

は
数
の
問
題
、
三
つ
目
が
〈
件
〉
の
特
徴
の
問
題
で
あ
る
。

片
岡
氏
、
堀
部
氏
、
木
村
氏
が
共
通
し
て
例
に
挙
げ
て
い
る
豊
島
の

「「
沈
黙
」
の
話
」
は
昭
和
八
年
発
表
で
あ
り
、
執
筆
時
期
も
所
収
単
行
本

『
書
か
れ
ざ
る
作
品
』
内
で
大
正
一
四
年
以
降
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
豊
島

が
百
閒
と
交
流
が
あ
っ
た
た
め
に
こ
の
作
品
が
例
に
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
が
、「
件
」
の
腹
案
が
で
き
た
の
が
大
正
八
年
で
発
表
が
大
正
一
〇

年
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
百
閒
「
件
」
を
受
け
て
「「
沈
黙
」
の
話
」
が
成

っ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
従
来
の
研
究
に
は
豊
島
の
他
に
も
百
閒

「
件
」
以
降
の
例
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
百
閒
が
受
容
し
た
〈
件
〉

流
言
を
推
測
す
る
に
は
や
は
り
明
治
か
ら
大
正
の
〈
件
〉
流
言
を
参
照
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
百
閒
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
流
言
を
受
容
し
た

の
か
、
日
記
・
随
筆
中
に
は
っ
き
り
し
た
記
述
は
な
く
現
段
階
で
特
定
す
る

の
が
難
し
い
以
上
、
百
閒
が
生
ま
れ
て
か
ら
「
件
」
を
書
く
頃
ま
で
の
で
き

る
限
り
多
く
の
〈
件
〉
流
言
の
資
料
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
見
ら
れ
る

共
通
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
百
閒
が
受
容
し
た
流
言
（
一

つ
だ
け
と
は
限
ら
な
い
）
に
備
わ
っ
て
い
た
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

最
善
の
策
と
言
え
る
。
数
の
問
題
を
指
摘
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

〈
件
〉
の
特
徴
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
は
、
こ
れ
ま
で
参
照
さ
れ
て
い
た
特

徴
が
「
人
面
牛
身
」「
予
言
」「
短
命
」
と
い
う
部
分
に
特
化
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
い
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
先
行
研
究
に
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
も
含
む
、
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明
治
か
ら
大
正
期
の
〈
件
〉
が
登
場
す
る
資
料
を
筆
者
が
集
め
得
た
限
り
示

し
、
分
析
す
る
。
そ
し
て
作
品
「
件
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
特
徴
を
五
つ
に

分
類
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、「
人
面
牛
身
」「
予
言
」「
短
命
」
と
い
う
既

に
指
摘
の
あ
る
特
徴
の
他
に
も
、
同
時
代
の
〈
件
〉
流
言
に
は
多
く
の
特
徴

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

で
は
資
料
の
紹
介
に
移
る
。
明
治
期
の
資
料
と
し
て
貴
重
な
の
が
小
泉
八

（

）

雲
が
明
治
二
五
年
、
美
保
関
湾
上
の
船
で
聞
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。「
友

人
」
が
語
る
〈
件
〉
の
特
徴
は
「
人
間
の
顔
を
し
て
牛
の
身
体
を
し
」「
た

ま
�
�
牛
が
生
む
」「
い
つ
も
本
当
の
こ
と
を
言
ふ
」
も
の
で
、
そ
の
剝
製

を
「
大
阪
か
ら
旅
の
見
世
物
師
」
が
持
ち
込
ん
だ
た
め
に
神
の
怒
り
を
買
い

突
風
が
吹
い
た
と
い
う
。

ま
た
「
件
」
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
年
の
八
月
に
『
民
族
と
歴
史
』
誌
上

（

）

マ
マ

に
て
報
告
さ
れ
た
例
に
は
「
件
と
い
ふ
の
は
頭
か
人
で
体
が
牛
そ
れ
が
た
ま

マ
マ

に
の
牛
の
子
と
生
れ
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
」「
件
は
い
ろ
�
�
の
予

言
を
す
る
も
の
で
、
一
旦
そ
れ
を
喋
舌
つ
て
し
ま
へ
ば
忽
ち
死
ぬ
の
だ
と
い

ふ
」
と
あ
り
、
ま
た
パ
ラ
チ
フ
ス
の
流
行
と
そ
の
対
処
法
を
予
言
し
た
と
い

う
具
体
的
な
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
こ
れ
を
迷
信
と
し

て
「
人
間
は
や
は
り
昔
と
あ
ま
り
変
ら
ぬ
も
の
だ
」
と
報
告
を
結
ん
で
い

る
。二

つ
の
例
に
は
〔
人
面
牛
身
〕〔
予
言
を
す
る
〕
と
い
う
特
徴
が
共
通
し
、

八
雲
の
記
し
た
話
で
は
〔
見
世
物
〕
で
あ
る
点
が
、『
民
族
と
歴
史
』
の
報

告
で
は
〔
短
命
〕〔
迷
信
〕
と
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

実
は
、
こ
こ
に
示
し
た
点
が
多
く
の
〈
件
〉
資
料
を
通
覧
し
た
と
き
に
共

通
項
と
な
っ
て
く
る
特
徴
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
〈
件
〉
が
多
く
登

（

）

場
す
る
資
料
で
あ
る
新
聞
記
事
を
紹
介
し
た
い
の
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
上
内

容
の
詳
述
を
避
け
表
に
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
（
論
文
末
の
表
１
参
照
）。

記
事
に
は
便
宜
上
番
号
を
つ
け
、
特
徴
欄
に
は
内
容
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
特
徴
を
〔
Ⅰ
人
面
牛
身
〕〔
Ⅱ
短
命
〕〔
Ⅲ
予
言
・
災
厄
の
回
避
法
〕

〔
Ⅳ
見
世
物
・
異
常
誕
生
〕〔
Ⅴ
迷
信
〕
と
分
類
し
、
ロ
ー
マ
数
字
で
示
し

た
。
一
例
と
し
て
百
閒
の
故
郷
岡
山
県
で
の
事
例
を
報
じ
た
記
事
④
の
全
文

を
掲
げ
る
。

岡
山
県
浅
口
郡
石
見
村
山
下
直
弥
方
の
飼
牛
が
近
来
珍
し
い
人
首
牛
身

の
件
を
産
ん
だ
と
て
諸
方
へ
持
行
き
見
世
物
と
な
し
居
れ
る
が
予
言
し

て
直
に
死
ん
だ
と
云
へ
ば
日
露
戦
争
の
終
局
を
何
と
云
つ
た
や
ら

で
は
、
五
つ
に
分
類
し
た
〈
件
〉
の
特
徴
を
詳
し
く
述
べ
て
い
く
。〔
Ⅰ

人
面
牛
身
〕
は
先
の
二
例
と
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑬
⑮
⑯
に
見
え
る
特
徴
で
、

