
著
書
「
森
鴎
外
ｌ
〈
恨
〉
に
生
き
る
」
（
講
談
社
、
昭
和
五
一
）
を
は
じ

め
「
鴎
外
森
林
太
郎
」
（
人
文
書
院
、
平
成
四
）
や
「
鴎
外
熟
成
の
時
代
」

（
和
泉
書
院
、
平
成
九
）
等
、
「
森
鴎
外
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
」
（
世
界
思
想

社
、
平
成
二
）
そ
の
他
鴎
外
関
係
の
編
著
の
多
い
山
崎
國
紀
氏
が
、
こ
の
度

「
評
伝
森
鴎
外
」
を
上
梓
し
た
。

周
知
の
よ
う
に
氏
は
、
谷
沢
永
一
氏
と
と
も
に
学
界
に
重
要
か
つ
貴
重
な

研
究
誌
（
の
ち
研
究
書
）
「
森
鴎
外
研
究
」
を
和
泉
書
院
よ
り
刊
行
し
て
紙

面
を
提
供
し
、
自
ら
も
多
く
の
論
考
を
発
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
従
来

の
著
作
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
今
回
の
大
冊
は
力
業
で
雄

篇
と
呼
ん
で
よ
く
、
私
な
ど
に
は
驚
き
の
書
で
あ
っ
た
。
「
あ
と
が
き
」
に

よ
る
と
、
六
年
の
歳
月
を
懸
け
た
と
あ
る
が
、
そ
の
分
量
だ
け
で
も
圧
倒
さ

れ
る
。
概
算
し
て
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
お
よ
そ
二
千
六
百
枚
。
そ
れ
だ

け
の
執
筆
期
間
の
こ
と
を
思
う
も
の
で
あ
る
。
島
根
県
益
田
市
出
身
と
い
え

ば
、
近
世
に
お
け
る
藩
は
違
う
け
れ
ど
も
、
鴎
外
と
は
隣
接
の
地
で
、
同
じ

石
見
国
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
他
地
域
の
者
に
は
微
妙
な
点
で

〔
書
評
〕山

崎
國
紀
著
『
評
伝
森
鴎
外
』

山
崎
國
紀
著
「
評
伝
森
鴎
外
』

知
り
得
な
い
事
柄
、
感
覚
の
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
親

し
く
話
し
を
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
鴎
外
の
師
で
あ
っ
た
米

原
綱
善
の
長
女
で
森
潤
三
郎
氏
の
妻
思
都
子
さ
ん
に
生
前
会
っ
た
こ
と
が
あ

る
な
ど
と
い
う
一
事
は
そ
う
し
た
一
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

害
題
に
見
え
る
「
評
伝
」
の
語
は
「
そ
の
人
に
つ
い
て
の
批
評
を
ま
じ
え

な
が
ら
書
か
れ
た
伝
記
」
亀
日
本
国
語
大
辞
典
」
）
の
意
味
で
あ
る
と
い
う

が
、
ま
ず
津
和
野
の
精
神
的
風
土
に
筆
を
や
り
、
藩
学
の
源
を
築
い
た
人
と

目
さ
れ
る
大
国
隆
正
に
焦
点
を
結
ん
だ
観
の
あ
る
こ
と
に
一
つ
の
特
色
を
見

せ
て
い
る
。
長
崎
に
も
遊
学
し
て
開
明
的
で
、
藩
で
は
奨
学
を
説
い
た
人
で

あ
り
、
確
か
に
鴎
外
晩
年
の
一
文
中
郷
土
の
先
覚
と
し
て
敬
重
の
表
現
を
も

っ
て
し
て
い
る
が
、
そ
の
復
古
的
と
も
見
え
る
方
面
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か

と
、
若
き
日
の
鴎
外
の
こ
と
も
思
わ
れ
、
そ
の
点
で
、
西
周
と
の
関
係
に
も

う
少
し
論
を
詳
し
く
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
大
国

の
「
科
学
す
る
精
神
」
の
内
実
が
も
う
一
つ
理
解
し
に
く
い
か
ら
で
も
あ
る
。

学
問
の
淵
源
に
遡
る
べ
き
こ
と
の
主
張
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
、
大
国
と
の
つ