先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
通
り
〈
件
〉
の
特
徴
と
し
て
重
要
で
あ
る

こ
と
が
窺
え
る
。
④
に
は
「
人
首
牛
身
」
と
、
⑨
に
は
「
顔
は
人
に
て
手
足

は
牛
な
る
子
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
⑪
の
記
事
に
は
〈
件
〉
の
事
例
が
三

例
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
の
一
つ
に
は
「
牛
頭
人
体
の
件
が
生
れ

て
」
と
あ
り
、
流
言
と
い
う
性
質
上
、
中
に
は
こ
の
よ
う
な
例
外
も
生
ま
れ

得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
記
事
の
他
の
二
例
は
単
に
「
件
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
例
外
は
む
し
ろ
「
牛
頭
人
体
の
件
」

が
特
別
な
存
在
で
あ
り
、
説
明
せ
ず
と
も
読
者
が
了
解
で
き
る
ほ
ど
に

内
田
百
閒
「
件
」
論
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〈
件
〉＝
人
面
牛
身
と
の
理
解
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
左
に
な

る
だ
ろ
う
。

次
に
〔
Ⅱ
短
命
〕
の
特
徴
は
『
民
族
と
歴
史
』
の
報
告
と
①
④
⑥
⑦
⑪
⑭

⑮
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
た
だ
生
存
の
期
間
が
短
い
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
、
中
に
は
④
「
予
言
し
て
直
に
死
ん
だ
」
⑪
「
予
言
し
て

息
を
引
取
た
り
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
予
言
を
し
た
直
後
に
死
ぬ
と
い
う
一

つ
の
型
が
〈
件
〉
流
言
に
存
在
し
た
こ
と
が
看
取
で
き
、
後
に
触
れ
る
が
、

作
品
「
件
」
と
の
関
連
が
指
摘
で
き
る
。

〔
Ⅲ
予
言
・
災
厄
の
回
避
法
〕
は
『
民
族
と
歴
史
』
と
①
②
④
⑥
⑦
⑪
⑫

⑬
⑭
の
一
〇
例
を
提
示
で
き
た
。
多
く
の
事
例
に
予
言
を
す
る
と
い
う
記
述

が
あ
り
、〈
件
〉
が
予
言
を
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
わ
か
る

の
は
先
行
研
究
の
論
じ
る
通
り
で
あ
る
。
予
言
の
内
容
に
関
し
て
は
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
流
行
病
や
戦
争
な
ど
多
く
の
人
命
に
関
わ
る
災
厄
を
予
言
し
て

（

）

い
る
点
が
指
摘
で
き
、
そ
こ
に
注
意
を
促
す
先
行
論
も
あ
る
。
こ
こ
に
筆
者

が
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、『
民
族
と
歴
史
』
誌
と
①
②
⑦
⑪
⑫
⑭
の

新
聞
記
事
に
見
え
る
、
災
厄
の
予
言
と
共
に
そ
の
回
避
法
を
知
ら
せ
る
と
い

う
特
徴
で
、
ど
ち
ら
も
〈
件
〉
の
予
言
が
よ
り
人
々
の
関
心
を
引
く
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
意
味
で
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
先
行
論
で
も
「
件
」
と
対
照
さ
れ
て
い
た
特
徴
で
あ
る
が
、
次
に

示
す
二
つ
は
「
件
」
研
究
に
お
い
て
鑑
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
特
徴
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
〔
Ⅳ
見
世
物
・
異
常
誕
生
〕
は
八
雲
の
記

（

）

し
た
例
と
①
③
④
⑤
⑥
⑧
⑨
⑩
⑮
の
記
事
に
見
え
る
特
徴
で
あ
る
。
④
「
諸

方
へ
持
行
き
見
世
物
と
な
し
居
れ
る
」
⑤
「
目
下
見
世
物
と
な
し
居
れ
り
」

と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
例
か
ら
〈
件
〉
を
見
世
物
と
捉
え
る
言
説
が
流
布
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
中
に
は
⑤
「
白
痴
某
が
牝
牛
を
犯
し
た
る
結
果
」
⑧

「
人
間
の
種
で
は
あ
る
ま
い
か
」
⑨
「
こ
の
子
牛
の
御
父
さ
ん
は
真
更
川
辺

の
も
の
な
ら
ん
か
と
の
噂
あ
り
」
の
よ
う
に
人
間
と
牛
が
交
わ
っ
た
結
果
生

じ
た
存
在
と
し
て
見
世
物
の
〈
件
〉
を
捉
え
る
記
事
も
あ
り
、〈
件
〉
が

人
々
の
好
奇
心
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

最
後
の
〔
Ⅴ
迷
信
〕
の
み
〈
件
〉
自
体
の
特
徴
で
は
な
く
受
け
手
の
認
識

の
傾
向
で
あ
る
が
、
当
時
〈
件
〉
言
説
を
受
容
し
た
者
が
〈
件
〉
に
付
与
し

た
特
徴
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
本
論
で
は
区
別
せ
ず
に
分
類
す

る
。
こ
の
特
徴
は
『
民
族
と
歴
史
』
誌
と
②
⑦
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
の
新
聞
記
事
と

い
っ
た
よ
う
に
特
に
大
正
期
の
事
例
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

②
「
流
言
に
迷
ふ
者
こ
そ
愚
か
な
れ
」
⑫
「
サ
リ
と
は
滑
稽
な
迷
信
も
あ
つ

た
も
の
な
り
」
と
迷
信
と
し
て
報
じ
た
り
、
⑩
「
人
魚
も
嘘
件
も
嘘
」
⑭

「
件
の
分
娩
は
ど
う
や
ら
嘘
ら
し
く
」
の
よ
う
に
実
際
に
は
嘘
で
あ
っ
た
と

報
じ
た
り
す
る
例
が
確
認
で
き
る
。
新
聞
記
事
と
い
う
性
格
上
迷
信
と
し
て

の
面
が
強
調
さ
れ
た
点
は
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
も
そ
も

〈
件
〉
が
流
布
し
た
主
な
場
が
新
聞
記
事
上
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
〈
件
〉

流
言
に
は
こ
う
い
っ
た
価
値
判
断
が
つ
い
て
ま
わ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て

よ
い
。

以
上
、
収
集
し
た
〈
件
〉
流
言
か
ら
抽
出
で
き
る
特
徴
を
整
理
し
た
。

〈
件
〉
の
基
本
的
な
特
徴
と
し
て
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
の
あ
っ

た
特
徴
に
も
、
実
際
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
気
付
か
れ
な
か

八
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っ
た
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。〔
Ⅳ
見
世
物
・
異
常
誕
生
〕〔
Ⅴ
迷

信
〕
は
「
件
」
と
の
対
照
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
特
徴
で
あ
る
が
、
後
述

す
る
通
り
作
品
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が
い
か
に
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
比
較
対

照
し
て
確
認
し
た
い
が
、
そ
の
前
に
も
う
一
つ
見
落
と
せ
な
い
資
料
『
百
鬼

園
日
記
帖
』
の
記
述
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
で
そ
の
記

述
を
確
認
し
、
第
三
章
で
流
言
と
日
記
帖
を
作
品
と
対
照
す
る
作
業
に
入
る

こ
と
と
す
る
。二

「
件
」
に
関
す
る
『
百
鬼
園
日
記
帖
』
の
記
述

ま
ず
は
百
閒
の
日
記
『
百
鬼
園
日
記
帖
』
の
性
格
を
確
認
し
て
お
く
。

『
百
鬼
園
日
記
帖
』
は
「
此
頃
の
取
り
と
め
の
な
い
死
の
不
安
」
が
「
腹
の

底
で
此
帳
面
を
書
け
と
云
つ
た
ら
し
い
」、「
先
生
が
か
う
い
ふ
帳
面
を
つ
け

て
ゐ
た
の
で
私
も
夫
に
な
ら
ふ
」
と
の
動
機
の
他
に
「
創
作
の
心
覚
え
に
し

（

）

よ
う
」
と
い
う
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
記
中
に
は

「
件
」
執
筆
の
過
程
も
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
先
行
研
究
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
神
秘
」
と
い
う
特
徴

（

）

的
な
言
葉
が
幾
度
か
出
て
く
る
。
中
で
も
書
き
た
い
も
の
の
一
つ
と
し
て

「
一
、
私
の
心
の
中
の
神
秘
を
か
く
」
と
挙
げ
「
神
秘
は
恐
ろ
し
き
心
で
書

（

）

く
」
と
し
て
い
る
大
正
六
年
一
〇
月
二
〇
日
の
日
記
は
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
「
神
秘
」
と
い
う
言
葉
の
他
の
箇
所
の
用
例
を
確
認
し
て
み
る
と
、

大
正
六
年
九
月
二
四
日
の
記
事
に
二
箇
所
「
神
秘
」
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ

て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
章
「
十
七
」
に
は
「
知
ら
な
い
横
町
に
は
神
秘
が
あ

る
」
と
し
て
あ
る
日
横
町
に
「
雨
上
が
り
の
傘
を
さ
し
て
ゐ
る
女
」
を
見
て

そ
れ
を
「
水
に
浮
か
ん
で
ゐ
る
も
の
の
様
に
思
つ
た
」
経
験
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
最
後
に
「
そ
の
女
は
人
間
で
は
な
い
様
に
思
へ
る
」
と
自
身
の

（

）

考
え
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
日
の
章
「
二
十
三
」
に
は
「
子
供
に
神
秘
的

な
恐
怖
を
教
へ
た
い
」
と
述
べ
、「
狐
の
話
、
狸
の
話
、
四
つ
辻
の
お
化
、

雷
様
の
太
鼓
」
は
「
凡
て
子
供
の
心
を
深
く
し
広
く
す
る
大
事
な
養
ひ
」
で

（

）

あ
る
と
す
る
。
こ
の
二
箇
所
の
用
例
か
ら
百
閒
が
「
神
秘
」
と
い
う
言
葉
を

超
自
然
的
な
存
在
を
指
し
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
私
の
心
の
中
の
神
秘
を
か
く
」「
神
秘
は
恐
ろ
し
き

心
で
書
く
」
と
い
う
記
述
の
意
味
を
考
え
る
と
、
百
閒
は
大
正
六
年
一
〇
月

二
〇
日
時
点
で
超
自
然
の
存
在
に
つ
い
て
書
く
意
思
を
持
っ
て
お
り
、
先
行

研
究
が
指
摘
す
る
通
り
そ
れ
は
『
冥
途
』
諸
作
品
に
結
実
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
当
然
〈
件
〉
を
小
説
の
素
材
と
し
て
選
ん
だ
動
機
と
し
て
も
日
記
帖
の

記
述
は
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
百
閒
後
年
の
随
筆
「
山
寺
の
和
尚
さ
ん
」
に
は
「
明
治
の
文
明
開

化
の
余
計
な
お
せ
つ
か
ひ
で
迷
信
打
破
が
唱
へ
ら
れ
」
と
「
迷
信
打
破
」
を

（

）

「
余
計
な
お
せ
つ
か
ひ
」
と
見
な
す
記
述
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
神
秘
」

「
迷
信
」
志
向
を
百
閒
は
終
生
持
ち
続
け
た
の
で
あ
り
、〈
件
〉
が
同
時
代
に

お
い
て
迷
信
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
事
実
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
日
記
帖
に
書

か
れ
た
「
神
秘
」
へ
の
志
向
が
〈
件
〉
と
い
う
素
材
の
選
択
に
大
き
く
影
響

し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

で
は
次
に
、「
件
」
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
百
鬼
園
日

内
田
百
閒
「
件
」
論

八
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記
帖
』
中
の
記
述
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
少
々
長
い
が
、
第
三
章
の
考
察

の
対
象
と
な
る
の
で
全
文
を
引
用
す
る
。

死
ぬ
る
自
由
が
得
た
い
。
勝
手
に
何
時
で
も
死
ね
る
様
に
な
り
度

い
。
生
が
終
れ
ば
死
ん
で
も
よ
し
又
事
に
よ
れ
ば
自
ら
死
ん
で
も
い
い

様
な
自
由
が
得
た
い
。
私
は
今
其
自
由
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
死
ぬ
る
事

が
出
来
な
い
の
は
苦
し
い
。
死
ん
で
も
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
生
き
て
ゐ

る
と
い
ふ
風
に
生
き
度
い
。

去
年
私
は
其
為
に
苦
し
ん
だ
。
死
に
さ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
、

さ
う
し
て
も
し
い
よ
い
よ
私
が
死
ん
だ
ら
後
は
ど
う
す
る
だ
ら
う
と
考

へ
て
死
ぬ
に
死
な
れ
ぬ
心
の
苦
し
み
を
舐
め
た
。
尤
も
夫
は
考
へ
つ
め

た
結
果
は
、
私
が
生
き
て
ゐ
て
考
へ
る
よ
り
違
つ
た
運
命
が
遺
さ
れ
た

も
の
の
上
に
来
て
、
矢
張
り
私
は
死
ん
で
も
よ
か
つ
た
者
に
な
る
の
だ

ら
う
と
は
思
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
程
度
丈
か
ら
見
て
も
私