な
が
り
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
西
周
の
方
が
実
際
に
影
響
が
強
か

清
田
文
武

四
九



っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

藩
校
養
老
館
の
岡
熊
臣
の
存
在
、
朱
子
学
と
陽
明
学
と
の
関
係
、
実
学
へ

の
関
心
の
こ
と
も
上
述
の
問
題
と
の
つ
な
が
り
で
浮
か
び
上
が
り
、
歴
史
的

に
は
、
気
風
と
し
て
家
老
の
多
胡
の
存
在
な
ど
も
視
野
に
入
っ
て
来
る
か
と

も
考
え
て
み
た
が
、
津
和
野
藩
学
に
つ
い
て
の
論
述
に
は
、
詳
細
な
と
こ
ろ

が
あ
り
、
注
目
し
て
よ
い
書
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
お
著
者
は
、
鴎
外

が
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
日
本
茶
の
分
析
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
何
で
あ
っ

た
の
か
。
一
向
に
解
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
私
も
詳
ら
か
に

し
な
い
が
、
大
国
隆
正
と
の
関
係
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
富
国
の
た
め
の
経

済
か
ら
国
際
的
に
日
本
茶
の
輸
出
を
説
い
て
い
た
こ
と
が
鴎
外
に
作
用
し
た

点
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
で
次
に
思
わ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
新
資
料
紹
介
に
よ
る
学
界
へ
の
貢

献
で
あ
る
。
大
は
、
そ
の
一
部
分
は
少
し
紹
介
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
編

著
『
森
鴎
外
・
母
の
日
記
」
（
三
一
書
房
、
昭
和
五
四
）
に
よ
っ
て
、
み
れ

の
日
記
全
部
を
翻
刻
し
た
こ
と
か
ら
、
小
は
新
資
料
の
発
掘
あ
る
い
は
紹
介

の
労
を
と
っ
た
こ
と
に
至
る
ま
で
が
あ
り
、
こ
れ
を
評
伝
に
織
り
込
ん
で
、

力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
「
半
日
」
の
解
釈
に
関
係
す
る

と
こ
ろ
が
多
い
が
、
評
伝
と
し
て
の
従
来
の
空
白
を
埋
め
る
叙
述
も
見
逃
せ

な
い
。
出
征
時
の
遺
言
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
当
時
の
民
法
等
を
お
さ
え
た

渡
辺
善
雄
に
よ
る
論
も
あ
り
、
少
し
こ
れ
を
視
野
に
入
れ
て
み
る
と
ど
う
な

る
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
た
。
著
者
も
民
法
に
触
れ
て
、
妻
に
対
す
る
鴎

外
の
考
え
は
厳
し
い
感
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
一
般
的
見
方
で
も
あ

る
が
、
鴎
外
の
こ
の
時
の
家
族
の
問
題
を
含
め
て
の
思
量
と
生
の
方
向
に
つ

い
て
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
。
著
者
に
は
『
森
家
の
三
男
坊
」
（
三

一
書
房
、
平
成
九
）
や
編
者
と
し
て
か
か
わ
っ
た
森
類
著
『
森
家
の
人
び
と
」

（
同
上
、
平
成
一
○
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
、
こ
の
度
の
書
を
支
え
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
。

小
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
「
な
が
し
」
が
新
資
料
「
ぬ
れ
き
い
』
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
こ
と
の
研
究
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
成
果
で
あ

る
。
そ
の
関
係
資
料
も
近
く
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
他
三
越
の
か
か
わ

る
「
流
行
会
」
と
の
関
係
の
こ
と
も
、
評
伝
的
に
も
興
味
深
い
発
掘
で
あ
り
、

文
壇
に
お
け
る
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
」
氏
の
評
論
等
、
諸
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て