よ
り
死
の
自
由
を
持
つ
て
ゐ
る
者
が
世
間
に
は
沢
山
あ
る
。

私
は
一
人
子
で
あ
る
事
が
苦
し
い
。
そ
れ
か
ら
金
が
な
く
な
つ
て
ゐ

る
か
ら
い
け
な
い
。
兄
弟
が
あ
つ
て
、
財
産
が
あ
れ
ば
死
ぬ
る
自
由
は

余
程
得
ら
れ
る
。

け
れ
ど
も
金
や
兄
弟
丈
で
は
い
け
な
い
。
人
か
ら
、
特
に
家
族
か
ら

待
た
れ
た
く
な
い
。
世
間
に
は
私
を
相
手
に
す
る
者
は
ゐ
な
い
か
ら
楽

だ
け
れ
ど
も
、
家
族
は
私
を
非
常
に
大
事
が
る
。
私
が
死
ん
だ
ら
生
活

に
困
る
と
い
ふ
心
配
が
第
一
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
勿
論
夫
丈
で

は
な
い
。
彼
等
は
私
を
愛
し
て
ゐ
る
。
私
が
死
ぬ
る
事
は
彼
等
の
心
に

傷
を
負
は
す
、
人
を
傷
つ
け
て
死
ぬ
る
の
は
い
や
だ
。

邪
魔
者
に
も
せ
ら
れ
た
く
な
い
。
虐
待
せ
ら
れ
て
居
り
場
が
な
く
な

つ
て
止
む
な
く
死
ぬ
の
も
よ
く
な
い
。
此
世
に
貸
し
を
残
し
て
死
ぬ
る

の
も
い
け
な
い
し
借
り
を
負
つ
て
死
ぬ
る
の
も
い
け
な
い
。

要
す
る
に
私
は
無
用
な
人
間
に
な
り
度
い
。
家
族
か
ら
も
世
の
中
か

ら
も
何
物
を
も
負
は
な
い
又
与
へ
な
い
人
間
に
な
り
度
い
。
さ
う
し
て

其
上
で
い
つ
迄
も
生
き
て
ゐ
て
見
た
い
。
死
は
其
時
私
に
と
つ
て
あ
く

（

）

び
と
同
じ
物
に
な
る
だ
ら
う
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

記
さ
れ
た
主
題
や
「
件
」
末
尾
に
も
現
れ
る
「
あ
く
び
」
と
い
う
共
通
の

語
か
ら
わ
か
る
通
り
、
こ
れ
が
「
件
」
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
「
心
覚
え
」

だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
付
は
大
正
七
年
一
月
二
日
、
章
番
号
「
六
十

八
」
の
日
記
で
あ
る
。

こ
の
前
年
の
大
正
六
年
は
百
閒
二
九
歳
の
年
で
あ
り
、「
二
十
九
は
死
ぬ

か
も
知
れ
な
い
と
思
ひ
込
ん
で
」
と
の
日
記
帖
の
記
述
か
ら
、
百
閒
が
強
く

（

）

死
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
引
用
の
箇
所
は
三
〇
歳
に
な

（

）

り
、「
死
に
度
く
な
い
」
と
い
う
心
境
か
ら
《
死
ん
で
も
い
い
の
だ
け
れ
ど

（

）

も
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
風
に
生
き
度
い
》
と
い
う
心
境
へ
変
化
し
た
こ
と
を

記
し
た
記
述
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

「
件
」
と
こ
の
箇
所
の
日
記
の
関
連
を
指
摘
し
た
論
に
小
川
陽
子
氏
の
も

の
が
あ
る
。「
こ
の
欠
伸
に
表
現
さ
れ
た
立
命
の
境
地
こ
そ
、「
件
」
の
結
末

で
あ
り
、「
件
」
執
筆
の
出
発
点
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
」
と
の
重
要
な
指

（

）

摘
で
あ
る
が
、
小
川
氏
の
論
の
主
題
が
日
記
と
の
対
照
で
な
い
た
め
か
作
品

八
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内
容
と
の
具
体
的
な
関
わ
り
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、
日
記
帖
の
引
用
も

最
後
の
段
落
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
章
番
号
「
六
十
八
」
の
記
述
全
体
か
ら
「
件
」
と
の
関
連
を
見
る

上
で
重
要
な
部
分
を
ま
と
め
れ
ば
、《
死
に
さ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
》

の
に
《
も
し
い
よ
い
よ
私
が
死
ん
だ
ら
後
は
ど
う
す
る
だ
ら
う
と
考
へ
て
死

ぬ
に
死
な
れ
ぬ
心
の
苦
し
み
を
舐
め
》
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、《
死
ぬ
る

自
由
》
を
得
る
た
め
の
条
件
と
し
て
《
人
か
ら
、
特
に
家
族
か
ら
待
た
れ
》

ず
《
虐
待
せ
ら
れ
て
居
り
場
が
な
く
な
つ
て
止
む
な
く
死
ぬ
》
の
で
な
い
点

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
、《
家
族
か
ら
も
世
の
中
か
ら
も
何
物
を
も
負
は
な

い
又
与
へ
な
い
人
間
》
と
し
て
《
い
つ
迄
も
生
き
て
ゐ
》
れ
ば
《
死
は
其
時

私
に
と
つ
て
あ
く
び
と
同
じ
物
に
な
る
だ
ら
う
》
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
の

三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

で
は
、
次
章
で
第
一
章
、
二
章
で
確
認
し
た
流
言
と
日
記
を
対
照
し
つ
つ

「
件
」
を
考
察
し
て
い
く
。

三
「
件
」
に
お
け
る
〈
件
〉
流
言
と
『
百
鬼
園
日
記
帖
』

作
品
の
流
れ
を
確
認
し
て
お
く
。
小
説
「
件
」
の
冒
頭
に
は
「
か
ら
だ
が

牛
で
顔
丈
人
間
の
浅
間
し
い
化
物
」
と
し
て
広
大
な
原
に
取
り
残
さ
れ
た

「
私
」
が
描
か
れ
る
。「
私
」
は
「
件
は
生
ま
れ
て
三
日
に
し
て
死
し
、
そ
の

間
に
人
間
の
言
葉
で
、
未
来
の
凶
福
を
予
言
す
る
も
の
だ
と
云
ふ
話
を
聞
い

て
ゐ
る
」
と
〈
件
〉
に
つ
い
て
思
い
出
し
、「
三
日
で
死
ぬ
の
は
構
は
な
い

け
れ
ど
も
、
予
言
す
る
の
は
困
る
と
思
」
う
。「
こ
の
侭
死
ん
で
仕
舞
は
う

と
思
ふ
途
端
に
」
風
と
共
に
四
方
か
ら
群
衆
が
押
し
寄
せ
て
来
て
、
囲
ま
れ

た
「
私
」
は
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
群
衆
の
中
に
は
「
私
の

友
達
や
、
親
類
や
、
昔
学
校
で
教
は
つ
た
先
生
や
、
又
学
校
で
教
へ
た
生
徒

な
ど
」
が
並
ん
で
お
り
、「
若
し
私
の
こ
ん
な
毛
物
に
な
つ
て
ゐ
る
事
が
、

友
達
に
知
れ
た
ら
、
恥
づ
か
し
く
て
か
う
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
顔
を
背

け
る
。

（

）

い
よ
い
よ
生
の
期
限
で
あ
る
三
日
目
の
日
暮
れ
頃
に
な
る
と
、「
私
」
に

あ
る
考
え
が
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
「
事
に
よ
る
と
、
予
言
す
る
か
ら
死
ぬ
の

で
、
予
言
を
し
な
け
れ
ば
、
三
日
で
死
ぬ
と
も
限
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な

い
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
す
る
と
次
第
に
「
群
衆
の
間
に
何
と
な
く
不
安

な
気
配
が
」
見
え
だ
し
、「
何
も
云
は
な
い
う
ち
に
、
早
く
あ
の
件
を
殺
し

て
し
ま
へ
」
と
の
「
倅
」
の
言
葉
に
「
私
」
が
「
思
は
ず
伸
び
上
が
」
る
と

「
人
垣
が
俄
に
崩
れ
て
」
群
衆
は
「
四
方
八
方
に
逃
げ
散
つ
て
行
」
く
。

「
私
」
は
「
三
つ
四
つ
続
け
様
に
大
き
な
欠
伸
を
し
」、「
何
だ
か
死
に
さ
う

も
な
い
様
な
気
が
し
て
来
」
る
。

以
上
、
わ
ざ
わ
ざ
梗
概
を
記
し
た
の
は
、〈
件
〉
流
言
や
日
記
帖
「
六
十

八
」
章
の
記
述
と
対
応
す
る
部
分
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作

品
内
容
に
流
言
や
日
記
帖
は
如
何
に
影
響
し
て
い
る
の
か
。

ま
ず
「
三
日
で
死
ぬ
の
は
構
は
な
い
」
と
い
う
「
私
」
の
描
写
は
日
記
帖

の
《
生
が
終
れ
ば
死
ん
で
も
よ
し
》
と
い
う
心
境
を
作
品
化
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
〔
Ⅱ
短
命
〕
と
い
う
〈
件
〉
の
特
徴
を
活
か
し
た
描

写
と
言
え
る
。
ま
た
「
こ
ん
な
も
の
に
生
ま
れ
て
、
何
時
迄
生
き
て
ゐ
て
も

仕
方
が
な
い
」
と
の
記
述
の
よ
う
に
自
己
を
卑
下
す
る
描
写
が
随
所
に
見
ら
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れ
る
の
は
〔
Ⅳ
見
世
物
・
異
常
誕
生
〕
と
い
う
〈
件
〉
流
言
に
指
摘
し
た
特

徴
を
踏
ま
え
て
の
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
〈
件
〉
の
特
徴
は
「
死
」
へ
と
向

か
う
「
私
」
の
心
境
を
描
く
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

同
時
に
「
私
」
は
「
予
言
す
る
の
は
困
る
」
と
思
い
、
事
実
群
衆
に
囲
ま

れ
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
。
誰
も
居
ら
ず
《
勝
手
に
何
時
で
も
死
ね
る
》
状

態
で
あ
っ
た
の
が
、
予
言
を
し
な
け
れ
ば
「
ど
ん
な
に
怒
り
出
す
」
か
わ
か

ら
な
い
群
衆
に
囲
ま
れ
た
た
め
に
、《
虐
待
せ
ら
れ
て
居
り
場
が
な
く
な
つ

て
》
し
ま
い
か
ね
な
い
状
況
が
作
ら
れ
る
。「
件
は
生
ま
れ
て
三
日
に
し
て

死
」
す
か
ら
、
こ
こ
で
《
死
ぬ
に
死
な
れ
ぬ
心
の
苦
し
み
》
と
い
う
日
記
帖

の
記
述
を
具
体
化
し
た
構
図
が
作
品
内
に
構
築
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

構
図
を
生
み
出
す
役
割
を
持
つ
群
衆
が
「
私
」
を
取
り
囲
む
の
は
〔
Ⅲ
予
言

・
災
厄
の
回
避
法
〕
で
見
た
通
り
、〈
件
〉
が
人
命
に
関
わ
る
重
大
な
予
言

と
そ
の
回
避
方
法
を
伝
え
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
〔
Ⅳ
見
世
物
・
異

常
誕
生
〕
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
る
と
、「
私
」
は
大
勢
の
人
々
に
囲
ま
れ

る
の
が
当
然
の
存
在
で
も
あ
り
、
見
世
物
で
あ
れ
ば
群
衆
か
ら
「
い
ぢ
め
ら

れ
る
」
心
配
を
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

や
が
て
「
三
日
で
死
ぬ
と
も
限
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
考
え
る
よ

う
に
な
る
場
面
は
、
生
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
《
い
つ
迄
も
生

き
て
ゐ
て
見
た
い
》
と
い
う
日
記
帖
の
心
境
に
「
私
」
が
到
達
す
る
描
写
と

捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
発
想
は
、
予
言
を
し
た
後
に
死
ぬ
と
い
う
〔
Ⅱ
短
命
〕

で
指
摘
し
た
一
つ
の
型
の
転
用
と
思
わ
れ
、
流
言
を
利
用
し
た
か
ら
こ
そ
可

能
と
な
っ
た
描
写
と
言
え
る
。

結
末
近
く
に
な
り
、「
私
」
の
よ
く
知
る
人
々
で
あ
る
群
衆
の
中
か
ら

「
倅
」
が
登
場
す
る
と
い
う
構
造
は
《
家
族
か
ら
も
世
の
中
か
ら
も
何
物
を

も
負
は
な
い
又
与
へ
な
い
人
間
に
な
り
度
い
》
と
い
う
日
記
帖
の
記
述
と
明

ら
か
に
呼
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
顔
見
知
り
の
群
衆
が
《
世
の
中
》
を
、

「
倅
」
が
《
家
族
》
を
表
し
て
い
る
。《
世
の
中
》
か
ら
予
言
の
義
務
を
負
っ

て
い
た
「
私
」
は
「
人
垣
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
ま
た
息
子
が
「
私
」
の
殺
害

を
宣
告
し
た
こ
と
で
《
家
族
か
ら
待
た
れ
》《
非
常
に
大
事
が
》
ら
れ
る
と

い
う
心
配
も
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
内
の
描
写
に
引
き
続
き
〔
Ⅲ
予

言
・
災
厄
の
回
避
法
〕〔
Ⅳ
見
世
物
・
異
常
誕
生
〕
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
結
末
、「
私
」
が
発
す
る
「
欠
伸
」
に
つ
い
て
日
記
帖
と
対
照
す

る
と
、
一
人
取
り
残
さ
れ
《
無
用
な
人
間
》
と
し
て
《
い
つ
迄
も
生
き
て
》

い
け
そ
う
な
「
私
」
に
と
っ
て
死
は
《
あ
く
び
と
同
じ
物
に
な
る
》。
こ
こ

に
は
も
は
や
〈
件
〉
流
言
の
特
徴
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
結
末
に
至