関
心
を
引
く
も
の
が
多
い
。
氏
の
従
来
の
著
書
で
取
り
上
げ
て
は
あ
る
も
の

の
、
こ
れ
ら
に
本
書
の
叙
述
で
改
め
て
接
す
る
と
き
、
読
み
の
楽
し
み
の
一

つ
と
な
る
。
こ
う
し
た
方
面
へ
の
文
献
資
料
追
尋
の
労
の
こ
と
が
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
例
を
挙
げ
る
と
、
新
聞
に
も
紹
介
さ
れ
た
小
池
正
直
の
石
黒
忠

恵
（
公
閣
下
）
宛
明
治
二
十
二
年
四
月
十
六
日
の
書
簡
で
あ
る
。
こ
の
書
簡

に
よ
る
論
は
『
文
芸
春
秋
」
（
平
成
一
七
・
六
）
に
も
発
表
さ
れ
て
話
題
を

呼
ん
だ
。
書
簡
中
「
伯
林
賤
女
之
一
件
ハ
能
ク
吾
言
ヲ
容
レ
今
回
愈
手
切
二

…
…
近
日
総
監
閣
下
へ
一
書
可
サ
シ
出
候
。
○
別
紙
森
ヘ
ノ
書
ハ
：
…
・
」
と

続
く
あ
た
り
が
、
鴎
外
関
係
解
読
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

雑
誌
掲
載
の
論
に
比
べ
る
と
、
本
書
で
は
叙
述
に
手
を
加
え
て
あ
る
も
の
の
、

○
印
の
前
後
の
つ
な
が
り
の
問
題
の
あ
た
り
は
、
な
お
ま
だ
断
層
を
埋
め
き

れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
当

時
の
留
学
生
の
生
活
の
一
端
、
青
年
時
代
の
鴎
外
が
周
辺
の
人
に
ど
う
映
っ

五
○



て
い
た
か
を
示
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
新
資
料
再

紹
介
の
労
を
と
っ
た
一
事
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
ま
た
鴎
外
の
翻
訳
作
品
の
梗
概
を
す
べ
て
作
っ
て
い
る
こ
と
を
一

つ
の
特
色
と
す
る
。
当
時
鴎
外
を
椰
楡
的
に
梗
概
博
士
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
が

あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
山
崎
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
鴎
外
は
要
約
を
作

る
こ
と
自
体
に
す
で
に
批
評
精
神
が
働
い
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
啓
蒙
活
動
に
資
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
。
一
体
鴎
外
に
は
作
品
の
翻
訳
が
自
身
の
創
作
活
動
に
培
う
と
こ

ろ
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
の
方
面
に
お
い
て
は
、
平
川
砧
弘
氏
・
小
堀
桂

一
郎
氏
そ
の
他
の
先
学
の
比
較
文
学
的
業
績
は
重
要
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
翻
訳
・
紹
介
に
か
か
わ
る
鴎
外
の
表
現
に
着
目
す
る
観
点
に
も

な
お
見
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
つ
な
が
り
か
ら
鴎
外
の
精
神
の
あ

り
よ
う
を
知
る
方
途
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
本
書
に
も
そ

う
し
た
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
リ
ル
ケ
の
人
と
思
想
と
を
紹
介
し
た
側
面
も
認
め
ら
れ
る
「
現
代

思
想
」
を
、
評
者
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ

ウ
の
「
馬
盗
坊
」
を
訳
し
た
際
の
関
心
の
所
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
あ
た
り

な
ど
、
全
体
的
把
握
で
は
な
い
に
せ
よ
、
訳
業
に
関
係
す
る
一
文
と
し
て
見

逃
せ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
も
こ
の
対
話
文
に
言
及
し

て
、
い
わ
ゆ
る
危
険
思
想
の
問
題
に
触
れ
、
「
確
か
に
鴎
外
は
、
こ
の
「
家

常
茶
飯
」
の
思
想
に
賛
同
し
て
は
い
な
い
。
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
場
合
、