る
ま
で
に
如
何
に
流
言
の
特
徴
を
活
か
し
て
作
品
が
形
成
さ
れ
て
い
た
か
は

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
も
そ
も
「
件
」
の
成
立
に
は
、
第
二
章
で
確
認
し
た
百
閒
の

「
神
秘
」
志
向
が
〔
Ⅴ
迷
信
〕
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
〈
件
〉
と
結
び
つ
い

た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
を
今
一
度
指
摘
し
て
お
く
。

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、「
創
作
の
心
覚
え
」
で
あ
る
『
百
鬼
園
日

記
帖
』
に
書
か
れ
た
過
去
の
心
情
を
〈
件
〉
の
特
徴
を
用
い
る
こ
と
で
作
品

化
し
た
小
説
が
「
件
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い

の
は
作
品
内
の
「
私
」＝

日
記
を
書
い
た
百
閒
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、「
件
」
の
解
釈
は
日
記
帖
の
記
述
に
よ
ら
ず
自
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由
に
行
わ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
記
帖
の
記
述
に
基
づ

き
、
よ
り
正
確
な
解
釈
を
行
う
と
す
れ
ば
、「
私
」
が
感
じ
て
い
た
予
言
の

義
務
感
は
現
実
の
借
金
問
題
等
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
み
を
表
す
の
で
は
な
く

《
世
間
》
や
《
家
族
》
か
ら
負
っ
て
い
た
愛
情
を
も
含
む
総
体
と
し
て
の

《
借
り
》
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
結
末
の
「
欠
伸
」
の

解
釈
に
つ
い
て
は
、
日
記
帖
の
《
あ
く
び
》
が
《
無
用
な
人
間
》
と
し
て

《
い
つ
迄
も
生
き
て
ゐ
》
る
こ
と
に
よ
る
死
の
不
安
か
ら
の
解
放
を
象
徴
し

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
い
ぢ
め
ら
れ
る
」
心
配
や
「
三
日
に
し
て

死
」
ぬ
心
配
が
な
く
な
っ
た
「
私
」
の
発
し
た
「
欠
伸
」
も
同
様
に
、
当
面

の
死
の
不
安
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
た
と
捉
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

（

）

最
後
に
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
こ
の
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。〈
件
〉
流
言
は
流
言
で
あ
る
以
上
語
り
手
と

〈
件
〉
が
同
一
で
あ
る
形
式
は
極
め
て
成
立
し
難
い
。
噂
を
語
る
本
人
が

〈
件
〉
で
あ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、〈
件
〉
流
言

に
大
き
く
寄
り
掛
か
っ
て
書
か
れ
て
い
る
「
件
」
が
、
な
ぜ
「
私
」
の
一
人

称
で
書
か
れ
て
い
る
の
か
。

作
品
「
件
」
が
〈
件
〉
の
特
徴
を
用
い
る
こ
と
で
日
記
帖
の
心
情
を
表
現

し
得
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
必
然
的
に
、
モ

チ
ー
フ
と
な
っ
た
日
記
の
内
容
は
〈
件
〉
に
な
っ
た
「
私
」
が
背
負
う
こ
と

と
な
る
。
日
記
に
書
か
れ
て
い
た
膨
大
な
心
理
描
写
を
よ
り
適
切
に
描
く
に

は
、〈
件
〉
で
あ
る
「
私
」
が
語
る
一
人
称
の
形
式
が
最
も
効
果
的
だ
っ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
〈
件
〉
流
言
が
持
つ
要
素
と
百
閒
の
日
記
帖
の
記
述
を
作
品

と
重
ね
る
こ
と
で
、「
件
」
は
日
記
帖
の
記
述
を
作
品
化
す
る
た
め
に
、

〈
件
〉
流
言
に
見
ら
れ
る
要
素
を
活
用
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
手
続
き
と
し
て
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
〈
件
〉
流

言
の
特
徴
を
〔
Ⅰ
人
面
牛
身
〕〔
Ⅱ
短
命
〕〔
Ⅲ
予
言
・
災
厄
の
回
避
法
〕

〔
Ⅳ
見
世
物
・
異
常
誕
生
〕〔
Ⅴ
迷
信
〕
の
五
つ
に
分
類
し
て
論
じ
、
従
来
看

過
さ
れ
て
い
た
日
記
帖
の
記
述
に
注
目
し
た
。
こ
の
〈
件
〉
と
い
う
素
材
の

選
定
に
は
百
閒
の
「
神
秘
」
や
「
迷
信
」
へ
の
関
心
が
指
摘
で
き
た
。

つ
ま
り
、
生
の
期
限
が
あ
り
な
が
ら
「
三
日
で
死
ぬ
と
も
限
ら
な
い
」
と

い
う
風
に
意
識
の
転
換
が
可
能
、
か
つ
予
言
と
い
う
義
務
に
な
り
得
る
特
徴

と
冷
遇
さ
れ
て
も
不
自
然
で
な
い
見
世
物
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
て
い
る

〈
件
〉
の
形
象
に
仮
託
す
る
こ
と
で
、
日
記
帖
「
六
十
八
」
章
に
書
か
れ
た

死
の
不
安
と
そ
の
克
服
を
表
現
し
た
の
が
「
件
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

を
よ
り
正
確
に
描
く
た
め
に
は
「
私
」
が
〈
件
〉
と
し
て
そ
の
心
情
を
語
る

必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
作
品
の
解
釈
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ

た
「
私
」
の
姿
は
《
世
間
》
や
《
家
族
》
か
ら
の
広
義
の
義
務
に
苦
し
む
姿

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
生
き
る
も
死
ぬ
も
自
由
と
な
っ
た
《
死

ぬ
る
自
由
》
を
得
た
姿
で
あ
る
。
自
由
を
得
た
「
私
」
に
と
っ
て
「
死
」
は

《
あ
く
び
と
同
じ
》
恐
れ
る
必
要
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
初
出
は
『
新
小
説
』
第
二
六
年
第
一
号

大
正
一
〇
年
一
月
（「
一

冥
途
」「
二

山
東
京
伝
」「
三

花
火
」「
四

件
」「
五

土
手
」

「
六

豹
」
が
同
時
掲
載
）。
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
『
百
鬼
園
日
記

帖
』
大
正
八
年
五
月
四
日
に
「
夜
、「
件
」
の
腹
案
が
出
来
た
」
と

あ
り
、
大
正
九
年
八
月
七
日
の
『
続
百
鬼
園
日
記
帖
』（
昭
和
一
一

年
二
月

三
笠
書
房
）
に
「
朝
か
ら
「
件
」
を
書
き
始
め
」、
九
日

に
「
起
き
て
か
ら
晩
迄
に
件
の
後
を
六
枚
余
り
書
い
て
脱
稿
し
た
」

と
あ
る
。

（
２
）『
冥
途
』（
大
正
一
一
年
二
月

稲
門
堂
書
店
）。

（
３
）
森
田
草
平
「『
冥
途
』
其
他
〔
二
〕」（『
読
売
新
聞
』
大
正
一
〇
年

一
月
二
五
日
）。

（
４
）
芥
川
龍
之
介
「
点
心
」（『
新
潮
』
第
三
四
巻
第
二
号

大
正
一
〇

年
二
月
）。

（
５
）
三
島
由
紀
夫
「
解
説
」（『
日
本
の
文
学

』（
昭
和
四
五
年
六
月

中
央
公
論
社
））。

（
６
）
本
論
文
で
は
件
の
登
場
す
る
言
説
を
、
噂
話
と
し
て
流
布
し
て
い

た
事
情
を
踏
ま
え
「
流
言
」
と
呼
称
す
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
は
流

言
上
の
存
在
を
〈
件
〉、
作
品
名
を
「
件
」
と
表
記
す
る
。

（
７
）
内
田
百
閒
『
百
鬼
園
日
記
帖
』（
昭
和
一
〇
年
四
月

三
笠
書
房
）。

（
８
）
作
品
集
『
冥
途
』
の
一
部
と
し
て
の
「
件
」
に
つ
い
て
論
じ
た
研

究
は
内
田
道
雄
「
内
田
百
閒
論
│
│
『
冥
途
』
の
周
辺
│
│
」（『
山

梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
二
二
号

昭
和
四
七
年
二
月
）
を

は
じ
め
と
し
て
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
素
材
の
問
題
に

は
触
れ
て
い
な
い
。

（
９
）
豊
島
與
志
雄
「「
沈
黙
」
の
話
」（『
書
か
れ
ざ
る
作
品
』（
昭
和
八

年
九
月

白
水
社
））。

（

）
片
岡
懋
「
内
田
百
間
「
件
」
を
読
ん
で
」（『
駒
澤
国
文
』
第
二
五

巻

昭
和
六
三
年
二
月
）。

（

）
三
浦
秀
宥
「
件
」（
岡
山
民
俗
学
会
『
岡
山
民
俗
事
典
』（
昭
和
五

〇
年
五
月

日
本
文
教
出
版
））。

（

）
立
石
憲
利
「
人
の
一
生
」（『
岡
山
民
俗
』
第
五
一
号

昭
和
三
七

年
五
月
）。

（

）
堀
部
功
夫
「「
件
」
管
見
」（『
同
志
社
国
文
学
』
第
四
一
号

平
成

六
年
一
一
月
）。

（

）
木
村
功
「「
件
」
の
系
譜
学
│
│
そ
の
誕
生
・
伝
播
・
消
滅
を
め
ぐ

る
考
察
│
│
」（『
日
本
文
学
』
第
五
四
巻
第
一
一
号

平
成
一
七
年

一
一
月
）。

（

）
井
口
宗
平
「
件
の
話
」（『
西
播
磨
昔
話
集
』（
昭
和
五
〇
年
一
月

岩
崎
美
術
社
））。

（

）
大
谷
哲
「「
件
」
死
の
観
念

あ
る
い
は
〈
言
語
以
前
〉
の
物
語
」

（『
内
田
百
閒
論

他
者
と
認
識
の
原
画
』（
平
成
二
四
年
一
月

新

典
社
）
初
出
「
内
田
百
閒
「
件
」
論
」（『
二
松
』
第
二
〇
集

平
成

一
八
年
三
月
））。

（

）
小
泉
八
雲
『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影

下
』（
落
合
貞
三
郎
他
訳

『
小
泉
八
雲
全
集
第
三
巻
』（
昭
和
六
年
一
二
月

第
一
書
房
））
原
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（

）
喜
田
貞
吉
「
九
州
の
古
代
民
族
に
就
い
て
（
上
）」（『
民
族
と
歴

史
』
第
六
巻
第
二
号

大
正
一
〇
年
八
月
）
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は

注
（

）
に
も
挙
げ
た
笹
方
政
紀
氏
の
論
文
に
教
え
ら
れ
た
。

（

）〈
件
〉
の
新
聞
記
事
に
つ
い
て
は
湯
本
豪
一
『
明
治
期
怪
異
妖
怪
記

事
資
料
集
成
』（
平
成
二
一
年
一
月

国
書
刊
行
会
）、
同
『
大
正
期

怪
異
妖
怪
記
事
資
料
集
成
（
上
）』（
平
成
二
六
年
六
月

国
書
刊
行

会
）、
同
『
大
正
期
怪
異
妖
怪
記
事
資
料
集
成
（
下
）』（
平
成
二
六

年
八
月

国
書
刊
行
会
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
新
聞
記
事
資
料
を

中
心
と
し
て
〈
件
〉
を
民
俗
学
的
に
分
析
し
た
論
考
に
笹
方
政
紀

「
新
聞
記
事
か
ら
み
る
怪
異
の
形
成
│
│
人
面
牛
身
の
仔
牛
か
ら

「
件
（
ク
ダ
ン
）」
へ
│
│
」（『
御
影
史
学
論
集
』
第
四
二
号

平
成

二
九
年
一
〇
月
）
が
あ
る
。
こ
の
笹
方
氏
の
論
で
は
畸
形
牛
が

〈
件
〉
流
言
発
生
の
元
と
な
っ
て
お
り
そ
れ
が
見
世
物
と
し
て
の
扱

い
を
生
ん
だ
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
百
閒
の
「
件
」
を
扱
っ

た
研
究
で
は
な
い
が
、
本
論
の
第
一
章
を
執
筆
す
る
上
で
大
変
大
き

な
教
示
を
得
た
旨
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

（

）
注
（

）
の
論
考
は
〈
件
〉
が
戦
争
の
予
言
を
行
う
と
い
う
特
徴

を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
特
徴
を
用
い
た
作
品
と
の
対
照
分
析
は