反
語
的
表
現
と
し
て
読
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

評
伝
と
し
て
は
、
そ
の
埒
外
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
学
史
的
観
点

山
崎
國
紀
著
「
評
伝
森
鴎
外
」

に
立
つ
と
き
、
鴎
外
が
後
続
の
作
家
に
与
え
た
影
響
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

本
書
に
お
け
る
右
の
作
業
は
ま
た
貴
重
な
も
の
と
な
ろ
う
。
が
、
著
者
は
、

モ
ル
ナ
ア
ル
の
「
破
落
戸
の
昇
天
」
の
梗
概
を
ま
と
め
た
条
で
は
、
「
何
の

印
象
も
残
さ
な
い
。
な
ぜ
、
こ
ん
な
も
の
を
鴎
外
が
訳
し
た
の
か
理
解
に
苦

し
む
。
」
と
記
す
。
そ
の
翻
訳
意
図
は
評
者
に
も
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

原
作
者
と
し
て
は
妻
と
の
愛
情
・
離
婚
の
問
題
が
関
係
し
て
、
深
刻
な
背
景

が
あ
っ
た
。
作
中
の
人
物
名
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
同
一
題
材
に
よ
る
短

篇
小
説
か
ら
戯
曲
「
リ
リ
オ
ム
」
を
書
き
、
当
時
こ
れ
は
上
演
さ
れ
て
西
洋

で
反
響
を
呼
び
、
我
が
国
で
も
こ
の
作
家
に
惹
か
れ
、
出
身
地
ブ
タ
ペ
ス
ト

に
留
学
し
た
徳
永
康
元
の
よ
う
な
人
も
出
、
矢
田
津
世
子
の
よ
う
に
こ
の
作

家
を
愛
読
し
た
人
も
い
た
。
宇
野
信
夫
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
て
、
『
破
落
戸

の
昇
天
」
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
て
み
た
い
と
の
思
い
を
強
く
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
宇
野
は
劇
作
家
と
し
て
セ
リ
フ
の
技
巧
を
モ
ル
ナ
ア
ル
か
ら

も
学
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
が
鴎
外
の
訳
を
端
緒
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
右
の
短
篇
に
は
、
文
芸
的
に
も
顧
み
る
べ
き
も
の
が
潜
ん
で
い
る
に
ち

が
い
な
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

評
伝
と
し
て
鴎
外
の
生
の
区
分
に
お
い
て
は
、
木
下
杢
太
郎
に
よ
る
「
豊

熟
の
時
代
」
の
設
定
は
実
態
に
合
っ
て
い
な
い
と
異
を
唱
え
た
こ
と
は
、
そ

の
間
の
活
動
や
創
作
に
つ
い
て
み
る
と
確
か
に
説
得
力
が
あ
り
、
注
目
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
三
十
二
年
か
ら
足
か
け
四
年
の
、
い
わ
ゆ
る
小

倉
時
代
を
左
遷
と
捉
え
る
従
来
の
定
説
を
検
討
し
直
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

の
も
、
同
様
の
見
解
は
他
の
研
究
家
に
よ
っ
て
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
見
る

べ
き
提
言
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鴎
外
の
心
事
を
推
測
す
る
と
き
、

五
一



そ
の
観
点
か
ら
、
伝
記
的
、
文
学
的
側
面
と
そ
れ
に
関
連
す
る
と
目
さ
れ
る

作
品
を
評
伝
と
し
て
の
書
の
中
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
据
え
る
か
は
、
今
後
の

研
究
に
お
け
る
学
界
全
体
の
課
題
と
も
な
ろ
う
。

明
治
天
皇
に
対
す
る
乃
木
大
将
の
殉
死
以
後
、
鴎
外
は
他
に
、
い
わ
ゆ
る

現
代
小
説
も
若
干
書
い
て
い
る
が
、
歴
史
小
説
・
史
伝
に
力
を
注
ぐ
。
こ
の

方
面
で
は
、
為
政
者
と
民
衆
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
の
照
射
が
私
に
は

特
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
鴎
外
の
作
品
を
下
敷
き
に
し
て
書
い
た
長

田
秀
雄
、
津
上
忠
の
戯
曲
と
比
べ
る
と
、
民
衆
と
い
う
概
念
に
鴎
外
の
場

合
、
も
う
少
し
限
定
を
付
け
る
べ
き
か
、
そ
の
必
要
が
な
い
も
の
か
、
な
お

残
さ
れ
た
問
題
は
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
高
瀬
舟
」
の
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
観
点
は
妥
当
す
る
と
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
本
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
問
題
を
根
本
的
に
提
出
す
る
と
こ
ろ
が
少

な
く
な
く
、
そ
の
点
か
ら
も
関
心
を
引
く
著
書
で
あ
る
。

制
約
の
あ
る
紙
数
の
中
で
、
し
か
も
評
伝
と
い
う
形
式
に
お
い
て
、
作
品

の
一
つ
一
つ
に
納
得
の
い
く
見
解
を
出
し
、
こ
れ
を
叙
述
す
る
の
は
至
難
の

業
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
「
山
椒
大
夫
」
や
「
最
後
の
一
句
」
な

ど
は
、
そ
の
内
実
、
切
り
込
み
の
視
点
は
ど
う
あ
れ
、
「
知
恵
」
の
観
点
か
ら

の
照
射
と
、
「
栗
山
大
膳
」
の
場
合
は
「
見
切
り
」
の
精
神
の
問
題
に
、
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
段
階
か
で
触
れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
抱
い
た
が
、
そ

う
い
う
既
存
の
就
縛
を
離
れ
る
と
こ
ろ
に
解
釈
と
鑑
賞
の
醍
醐
味
も
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
伝
記
と
作
品
論
と
の
間
の
関
係
把
握
な
ど
、
評
伝
に
お
け

る
一
般
的
課
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
総
じ
て
本
書
の
筆
を
進
め
る
著
者
の
姿

勢
と
労
苦
に
敬
服
の
思
い
が
す
る
の
が
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
史
伝
に

関
し
て
の
こ
と
で
は
、
「
伊
沢
蘭
軒
」
の
森
潤
三
郎
に
よ
る
新
聞
切
り
抜
き
等

の
こ
と
を
め
ぐ
る
論
な
ど
、
や
は
り
貴
重
な
仕
事
で
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
。

明
治
か
ら
大
正
へ
の
推
移
に
お
け
る
鴎
外
の
足
跡
、
精
神
史
の
一
鋤
は
、
文

芸
的
、
伝
記
的
に
も
関
心
を
そ
そ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
に
歴
史
小

説
・
史
伝
が
位
置
す
る
わ
け
で
、
評
者
に
と
っ
て
も
重
い
課
題
で
あ
る
と
記

し
、
次
に
筆
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
の
問
題
と
し
て
は
、
鴎
外
と
し
て
仏
教
に
つ
い
て
多
少
は
知
っ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
身
近
に
接
し
た
の
は
、
小
倉
時
代
に
曹
洞
宗
の
僧
玉
水

俊
號
と
知
り
合
い
に
な
っ
て
禅
学
の
講
義
を
受
け
た
時
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば

〈
知
の
人
〉
鴎
外
を
解
釈
す
る
際
、
宗
教
的
問
題
は
、
そ
の
視
点
と
も
か
か

わ
り
、
複
雑
で
容
易
で
は
な
い
事
柄
が
か
ら
む
に
せ
よ
、
一
顧
を
要
す
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
晩
年
に
臨
済
宗
の
僧
・

宗
般
老
師
の
提
唱
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
著
書

中
こ
の
方
面
に
も
筆
を
や
り
貴
重
な
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
遺
言
の
解
釈
は
、
す
ぐ
れ
て
評
伝
的
テ
ー
マ
で
あ
る
だ
け
に
、
評
者