行
わ
れ
て
い
な
い
。

（

）
見
世
物
と
し
て
の
〈
件
〉
の
民
俗
学
的
研
究
に
笹
方
政
紀
「
ク
ダ

ン
と
見
世
物
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
１８７

怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
』（
平

成
二
七
年
八
月

勉
誠
出
版
））
が
あ
る
。

（

）『
百
鬼
園
日
記
帖
』
大
正
六
年
七
月
二
八
日
の
日
記
（
章
番
号
な

し
）。

（

）
酒
井
英
行
「『
冥
途
』
の
温
床
│
│
『
百
鬼
園
日
記
帖
』
の
世
界

│
│
」（『
文
芸
と
批
評
』
第
五
巻
第
六
号

昭
和
五
六
年
一
一
月
）

や
保
田
和
彦
「『
冥
途
』
の
作
品
世
界
│
│
「
心
の
中
の
神
秘
」
を

め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
国
文
学
論
叢
』
第
三
六
輯

平
成
三
年
三
月
）

な
ど
が
あ
る
。

（

）『
百
鬼
園
日
記
帖
』
大
正
六
年
一
〇
月
二
〇
日
の
日
記
（
章
番
号

「
三
十
六
」）。

（

）『
百
鬼
園
日
記
帖
』
大
正
六
年
九
月
二
四
日
の
日
記
（
章
番
号
「
十

七
」）。

（

）『
百
鬼
園
日
記
帖
』
大
正
六
年
九
月
二
四
日
の
日
記
（
章
番
号
「
二

十
三
」）。

（

）「
山
寺
の
和
尚
さ
ん
」（『
小
説
新
潮
』
第
二
二
巻
第
九
号

一
九
六

八
年
九
月
）。

（

）『
百
鬼
園
日
記
帖
』
大
正
七
年
一
月
二
日
の
日
記
（
章
番
号
「
六
十

八
」）。

（

）『
百
鬼
園
日
記
帖
』
大
正
七
年
一
月
二
日
の
日
記
（
章
番
号
「
六
十

七
」）。

（

）
注
（

）
に
同
じ
。

（

）
他
の
引
用
と
の
混
同
を
防
ぐ
意
味
で
『
百
鬼
園
日
記
帖
』
大
正
七

年
一
月
二
日
章
番
号
「
六
十
八
」
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
《

》
で

内
田
百
閒
「
件
」
論
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括
っ
た
。

（

）
小
川
陽
子
「
内
田
百
閒
「
件
」
│
│
夢
の
構
造
に
よ
る
死
の
表
現

に
よ
る
存
在
論
的
悲
哀
感
│
│
」（『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
第

四
一
号

昭
和
六
三
年
九
月
）。

（

）
全
集
の
「
い
よ
い
よ
二
日
目
の
日
が
暮
れ
る
ん
だ
」
は
初
出
・
初

刊
で
「
三
日
目
」
と
な
っ
て
お
り
、
物
語
と
の
整
合
性
か
ら
も
こ
こ

は
「
三
日
目
」
が
正
し
い
。
初
刊
『
冥
途
』
の
該
当
箇
所
を
見
る

と
、
印
刷
に
お
い
て
何
ら
か
の
不
手
際
が
あ
っ
た
の
か
漢
数
字

「
三
」
の
中
央
の
横
棒
が
消
失
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
二
」
と
誤
っ

た
も
の
が
全
集
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

）『
冥
途
』
所
収
の
作
品
は
全
て
一
人
称
（「
私
」）
で
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
件
」
の
一
人
称
に
対
す
る
考

察
が
他
の
『
冥
途
』
所
収
作
品
に
も
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
を
個
別
に
研
究
す
る
過
程
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
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表
１

記
事
名

掲
載
新
聞
名
・
日
付

発
行
地

特
徴

①
「
如
件
」「
件
の
説
明
」「
件
の
見
世
物
」

『
山
陰
新
聞
』
明
治

年
３
月
３
日
・
５
日
・
９
日

島
根
県

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

②
「
奇
怪
な
る
流
言
」

『
中
国
』
明
治

年
５
月
６
日

広
島
県

Ⅲ
・
Ⅴ

③
「
ク
ダ
ン
の
見
せ
も
の
」

『
福
陵
新
報
』
明
治

年
７
月

日

福
岡
県

Ⅰ
・
Ⅳ

④
「
件
の
見
世
も
の
」

『
中
国
』
明
治

年
９
月

日

広
島
県

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

⑤
「
人
面
獣
心
の
牛

▲
「
件
」
と
い
ふ
畸
形
獣
」

『
扶
桑
新
聞
』
明
治

年

月
１
日
↓
『
神
戸
新
聞
』（

月
２
日
）

愛
知
県

Ⅰ
・
Ⅳ

⑥
「
肥
前
の
「
件
」」

『
名
古
屋
新
聞
』
明
治

年
６
月

日

愛
知
県

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

⑦
「
珍
談
依
而
如
件

▲
我
も
己
も
と
小
豆
飯
」

『
神
戸
新
聞
』
明
治

年
６
月

日

兵
庫
県

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅴ

⑧
「「
件
」
と
い
ふ
動
物
」

『
大
阪
滑
稽
新
聞
』
明
治

年
７
月

日

大
阪
府

Ⅳ

⑨
「
人
面
牛
体
の
子
を
産
む
」

『
佐
渡
毎
日
新
聞
』
明
治

年
３
月

日

新
潟
県

Ⅰ
・
Ⅳ

⑩
「
人
魚
も
嘘
件
も
嘘
」

『
芸
備
日
日
新
聞
』
大
正
２
年
１
月

日

広
島
県

Ⅳ
・
Ⅴ

⑪
「
笑
ふ
可
き
迷
信

▼
件
が
生
た
と
の
噂
」

『
九
州
日
之
出
新
聞
』
大
正
２
年
７
月
６
日

長
崎
県

Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅴ

⑫
「
奇
怪
な
る
迷
信
」

『
山
陽
新
報
』
大
正
２
年

月

日

岡
山
県

Ⅲ
・
Ⅴ

⑬
「
人
面
牛
身
の
畸
形
牛
」

『
台
湾
日
日
新
報
』
大
正
２
年

月
９
日

台
湾

Ⅰ
・
Ⅲ
・
Ⅴ

⑭
「
噂
に
生
れ
た
件

■
悪
疫
免
除
の
参
詣
騒
ぎ
」

『
山
陰
新
聞
』
大
正
３
年
５
月

日

島
根
県

Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅴ

⑮
「
人
の
顔
を
し
た
犢
」

『
新
愛
知
』
大
正
４
年
８
月

日
↓
『
下
野
新
聞
』（
９
月
５
日
）

愛
知
県

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅳ

⑯
「
件
産
る

頗
る
畸
形
な
仔
牛
」

『
九
州
日
報
』
大
正
８
年
３
月

日

福
岡
県

Ⅰ

※
表
中
の
矢
印
は
記
事
の
転
載
先
を
、
ロ
ー
マ
数
字
は
〔
Ⅰ
人
面
牛
身
〕〔
Ⅱ
短
命
〕〔
Ⅲ
予
言
・
災
厄
の
回
避
法
〕〔
Ⅳ
見
世
物
・
異
常
誕
生
〕〔
Ⅴ
迷
信
〕
を
示
す

内
田
百
閒
「
件
」
論
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付
記

内
田
百
閒
作
品
の
引
用
は
全
て
『
新
輯
内
田
百
閒
全
集
』（
昭
和

六
一
年
一
一
月
〜
平
成
元
年
一
〇
月

福
武
書
店
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
、

引
用
文
、
作
品
名
、
記
事
名
中
の
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
な
お
、

本
論
文
は
第
一
五
六
回
研
究
例
会
（
於
立
命
館
大
学
）
で
の
口
頭
発
表

「
内
田
百
閒
「
件
」
論
│
│
素
材
と
し
て
の
流
言
│
│
」
を
大
幅
に
加
筆

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
深
く
感
謝
を
申
し

上
げ
た
い
。（

ま
つ
ば
ら
・
だ
い
す
け

本
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
課
程
）

九
〇