の
手
に
余
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
石
見
人
と
し

て
の
憤
怒
の
情
を
そ
こ
に
読
み
取
る
か
、
田
中
侃
刀
氏
の
よ
う
な
穏
や
か
な

心
情
の
読
み
取
り
を
織
り
込
む
か
で
別
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
山
崎
氏
の
観

点
は
一
般
的
に
受
け
容
れ
や
す
く
、
有
力
な
解
釈
に
な
る
方
向
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
反
響
が
待
た
れ
る
。

若
干
の
思
い
込
み
と
思
わ
れ
る
も
の
に
触
れ
る
と
、
「
鴎
外
漁
史
と
は
誰

ぞ
」
執
筆
の
こ
と
で
『
福
岡
日
日
新
聞
」
の
主
筆
猪
股
為
治
（
次
）
を
鴎
外

と
同
郷
人
と
し
て
い
る
が
、
新
潟
県
出
身
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
倉
か
ら
東

五
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京
に
帰
任
し
た
こ
と
を
叙
す
中
で
、
明
治
三
十
五
年
四
月
三
日
竹
柏
会
に
お

い
て
写
ア
テ
ル
リ
ン
ク
の
脚
本
』
と
題
す
る
講
演
を
し
た
こ
と
に
触
れ
て

い
る
が
、
講
演
の
中
心
と
な
っ
た
零
ン
ナ
・
ヴ
ァ
ン
ナ
』
の
鴎
外
旧
蔵
本

は
、
一
九
○
三
年
（
明
治
三
十
六
年
）
版
の
独
訳
で
あ
っ
た
。
講
演
の
日
も

翌
年
の
四
月
十
二
日
と
訂
正
を
要
す
る
か
と
思
う
。
「
生
田
川
」
に
関
係
し

て
は
「
新
脚
本
『
生
田
川
」
に
つ
い
て
」
が
あ
り
、
山
崎
氏
も
こ
れ
か
ら

「
大
和
物
語
及
び
唐
物
語
、
万
葉
集
の
長
歌
か
ら
取
っ
た
」
と
引
く
け
れ
ど

も
、
そ
の
後
発
表
の
「
歌
舞
伎
第
百
十
七
号
『
新
脚
本
生
田
川
」
に
つ
い

て
」
中
、
．
唐
物
語
」
に
生
田
川
の
材
料
な
し
・
」
と
記
し
た
こ
と
に
も
触

れ
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
大
冊
に
な
る
と
、
多
少
の
思

い
違
い
が
あ
っ
て
も
、
致
し
方
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

山
室
静
氏
の
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
書
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
新
た
な
人
物
評
を

織
り
込
む
本
格
的
な
大
冊
で
、
在
来
な
か
っ
た
類
の
書
で
あ
り
、
碑
益
す
る

と
こ
ろ
の
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
書
の
刊
行
を
慶
び
た
い
と
思

う
。
大
部
の
書
で
あ
る
た
め
、
書
評
と
し
て
、
触
れ
る
べ
き
こ
と
は
な
お
あ

る
の
で
あ
る
が
、
評
者
に
は
『
森
鴎
外
ｌ
基
層
的
論
究
」
（
八
木
書
店
、
平

成
元
）
を
『
国
語
と
国
文
学
」
誌
上
で
取
り
上
げ
た
こ
と
も
あ
る
。
繁
簡
よ

る
し
き
を
得
ず
、
書
評
の
的
を
は
ず
し
、
ま
た
妄
言
を
連
ね
た
か
と
思
う
が
、

摘
筆
す
る
に
際
し
著
者
の
ご
海
容
を
お
願
い
し
、
加
餐
を
お
願
い
申
し
上
げ

る
次
第
で
あ
る
。

（
大
修
館
書
店山

崎
國
紀
著
『
評
伝
森
鴎
外
』

二
○
○
七
年
七
月
二
○
日
八
四
九
頁

本
体
価
格
一
二
○
○
○
円
）

（
せ
い
た
・
ふ
み
た
け
放
送
大
学
客
員
教
授
）

五


